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「障
しょう

がい」の表記
ひょうき

について 

本計画
ほんけいかく

では、法令
ほうれい

や条 例
じょうれい

等
とう

の名
めい

称
しょう

及
およ

びそれらの中
なか

で特定
とくてい

のものをさす用語
よ う ご

、

組織
そ し き

、関係
かんけい

団体
だんたい

、関係
かんけい

施設
し せ つ

などの名称
めいしょう

を除
のぞ

き、「障害
しょうがい

」を「 障
しょう

がい」と一部
い ち ぶ

ひら

がなで表記
ひょうき

しています。 

「害
がい

」の字
じ

は「負
ふ

」のイメージが強
つよ

いため、少
すこ

しでも 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

をなくし、心
こころ

のバリアフリーを推進
すいしん

しようとする観点
かんてん

からです。 
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第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

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

 

八
やつ

代
しろ

市
し

では、「 障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

」に基
もと

づく市
し

町
ちょう

村
そん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

計
けい

画
かく

として、平
へい

成
せい

29年
ねん

３月
がつ

に、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

までの４年間
ねんかん

を計画
けいかく

期間
き か ん

とする「第
だい

３期
き

八代市
やつしろし

障
しょう

が

い者
しゃ

計画
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、人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら

共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、 障
しょう

がいのある人
ひと

が様々
さまざま

な活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

し、

地域
ち い き

の中
なか

で、社会
しゃかい

の一員
いちいん

として自立
じ り つ

して生活
せいかつ

できるまちを目
め

指
ざ

して、 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

してきました。 

 

国
くに

においては、「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」という。）や「成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

の利
り

用
よう

の促
そく

進
しん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

」

（以下
い か

「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進法
そくしんほう

」という。）等
とう

を新
あら

たに制
せい

定
てい

し、また、「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

」や「障害者
しょうがいしゃ

の日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」という。）等
とう

を改正
かいせい

するなど、法令面
ほうれいめん

の整備
せ い び

によ

り障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を充実
じゅうじつ

させてきました。 

 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

では、 障
しょう

がいのある人
ひと

が 自
みずか

らの望
のぞ

む地域
ち い き

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことがで

きるよう、支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。また、 障
しょう

がいのある人
ひと

の

重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

、及
およ

び介
かい

護者
ご し ゃ

の高齢化
こうれいか

に 伴
ともな

う親
おや

亡
な

き後
あと

の支援
し え ん

や、増加
ぞ う か

が続
つづ

いている

医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

や発達障
はったつしょう

がい児
じ

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

など様々
さまざま

な 障
しょう

がいのあ

る人
ひと

への対応
たいおう

の強
きょう

化
か

が求
もと

められています。 

 

このような国
くに

の 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の動向
どうこう

や、本市
ほ ん し

の 障
しょう

がいのある人
ひと

の現状
げんじょう

と課題
か だ い

を

踏ま
ふ ま

え、福祉
ふ く し

の分野
ぶ ん や

に限
かぎ

らず、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、労働
ろうどう

、防災
ぼうさい

など多
おお

くの分野
ぶ ん や

が関
かか

わりながら、 障
しょう

がいのある人
ひと

の福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

に向
む

けた施
し

策
さく

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に進
すす

め

るため、国
くに

や県
けん

の計画
けいかく

を踏
ふ

まえて「第
だい

４期
き

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

（以
い

下
か

、「本
ほん

計
けい

画
かく

」と

いう。）」を策定
さくてい

することとしました。 
 

  



2 
 

２ 障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

の動向
どうこう

 

国
くに

は、平成
へいせい

28年
ねん

６月
がつ

「ニッポン一億
いちおく

総活躍
そうかつやく

プラン」を閣議
か く ぎ

決定
けってい

しました。子
こ

ども・

高齢者
こうれいしゃ

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

など、地域
ち い き

のあらゆる住民
じゅうみん

が役割
やくわり

を持
も

ち、支
ささ

え合
あ

いながら、

自分
じ ぶ ん

らしく活躍
かつやく

できる地域
ち い き

コミュニティを育成
いくせい

し、福祉
ふ く し

などの公的
こうてき

サービスと協働
きょうどう

して助
たす

け合
あ

いながら暮
く

らすことのできる「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の仕
し

組
く

みを構
こう

築
ちく

すること

を目
め

指
ざ

すとしています。 

また、平成
へいせい

29年
ねん

６月
がつ

には「地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの強化
きょうか

のための介護
か い ご

保険法
ほけんほう

等
とう

の

一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」が成立
せいりつ

し、介護
か い ご

保険法
ほけんほう

・医
い

療法
りょうほう

・社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

・障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

・児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

などが見直
み な お

されました。この改正
かいせい

は、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

るとともに、制度
せ い ど

の持続
じ ぞ く

可能性
かのうせい

を確保
か く ほ

することに配慮
はいりょ

し、サービスを必要
ひつよう

とする人
ひと

に

必要
ひつよう

なサービスの提
てい

供
きょう

を行
おこな

うことを目
もく

的
てき

としています。 

 

（１）近
きん

年
ねん

の法
ほう

制
せい

度
ど

の動
うご

き 

■障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支
し

援
えん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（ 略 称
りゃくしょう

「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」）の施行
し こ う

（平
へい

成
せい

23年
ねん

６月
がつ

制
せい

定
てい

、平
へい

成
せい

24年
ねん

10月
がつ

施
し

行
こう

） 

国
くに

や地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

従事者
じゅうじしゃ

等
とう

、使用者
しようしゃ

などに 障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

等
とう

の

ための責務
せ き む

を課
か

すとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

を受
う

けたと思
おも

われる 障
しょう

がい者
しゃ

を発見
はっけん

した者
もの

に対
たい

する通
つう

報
ほう

義
ぎ

務
む

が課
か

されました。また、市町村
しちょうそん

の部局
ぶきょく

又
また

は施設
し せ つ

に、 障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

対応
たいおう

の窓口
まどぐち

等
とう

となる「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター」の設置
せ っ ち

が義務
ぎ む

付
づ

けられました。 

 

■障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
し こ う

（平
へい

成
せい

25年
ねん

６月
がつ

制
せい

定
てい

、平
へい

成
せい

28年
ねん

４月
がつ

施
し

行
こう

） 

障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いによる権利
け ん り

利益
り え き

の侵害
しんがい

を禁止
き ん し

するとともに、

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

に社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

において、

その実施
じ っ し

に 伴
ともな

う負
ふ

担
たん

が過重
かじゅう

でないときは、 障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することとならない

よう、必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提
てい

供
きょう

が義
ぎ

務
む

付
づ

けられました。 

 

■障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

（略 称
りゃくしょう

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」）の改正
かいせい

 

① 平
へい

成
せい

25年
ねん

６月
がつ

公
こう

布
ふ

、平
へい

成
せい

28年
ねん

４月
がつ

（一
いち

部
ぶ

平
へい

成
せい

30年
ねん

４月
がつ

）施
し

行
こう

 

雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

における 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する差
さ

別
べつ

の禁止
き ん し

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

義務
ぎ む

が求
もと

められると

ともに、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から、 障
しょう

がい者
しゃ

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の算定
さんてい

基礎
き そ

に精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

を加
くわ

えることが

規定
き て い

されました。 

② 令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

６月
がつ

公
こう

布
ふ

、令
れい

和
わ

２年
ねん

４月
がつ

施
し

行
こう

 

障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

を一層
いっそう

促進
そくしん

するため、 障
しょう

がい者
しゃ

の活躍
かつやく

の場
ば

の拡大
かくだい

に関
かん

する措
そ

置
ち

や、国
くに

及
およ

び地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

における 障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

状 況
じょうきょう

についての的確
てきかく

な把握
は あ く

等
とう

に関
かん

する措
そ

置
ち

を講
こう

ずることが規定
き て い

されました。 
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■成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進法
そくしんほう

の施行
し こ う

（平
へい

成
せい

28年
ねん

４月
がつ

制
せい

定
てい

、同
どう

年
ねん

５月
がつ

施
し

行
こう

） 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

のニーズに応
おう

じた成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

の促進
そくしん

、地域
ち い き

における成年
せいねん

後見人
こうけんにん

となる

人材
じんざい

の確保
か く ほ

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

による体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

などが規定
き て い

されました。 

 

■発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

の改正
かいせい

（平成
へいせい

28年
ねん

６月
がつ

制
せい

定
てい

、施行
し こ う

） 

発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

の支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

や相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

（保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、教 育
きょういく

、労働
ろうどう

等
とう

に関
かん

する関
かん

係
けい

機
き

関
かん

及
およ

び民
みん

間
かん

団
だん

体
たい

相
そう

互
ご

の連携
れんけい

の必要性
ひつようせい

）な

どが規定
き て い

されました。 

 

■障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の改正
かいせい

（平
へい

成
せい

28年
ねん

６月
がつ

制
せい

定
てい

、平
へい

成
せい

30年
ねん

４月
がつ

施
し

行
こう

） 

障
しょう

がい者
しゃ

が、 自
みずか

らの望
のぞ

む地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

を 営
いとな

むことができるよう、「生活
せいかつ

」と「就労
しゅうろう

」に対
たい

す

る支援
し え ん

の一層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

や高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

による介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスの円滑
えんかつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

するため

の見
み

直
なお

しを 行
おこな

うとともに、サービスの質
しつ

の確
かく

保
ほ

・向
こう

上
じょう

を図
はか

るための環
かん

境
きょう

整
せい

備
び

を 行
おこな

うこと

が規
き

定
てい

されました。 

 

■児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

の改正
かいせい

（平
へい

成
せい

28年
ねん

６月
がつ

制定
せいてい

、平
へい

成
せい

30年
ねん

４月
がつ

（一部
い ち ぶ

平
へい

成
せい

28年
ねん

６月
がつ

）施行
し こ う

） 

障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

のニーズの多様化
た よ う か

（重度
じゅうど

の 障
しょう

がい児
じ

・医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

など）にきめ細
こま

かく対
たい

応
おう

するための支援
し え ん

の拡 充
かくじゅう

を図
はか

るほか、サービスの質
しつ

の確保
か く ほ

・向上
こうじょう

を図
はか

るための環境
かんきょう

整備
せ い び

を

行
おこな

うことが規定
き て い

されました。 

 

■障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

（略 称
りゃくしょう

「障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

 

推進法
すいしんほう

」）の施行
し こ う

（平成
へいせい

30年
ねん

６月
がつ

制定
せいてい

、施行
し こ う

） 

障
しょう

がい者
しゃ

による文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する施
し

策
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、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を通
つう

じた 障
しょう

がい者
しゃ

の個性
こ せ い

と能
のう

力
りょく

の発
はっ

揮
き

及
およ

び社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

の促進
そくしん

を図
はか

ることが規定
き て い

されまし

た。 

 

■高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

（略 称
りゃくしょう

「バリアフリー 

法
ほう

」）の改正
かいせい

（平成
へいせい

30年
ねん

５月
がつ

制定
せいてい

、同年
どうねん

11月
がつ

（一部
い ち ぶ

平成
へいせい

31年
ねん

４月
つき

）施行
し こ う

） 

高齢者
こうれいしゃ

、 障
しょう

がい者
しゃ

、子
こ

育
そだ

て世
せ

代
だい

など、全
すべ

ての人々
ひとびと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

・移動
い ど う

できる環境
かんきょう

を

実現
じつげん

することを目 標
もくひょう

として、バリアフリー化
か

の取組
とりくみ

の実施
じ っ し

にあたり、「共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」

「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

」に留意
りゅうい

すべき旨
むね

が明記
め い き

されました。 

 

■視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

（略 称
りゃくしょう

「読書
どくしょ

バリアフリー 

法
ほう

」）の施行
し こ う

（令和
れ い わ

元年
がんねん

６月
がつ

制定
せいてい

、施行
し こ う

） 

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

等
とう

（視覚障
しかくしょう

がい、発達障
はったつしょう

がい、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

等
とう

の 障
しょう

がいにより、書籍
しょせき

につい

て、視覚
し か く

による表 現
ひょうげん

の認識
にんしき

が困難
こんなん

な者
もの

）の読書
どくしょ

環境
かんきょう

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

の有無
う む

にかかわらず全
すべ

ての国民
こくみん

が等
ひと

しく読
どく

書
しょ

を通
つう

じて文
も

字
じ

・活字
か つ じ

文化
ぶ ん か

の恵沢
けいたく

を享受
きょうじゅ

すること

ができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

すことが規定
き て い

されました。 
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（２）障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

の策定
さくてい

状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に規定
き て い

された「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」及
およ

び「都道府県
と ど う ふ け ん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」の

策定
さくてい

状 況
じょうきょう

は次
つぎ

のとおりです。 

 

■国
くに

における策定
さくてい

状 況
じょうきょう

 

第
だい

４次
じ

障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

  計
けい

画
かく

期
き

間
かん

：平
へい

成
せい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

 

◆基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（計画
けいかく

の目的
もくてき

） 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、 障
しょう

がい者
しゃ

が、 自
みずか

らの決定
けってい

に基
もと

づき社
しゃ

会
かい

のあらゆる活動
かつどう

に

参加
さ ん か

し、その能 力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

発揮
は っ き

して自己
じ こ

実現
じつげん

できるよう支援
し え ん

 

 

■熊本県
くまもとけん

における策定
さくてい

状 況
じょうきょう

 

第
だい

５期
き

熊本県
くまもとけん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

  計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

27年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 

◆計
けい

画
かく

の目
め

指
ざ

す姿
すがた

 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、一人一人
ひ と り ひ と り

の人格
じんかく

と個性
こ せ い

が尊重
そんちょう

され、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する

対等
たいとう

な一員
いちいん

として、安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん
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３ 計
けい

画
かく

の位
い

置
ち

づけ 

本計画
ほんけいかく

は、障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

第
だい

11条
じょう

第
だい

３項
こう

に基
もと

づく「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」として

策定
さくてい

したものであり、今後
こ ん ご

の本市
ほ ん し

における障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

するための指針
し し ん

とな

るものです。 

国
くに

の「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」、熊本県
くまもとけん

の「熊本県
くまもとけん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」等
とう

を踏
ふ

まえるととも

に、「八代市
やつしろし

総合
そうごう

計画
けいかく

」及
およ

び関連
かんれん

分野
ぶ ん や

の各計画
かくけいかく

との整合性
せいごうせい

を図
はか

っています。 

なお、障
しょう

害
がい

者
しゃ

総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

法
ほう

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

の規定
き て い

により障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の

提供
ていきょう

に関
かん

する具
ぐ

体
たい

的
てき

な体
たい

制
せい

づくりやサービスを確保
か く ほ

するための方策
ほうさく

等
とう

を示
しめ

す

「八代市
やつしろし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

・八代市
やつしろし

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」は、本計画
ほんけいかく

の 考
かんが

え方
かた

を基本
き ほ ん

にして策定
さくてい

しています。 

 

 

 

◆上位
じょうい

・関連
かんれん

計画
けいかく

、根拠法
こんきょほう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八代市
やつしろし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

＜関連
かんれん

分野
ぶ ん や

計画
けいかく

＞ 

・八代市
やつしろし

保健
ほ け ん

計画
けいかく

 

・八
やつ

代
しろ

市
し

子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

計
けい

画
かく

 

・ 八代市
やつしろし

高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・ 介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

     など 

八 代 市 障 が い 者 計 画 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

 

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい児
じ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

八
や つ

代
し ろ

市
し

障
しょう

が い 者
し ゃ

計
け い

画
かく

 

八代市
やつしろし

総合
そうごう

計画
けいかく

 

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（国
くに

） 

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

 
障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

 

熊本県
くまもとけん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

 

熊本県
くまもとけん

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

・熊本県
くまもとけん

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく
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４ 計画
けいかく

の期間
き か ん

 

本計画
ほんけいかく

は、障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

に関
かん

する基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

としての性格
せいかく

を踏
ふ

まえるとともに、障
しょう

がい者計画
しゃけいかく

の障害福祉
しょうがいふくし

サービス等
とう

の確保
か く ほ

に関
かん

する実
じっ

施
し

計
けい

画
かく

に相当
そうとう

する 障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

や障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

と一体
いったい

となって市
し

の 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

するために、

両計画
りょうけいかく

の見
み

直
なお

しのサイクルを統一
とういつ

し、令
れい

和
わ

３年
ねん

度
ど

から令
れい

和
わ

８年
ねん

度
ど

までの６年
ねん

間
かん

とし

ます。 

ただし、社
しゃ

会
かい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

や法律
ほうりつ

や制度
せ い ど

などに大幅
おおはば

な変更
へんこう

が生
しょう

じた場
ば

合
あい

には、適
てき

宜
ぎ

見
み

直
なお

しを行
おこな

います。 
 

 

平成
へいせい

 

29 

年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

１ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

２ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

３ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

４ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

５ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

８ 

年度
ね ん ど

 

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

 
  

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
 

   

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
 

   

 

５ 計画
けいかく

策定
さくてい

の体制
たいせい

 

（１）策定
さくてい

委員会
いいんかい

の開催
かいさい

 

八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

等
とう

策定
さくてい

・評価
ひょうか

委員会
いいんかい

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

に基
もと

づき、計画
けいかく

策定
さくてい

の中核
ちゅうかく

機関
き か ん

として「八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

等
とう

策定
さくてい

・評価
ひょうか

委員会
いいんかい

」（以下
い か

、「計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

」とい

う。）を設置
せ っ ち

し、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

関係者
かんけいしゃ

、関係
かんけい

機関
き か ん

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

等
とう

の意見
い け ん

を広
ひろ

く反
はん

映
えい

させ、計画
けいかく

を策定
さくてい

しました。 

 
 

（２）庁内
ちょうない

部会
ぶ か い

の開催
かいさい

 

市
し

庁内
ちょうない

の関係課
かんけいか

職員
しょくいん

で構成
こうせい

する庁内
ちょうない

部会
ぶ か い

で、第
だい

３期
き

計
けい

画
かく

期
き

間
かん

における事業
じぎょう

の

評価
ひょうか

・検証
けんしょう

、第
だい

４期
き

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

に向
む

けた拡
かく

充
じゅう

策
さく

等
とう

を協議
きょうぎ

し、素案
そ あ ん

を計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

へ

提案
ていあん

しました。 
 
  

第
だい

３期
き

 第
だい

４期
き

 

第
だい

５期
き

 第
だい

６期
き

 第
だい

７期
き

 

第
だい

１期
き

 第
だい

２期
き

 第
だい

３期
き
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６ 住民
じゅうみん

参加
さ ん か

による計画
けいかく

策定
さくてい

の手法
しゅほう

 

障
しょう

がいのある人
ひと

や一般
いっぱん

市民
し み ん

、関係
かんけい

団体
だんたい

の意見
い け ん

を計画
けいかく

に反映
はんえい

させるため、アンケー

ト等
とう

を行
おこな

いました。 

 

（１）障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び一
いっ

般
ぱん

市
し

民
みん

アンケートの実施
じ っ し

 

計画
けいかく

を策定
さくてい

する上
うえ

での基礎
き そ

資料
しりょう

となる身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

、知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び精
せい

神
しん

障
しょう

がい者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

の現状
げんじょう

とニーズ、併
あわ

せて、一般
いっぱん

市民
し み ん

の障
しょう

がいに対
たい

する考
かんが

えなど

を把握
は あ く

することを目的
もくてき

として、令和
れ い わ

２年
ねん

６月
がつ

から７月
がつ

にかけてアンケートを実施
じ っ し

しま

した。 

対象者
たいしょうしゃ

は、住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

登載者
とうさいしゃ

の中
なか

から 障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

等
とう

3,000人
にん

、一般
いっぱん

市民
し み ん

（18歳
さい

以上
いじょう

）1,000人
にん

を無作為
む さ く い

に抽 出
ちゅうしゅつ

しており、有効
ゆうこう

回答率
かいとうりつ

は、 障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

等
とう

が 60.5％、一般
いっぱん

市民
し み ん

が 57.8％となりました。 

 

（２）関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

アンケート及
およ

びヒアリング調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

に市内
し な い

51の関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

へのアンケートを実施
じ っ し

し、40団体
だんたい

から回答
かいとう

があ

りました。また、回答
かいとう

内容
ないよう

の詳細
しょうさい

を確認
かくにん

するため、令和
れ い わ

２年
ねん

８月
がつ

に８団体
だんたい

へ個別
こ べ つ

に

ヒアリング調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 
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７ 計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

 

本計画
ほんけいかく

で定
さだ

めた事
じ

項
こう

については、本市
ほ ん し

のみならず関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

と連携
れんけい

し、国
くに

や県
けん

の施策
し さ く

の動向
どうこう

等
とう

も注視
ちゅうし

しながら、定期的
ていきてき

に進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の点
てん

検
けん

及
およ

び評
ひょう

価
か

を行
おこな

いま

す。施策
し さ く

の実績
じっせき

や達成
たっせい

状 況
じょうきょう

等
とう

については、計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

等
とう

に報告
ほうこく

し毎年
まいとし

検証
けんしょう

す

ることで、本計画
ほんけいかく

の効果的
こうかてき

な推進
すいしん

を図
はか

ります。 

必要
ひつよう

があると認
みと

めるときには、計画
けいかく

の変更
へんこう

や事業
じぎょう

の見
み

直
なお

し等
とう

の措置
そ ち

を講
こう

じるなど、

ＰＤＣＡサイクルの考
かんが

えを取
と

り入
い

れながら積
せっ

極
きょく

的
てき

に取
と

り組
く

んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ 庁 内
ちょうない

関係
かんけい

各課
か く か

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による事業
じぎょう

の展開
てんかい

 

・計画
けいかく

の見直
み な お

し 
 

Plan（計画
けいかく

） 

Do（実施
じ っ し

） 

Check（点検
てんけん

・評価
ひょうか

） 

Action（見直
み な お

し） 

・地域
ち い き

の実態
じったい

把握
は あ く

・課題
か だ い

分析
ぶんせき

 

・目
もく

標
ひょう

設
せっ

定
てい

及
およ

び達
たっ

成
せい

に向
む

けた

具
ぐ

体
たい

的
てき

な計画
けいかく

の策定
さくてい

 

・取組
とりくみ

実績
じっせき

の評価
ひょうか

 

ＰＤＣＡサイクル 

による継続的
けいぞくてき

改善
かいぜん
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第
だい

２章
しょう

 八代市
やつしろし

の障
しょう

がいのある人
ひと

の現状
げんじょう

 

１ 人口
じんこう

構成
こうせい

の推移
す い い

 

本市
ほ ん し

の総人口
そうじんこう

は、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

の住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

によると 125,966人
にん

となってお

り、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

と比
くら

べ 4,057人
にん

減少
げんしょう

しています。 

年齢
ねんれい

３区分
く ぶ ん

別
べつ

にみると、年少
ねんしょう

人口
じんこう

（０～14歳
さい

）と生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

（15～64歳
さい

）は

年々
ねんねん

減少
げんしょう

し、老年
ろうねん

人口
じんこう

（65歳
さい

以上
いじょう

）は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっています。 
 

■年齢
ねんれい

３区分
く ぶ ん

別
べつ

人口
じんこう

の推移
す い い

 

 

出 典
しゅってん

：「住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

」（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

■年
ねん

齢
れい

３区
く

分
ぶん

別
べつ

人
じん

口
こう

構
こう

成
せい

比
ひ

の推
すい

移
い

 

 
出 典
しゅってん

：「住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

」（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

  

16,079 15,885 15,748 15,471 15,147 

72,718 71,868 70,481 69,438 68,175 

41,226 41,605 42,082 42,397 42,644 

130,023 129,358 128,311 127,306 125,966 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

12.4 

12.3 

12.3 

12.2 

12.0 

55.9 

55.6 

54.9 

54.5 

54.1 

31.7 

32.2 

32.8 

33.3 

33.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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２ 世
せ

帯数
たいすう

の推移
す い い

 

総人口
そうじんこう

は年々
ねんねん

減少
げんしょう

(p.９参照
さんしょう

)していますが、世帯数
せたいすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推移
す い い

していま

す。一方
いっぽう

、１世
せ

帯
たい

当
あ

たり人
じん

員
いん

は減
げん

少
しょう

傾
けい

向
こう

にあります。 
 

 

出 典
しゅってん

：「住 民
じゅうみん

登録
とうろく

による八代市
やつしろし

の人
じん

口
こう

及
およ

び世
せ

帯数
たいすう

」（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 
 

 

３ 障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の状 況
じょうきょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

をみると、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

の 9,233人
にん

から、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

に

は 9,063人
にん

と 170人
にん

減少
げんしょう

しています。 

手帳
てちょう

種別
しゅべつ

に平成
へいせい

27年度
ね ん ど

と令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

を比較
ひ か く

すると、「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」では

523人
にん

減少
げんしょう

しています。一方
いっぽう

、「療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」では 217人
にん

、「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」では 136人
にん

増加
ぞ う か

しています。 

平成
へいせい

30年度
ね ん ど

末
まつ

の障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の総人口
そうじんこう

に占
し

める割
わり

合
あい

を見
み

ると、本市
ほ ん し

と県
けん

は

７％台
だい

で、全国
ぜんこく

と比較
ひ か く

するとやや高
たか

くなっています。 

「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」の比率
ひ り つ

は減少
げんしょう

傾向
けいこう

となっています。一方
いっぽう

、「療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」、「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

」の比率
ひ り つ

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっています。 
 

■八代市
やつしろし

の障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

                  （単位
た ん い

：人
にん

） 

 平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 

身体
しんたい

 6,589 6,442 6,314 6,219 6,066 

療育
りょういく

 1,407 1,431 1,501 1,570 1,624 

精神
せいしん

 1,237 1,247 1,289 1,346 1,373 

合計
ごうけい

 9,233 9,120 9,104 9,135 9,063 

出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

  

54,874 55,417 55,704 56,216 56,503 

2.37 2.33 2.30 2.26 2.23 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

世帯数 1世帯当たり人員

（世帯） （人）
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出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

：［手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

］八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

[総人口
そうじんこう

]
］

住 民
じゅうみん

登録
とうろく

人口
じんこう

 

全国
ぜんこく

、熊本県
くまもとけん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

 

 

出 典
しゅってん

：［手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

］八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

［総人口
そうじんこう

］住 民
じゅうみん

登録
とうろく

人口
じんこう

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

  

6,589 6,442 6,314 6,219 6,066 

1,407 1,431 1,501 1,570 1,624 

1,237 1,247 1,289 1,346 1,373 

9,233 9,120 9,104 9,135 9,063

7.10 7.05 7.10 7.18 7.19 

7.39 7.24 7.23 7.29 7.31 

5.60 5.65 5.72 5.80 
5.88 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

障がい者手帳所持者の推移

身体障害者手帳 療育手帳

精神障害者保健福祉手帳 総人口に占める割合（八代市）

総人口に占める割合（熊本県） 総人口に占める割合（全国）

しょう しゃてちょうしょじしゃ すいい

5.07 4.98 4.92 4.89 4.82 

1.08 1.11 1.17 1.23 1.29 

0.95 0.96 1.00 1.06 1.09 
0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

障がい者手帳所持者の対人口比の推移

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

しょう しゃてちょうしょじしゃ たいじんこうひ すいい
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４ 身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

の状 況
じょうきょう

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の各年度
かくねんど

末
まつ

時点
じ て ん

の身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

をみ

ると、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

の 6,589人
にん

から、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

には 6,066人
にん

と 523人
にん

減少
げんしょう

していま

す。 

年代
ねんだい

別
べつ

にみると、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

にかけて、「18歳
さい

未満
み ま ん

」が８人
にん

減少
げんしょう

、

「18歳
さい

以上
いじょう

」が 515人
にん

の減少
げんしょう

となっています。 障
しょう

がい種別
しゅべつ

にみると、「聴覚
ちょうかく

平衡障
へいこうしょう

がい」は 14人
にん

の増加
ぞ う か

、「音
おん

声
せい

言
げん

語
ご

障
しょう

がい」は増減
ぞうげん

がみられるものの横
よこ

ばい傾
けい

向
こう

とな

り、「視覚障
しかくしょう

がい」、「肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

」、「内部障
ないぶしょう

がい」は減少
げんしょう

傾向
けいこう

となっています。 

平成
へいせい

30年度
ね ん ど

末
まつ

までの身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の総人口
そうじんこう

に占
し

める割
わり

合
あい

の推移
す い い

をみる

と、減少
げんしょう

傾向
けいこう

にありますが、全国
ぜんこく

よりも約
やく

１％高
たか

くなっています。 
 

■身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

 

 
平成
へいせい

 

27年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
がんねんど

 

合計
ごうけい

 6,589 6,442 6,314 6,219 6,066 

年代
ねんだい

別
べつ

 
18歳

さい

未満
み ま ん

 91 86 76 81 83 

18歳
さい

以上
いじょう

 6,498 6,356 6,238 6,138 5,983 

等 級
とうきゅう

別
べつ

 

1 級
きゅう

 2,257 2,241 2,179 2,130 2,083 

2 級
きゅう

 992 961 941 929 883 

3 級
きゅう

 854 823 795 777 766 

4 級
きゅう

 1,645 1,586 1,554 1,544 1,494 

5 級
きゅう

 405 389 377 358 360 

6 級
きゅう

 436 442 468 481 480 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

 

視覚障
しかくしょう

がい 424 419 421 393 373 

聴 覚
ちょうかく

平衡障
へいこうしょう

がい 700 706 712 723 714 

音
おん

声
せい

言
げん

語
ご

障
しょう

がい 50 43 42 48 50 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

 3,332 3,230 3,103 3,008 2,925 

内部障
ないぶしょう

がい 2,083 2,044 2,036 2,047 2,004 

出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 
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出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 
出 典
しゅってん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 
出 典
しゅってん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

34.3 

34.8 

34.5 

34.2 

34.3 

15.1 

14.9 

14.9 

14.9 

14.6 

13.0 

12.8 

12.6 

12.5 

12.6 

25.0 

24.6 

24.6 

24.8 

24.6 

6.1 

6.0 

6.0 

5.8 

5.9 

6.6 

6.9 

7.4 

7.7 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

【八代市】 身体障害者手帳所持者の構成比の推移 （等級別）

1級 2級 3級 4級 5級 6級

やつしろし しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ

30.7 

30.8 

31.0 

31.0 

31.1 

13.8 

13.6 

13.5 

13.4 

13.4 

14.2 

14.0 

13.9 

13.9 

13.9 

28.5 

28.5 

28.4 

28.4 

28.1 

5.8 

5.9 

5.9 

6.0 

6.0 

7.0 

7.2 

7.3 

7.3 

7.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

【熊本県】 身体障害者手帳所持者の構成比の推移 （等級別）

1級 2級 3級 4級 5級 6級

くまもとけん しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ

31.2 

31.5 

31.6 

31.7 

31.8 

15.2 

15.0 

14.9 

14.8 

14.7 

17.0 

16.8 

16.7 

16.7 

16.6 

24.3 

24.2 

24.2 

24.3 

24.3 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

6.3 

6.2 

6.3 

6.3 

6.4 

6.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

【全国】 身体障害者手帳所持者の構成比の推移 （等級別）

1級 2級 3級 4級 5級 6級

ぜんこく しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ
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出 典
しゅってん

：［手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

］八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

[総人口
そうじんこう

]住 民
じゅうみん

登録
とうろく

人口
じんこう

 

全国
ぜんこく

、熊本県
くまもとけん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

  

424 419 421 393 373
700 706 712 723 714

50 43 42 48 50

3,332 3,230 3,103 3,008 2,925

2,083 2,044 2,036 2,047 2,004

6,589 6,442 6,314 6,219 6,066

5.07 4.98 4.92 4.89 4.82 

5.32 5.26 5.17 5.12 5.03 

4.09 4.06 4.04 4.03 
4.01 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

身体障害者手帳所持者の推移（障がい種別）

視覚障害 聴覚・平衡障害

音声・言語・そしゃく機能障害 肢体不自由

内部障害 総人口に占める割合（八代市）

総人口に占める割合（熊本県） 総人口に占める割合（全国）

しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ すいい しょう しゅべつ
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出 典
しゅってん

：［手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

］八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

[総人口
そうじんこう

]住 民
じゅうみん

登録
とうろく

人口
じんこう

 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

出 典
しゅってん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 
出 典
しゅってん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

6.4 

6.5 

6.7 

6.3 

6.1 

10.6 

11.0 

11.3 

11.6 

11.8 

0.8 

0.7 

0.7 

0.8 

0.8 

50.6 

50.1 

49.1 

48.4 

48.2 

31.6 

31.7 

32.2 

32.9 

33.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

【八代市】 身体障害者手帳所持者の構成比の推移 （障がい種別）

視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語・そしゃく機能障害 肢体不自由 内部障害

やつしろし しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい しょう しゅべつ

6.9 

7.0 

6.7 

6.6 

6.7 

10.3 

10.6 

10.4 

10.4 

10.5 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.9 

49.6 

50.2 

48.7 

48.3 

48.0 

32.3 

33.5 

33.3 

33.8 

33.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

【熊本県】 身体障害者手帳所持者の構成比の推移 （障がい種別）

視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語・そしゃく機能障害 肢体不自由 内部障害

くまもとけん しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい しょう しゅべつ

6.6 

6.6 

6.5 

6.5 

6.5 

8.7 

8.7 

8.8 

8.8 

8.9 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

54.1 

53.5 

52.9 

52.2 

51.6 

29.4 

30.0 

30.7 

31.3 

31.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

【全国】 身体障害者手帳所持者の構成比の推移 （障がい種別）

視覚障害 聴覚・平衡機能障害 音声・言語・そしゃく機能障害 肢体不自由 内部障害

ぜんこく しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい しょう しゅべつ
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５ 知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の状 況
じょうきょう

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の各年度
かくねんど

末
まつ

時点
じ て ん

の療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

をみると、

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

の 1,407人
にん

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

には 1,624人
にん

と 217人
にん

増加
ぞ う か

しています。 

年代
ねんだい

別
べつ

にみると、18歳
さい

未満
み ま ん

が 95人
にん

の増加
ぞ う か

、18歳
さい

以上
いじょう

が 122人
にん

の増加
ぞ う か

となっていま

す。障
しょう

がい程度
て い ど

別
べつ

にみると、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

では、「Ａ」が 487人
にん

、「Ｂ」が 1,137人
にん

と

なっています。 
 

■療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

 

 
平成
へいせい

 

27年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
がんねんど

 

合計
ごうけい

 1,407 1,431 1,501 1,570 1,624 

年代
ねんだい

別
べつ

 
18歳

さい

未満
み ま ん

 421 436 465 494 516 

18歳
さい

以上
いじょう

 986 995 1,036 1,076 1,108 

等級
とうきゅう

別
べつ

 

Ａ１ 221 230 234 231 235 

Ａ２ 257 258 260 259 252 

Ｂ１ 429 424 432 451 477 

Ｂ２ 500 519 575 629 660 

出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

出 典
しゅってん

：［手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

］八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

[総人口
そうじんこう

]住 民
じゅうみん

登録
とうろく

人口
じんこう

 

全国
ぜんこく

、熊本県
くまもとけん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

221 230 234 231 235 

257 258 260 259 252 

429 424 432 451 477 

500 519 575 629 660 

1,407 1,431 1,501 1,570 1,624 

1.08 1.11 
1.17 

1.23 
1.29 

1.01 
1.05 1.08 1.13 

1.16 

0.79 0.82 0.85 0.88 
0.91 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

療育手帳所持者の推移（等級別）

Ａ１ Ａ２
Ｂ１ Ｂ２
総人口に占める割合（八代市） 総人口に占める割合（熊本県）
総人口に占める割合（全国）

りょういくてちょうしょじしゃ すいい とうきゅうべつ
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出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

 

  

 
 

 

  

15.7 

16.1 

15.6 

14.7 

14.5 

18.3 

18.0 

17.3 

16.5 

15.5 

30.5 

29.6 

28.8 

28.7 

29.4 

35.5 

36.3 

38.3 

40.1 

40.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

療育手帳所持者の構成比の推移（等級別）

Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

りょういくてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ

34.0 

34.1 

32.9 

31.2 

30.0 

66.0 

65.9 

67.1 

68.8 

70.0 

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

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

Ａ (重度) Ｂ （中軽度）

やつしろし りょういくてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ

【八代市】療育手帳所持者の構成比の推移（等級別）

39.0 

38.0 

37.1 

36.2 

35.4 

61.0 

62.0 

62.9 

63.8 

64.6 

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

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

Ａ (重度) Ｂ （中軽度）

くまもとけん りょういくてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ

【熊本県】療育手帳所持者の構成比の推移（等級別）

39.1 

38.4 

37.7 

37.1 

36.5 

60.9 

61.6 

62.3 

62.9 

63.5 

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

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

Ａ (重度) Ｂ （中軽度）

ぜんこく りょういくてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ

【全国】療育手帳所持者の構成比の推移（等級別）

出 典
しゅってん

：【八代市
やつしろし

】 障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

、 

【 熊本県
くまもとけん

・ 全国
ぜんこく

】 福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、 衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

 

（各年度
か く ね ん ど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 
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６ 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

等
とう

の状 況
じょうきょう

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の各年度
かくねんど

末
まつ

時点
じ て ん

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の

推移
す い い

をみると、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

の 1,237人
にん

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

には 1,373人
にん

と 136人
にん

増加
ぞ う か

してい

ます。 

年代
ねんだい

別
べつ

にみると、「18歳
さい

未満
み ま ん

」は 29人
にん

、「18歳
さい

以上
いじょう

」は 107人
にん

それぞれ増加
ぞ う か

していま

す。障
しょう

がい程度
て い ど

別
べつ

にみると、「１級
きゅう

」は 50人
にん

減少
げんしょう

しており、一方
いっぽう

「２級
きゅう

」は 120

人
にん

、「３級
きゅう

」は 66人
にん

増加
ぞ う か

しています。 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の総人口
そうじんこう

に占
し

める割
わり

合
あい

の推移
す い い

をみると増加
ぞ う か

傾向
けいこう

に

あり、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

までは県
けん

、全国
ぜんこく

よりも高
たか

くなっています。 
 

■精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の推移
す い い

 

 
平成
へいせい

 

27年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
がんねんど

 

合計
ごうけい

 1,237 1,247 1,289 1,347 1,373 

年代
ねんだい

別
べつ

 
18歳

さい

未満
み ま ん

 47 56 65 74 76 

18歳
さい

以上
いじょう

 1,190 1,191 1,224 1,273 1,297 

等級
とうきゅう

別
べつ

 

１級
きゅう

 364 349 334 331 314 

２級
きゅう

 747 752 805 850 867 

３級
きゅう

 126 146 150 166 192 

出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 
出 典
しゅってん

：［手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

］八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

[総人口
そうじんこう

]住 民
じゅうみん

登録
とうろく

人口
じんこう

 

全国
ぜんこく

、熊本県
くまもとけん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

 

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

364 349 334 331 314

747 752 805 850 867

126 146 150 166 1921,237 1,247 1,289 
1,347 1,373 

0.95 0.96 
1.00 

1.06 
1.09 

0.90 
0.93 

0.98 

1.05 

1.11 

0.72 
0.77 

0.83 

0.89 

0.95 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

精神障害者保健福祉手帳所持者の推移（等級別）

１級 ２級

３級 総人口に占める割合（八代市）

総人口に占める割合（熊本県） 総人口に占める割合（全国）

せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょうしょじしゃ すいい とうきゅうべつ



19 
 

 

出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

出 典
しゅってん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

出 典
しゅってん

：福祉
ふ く し

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行 政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）  

29.4 

28.0 

25.9 

24.6 

22.9 

60.4 

60.3 

62.5 

63.1 

63.1 

10.2 

11.7 

11.6 

12.3 

14.0 

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

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

【八代市】 精神障害者保健福祉手帳所持者の構成比の推移（等級別）

１級 ２級 ３級

やつしろし せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ

22.4 

21.3 

20.1 

18.7 

17.3 

63.6 

64.1 

65.2 

65.6 

65.1 

14.0 

14.6 

14.7 

15.8 

17.6 

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

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

【熊本県】 精神障害者保健福祉手帳所持者の構成比の推移（等級別）

１級 ２級 ３級

くまもとけん せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ

13.1 

12.6 

12.2 

11.7 

11.3 

59.8 

59.3 

59.1 

58.9 

58.6 

27.2 

28.1 

28.7 

29.4 

30.2 

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

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

【全国】 精神障害者保健福祉手帳所持者の構成比の推移（等級別）

１級 ２級 ３級

ぜんこく せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょうしょじしゃ こうせいひ すいい とうきゅうべつ
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平成
へいせい

27年度
ね ん ど

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の各事業
かくじぎょう

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

）

受給者数
じゅきゅうしゃすう

の推移
す い い

をみると、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

の 1,967人
にん

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

には 2,125人
にん

となっ

ており、158人
にん

増加
ぞ う か

しています。 
 

■自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（精神
せいしん

通院
つういん

）受給者
じゅきゅうしゃ

の推移
す い い

              （単位
た ん い

：人
にん

） 

 
平成
へいせい

 

27年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
がんねんど

 

受 給
じゅきゅう

対象者
たいしょうしゃ

 1,967 1,976 2,007 2,072 2,125 

出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

 

 

出 典
しゅってん

：八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

（各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

）   

 

  

1,967 1,976 2,007 2,072 2,125

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

自立支援医療（精神通院）受給者の推移(人)

じりつしえんいりょう せいしんつういん じゅきゅうしゃ すいい
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７ 障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定者
にんていしゃ

の状 況
じょうきょう

 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

は、区分
く ぶ ん

１～６となっており、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

31

日
にち

現在
げんざい

の認定者
にんていしゃ

は 636人
にん

となっています。 
 

■障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

の状 況
じょうきょう

                    （単位
た ん い

：人
にん

） 

 
低
ひく

い                   高
たか

い 
合計
ごうけい

 
区分
く ぶ ん

１ 区分
く ぶ ん

２ 区分
く ぶ ん

３ 区分
く ぶ ん

４ 区分
く ぶ ん

５ 区分
く ぶ ん

６ 

身体
しんたい

 2 21 45 39 40 119 266 

知的
ち て き

 10 45 53 65 65 83 321 

精神
せいしん

 7 32 3 3 2 0 47 

難病
なんびょう

 0 0 0 2 0 0 2 

合計
ごうけい

 19 98 101 109 107 202 636 

＊令和
れ い わ

2年
ねん

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

    

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのうち、以下
い か

のサービスは該当
がいとう

する障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

でなければ受
う

けられません。 

また、訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

など障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

を必要
ひつよう

としないサービスであっても、

障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

一次
い ち じ

判定
はんてい

を受
う

ける必
ひつ

要
よう

があります。 
 

＊障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

とは 

障 害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

とは、 障
しょう

がいの多様
た よ う

な特性
とくせい

や心身
しんしん

の状 態
じょうたい

に応
おう

じて必
ひつ

要
よう

とされる標 準 的
ひょうじゅんてき

な支援
し え ん

の度
ど

合
あ

い

を 表
あらわ

すものであり、必要
ひつよう

とされる支援
し え ん

の度
ど

合
あ

いに応
おう

じて適
てき

切
せつ

なサービスが利用
り よ う

できるよう６段階
だんかい

に分
わ

けら

れています。 

障 害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

に関
かん

する 調
ちょう

査
さ

項
こう

目
もく

 

①移
い

動
どう

や動
どう

作
さ

等
とう

に関
かん

連
れん

する項
こう

目
もく

（12項目
こうもく

） 

②身
み

の回
まわ

りの世
せ

話
わ

や日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

等
とう

に関
かん

連
れん

する項
こう

目
もく

（16項目
こうもく

） 

③意思
い し

疎通
そ つ う

等
とう

に関連
かんれん

する項目
こうもく

（６項目
こうもく

） 

④行動障
こうどうしょう

がいに関連
かんれん

する項目
こうもく

（34項目
こうもく

） 

⑤特別
とくべつ

な医療
いりょう

に関連
かんれん

する項目
こうもく

（12項目
こうもく

） 

認定
にんてい

は、国
くに

で定
さだ

められた認
にん

定
てい

調
ちょう

査
さ

の結果
け っ か

と医師
い し

の意見書
いけんしょ

を基
もと

に、医師
い し

、専門
せんもん

職
しょく

等
とう

で構成
こうせい

する八代市
やつしろし

障 害
しょうがい

支援
しえん

区分
くぶん

認定
にんてい

審査会
しんさかい

で判定
はんてい

されます。 
 

■障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

が必要
ひつよう

なサービス 

サービス名
めい

 対 象
たいしょう

区分
く ぶ ん

等
とう

 サービス名
めい

 対 象
たいしょう

区分
く ぶ ん

等
とう

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 
区分
く ぶ ん

１以上
いじょう

（通院
つういん

等
とう

介助
かいじょ

（身体
しんたい

介護
か い ご

を

伴
ともな

う）は区分
く ぶ ん

２以上
いじょう

） 
生活
せいかつ

介護
か い ご

 
区分
く ぶ ん

３以上
いじょう

 

（50歳
さい

以上
いじょう

は区分
く ぶ ん

２以上
いじょう

） 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 区分
く ぶ ん

４以上
いじょう

 療 養
りょうよう

介護
か い ご

 区分
く ぶ ん

５以上
いじょう

（対 象
たいしょう

要件
ようけん

あり） 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 （区分
く ぶ ん

は必須
ひ っ す

条 件
じょうけん

ではありません。） 短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

 区分
く ぶ ん

１以上
いじょう

 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 区分
く ぶ ん

３以上
いじょう

 
施
し

設
せつ

入
にゅう

所
しょ

支
し

援
えん

 

区分
く ぶ ん

４以上
いじょう

 

（50歳
さい

以上
いじょう

は区分
く ぶ ん

３以上
いじょう

） 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 
区分
く ぶ ん

６   

  ※障 害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

以外
い が い

にも要件
ようけん

あり。  
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８ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス支給
しきゅう

決定者
けっていしゃ

の状 況
じょうきょう

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを受
う

けるためには、サービスの支給
しきゅう

決定
けってい

と障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

の交付
こ う ふ

を受
う

ける必
ひつ

要
よう

があります。 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス支
し

給
きゅう

決
けっ

定
てい

者
しゃ

数
すう

は、横
よこ

ばい傾
けい

向
こう

にあります。 
 

■障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス支給
しきゅう

決定者数
けっていしゃすう

の推移
す い い

               （単位
た ん い

：人
にん

） 

 平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

 令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

 

人数
にんずう

 1,203 1,222 1,221 1,220 1,222 

＊各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

    

 

９ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用
り よ う

決定者
けっていしゃ

の状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

のうち、日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

、移
い

動
どう

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

及
およ

び訪
ほう

問
もん

入
にゅう

浴
よく

サー

ビス事業
じぎょう

を利用
り よ う

するためには、サービスの利用
り よ う

決定
けってい

を受
う

ける必
ひつ

要
よう

があります。 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用
り よ う

決定者数
けっていしゃすう

は、増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。 
 

■地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用
り よ う

決定者数
けっていしゃすう

の推移
す い い

                 （単位
た ん い

：人
にん

） 

 
平成
へいせい

 

27年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

28年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

29年度
ね ん ど

 

平成
へいせい

 

30年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
が ん ねん ど

 

合計
ごうけい

 356 342 365 410 435 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

日中
にっちゅう

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 171 155 160 160 167 

障
しょう

がい児
じ

タイムケア 169 171 191 234 253 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 7 8 7 10 11 

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス事業
じぎょう

 9 8 7 6 4 

＊各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい
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１０ 障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

は、「生活
せいかつ

介護
か い ご

」が 367人
にん

と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

」が 292人
にん

、「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

」が 291人
にん

となっています。 

 

■障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の利用者数
りようしゃすう

                      （単位
た ん い

：人
にん

） 

 生活
せいかつ

介護
か い ご

 療 育
りょういく

介護
か い ご

 自立
じ り つ

訓練
くんれん

 
就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

 

就
しゅう

労
ろう

継
けい

続
ぞく

支
し

援
えん

Ｂ型
がた

 

利用者
りようしゃ

 367 57 29 17 291 292 

＊令和
れ い わ

2年
ねん

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

 

１１ 各種
かくしゅ

手当
て あ て

の支給
しきゅう

状 況
じょうきょう

 

特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

、障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

、経過的
けいかてき

福祉
ふ く し

手当
て あ て

、特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

の支給
しきゅう

状 況
じょうきょう

は、以下
い か

のとおりです。 
 

■各種
かくしゅ

手当
て あ て

の推移
す い い

（受給者数
じゅきゅうしゃすう

）                     （単位
た ん い

：人
にん

） 

 平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

 令和元
れ い わが ん

年度
ね ん ど

 

特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

 129 137 137 130 125 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 69 75 79 84 80 

経過的
け い かて き

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 8 7 6 6 6 

特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 354 388 425 457 460 

合計
ごうけい

 560 607 647 677 671 

＊各年度
かくねんど

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい
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第
だい

３章
しょう

 計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考え方
かんがえかた

 

１ めざす姿
すがた

 
 

 
 

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」に基
もと

づき、国
くに

においては「第
だい

４次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」で、熊本県
くまもとけん

においては「第
だい

５期
き

熊本県
くまもとけん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」で、「共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」を目指
め ざ

していま

す。 

本市
ほ ん し

においてもめざす姿
すがた

を「ともに支
ささ

えあい 自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせる 心
こころ

のかよい

あうまち やつしろ」とし、「共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」に向
む

けた取
とり

組
くみ

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

しま

す。 

 

 

＜参考
さんこう

＞ 

第
だい

２次
じ

八代市
やつしろし

総合
そうごう

計画
けいかく

におけるめざすまちの姿
すがた

 

〜 しあわせあふれる ひと・もの 交流
こうりゅう

拠点
きょてん

都市
と し

“やつしろ” 〜 

子
こ

どもから高齢者
こうれいしゃ

まで、安全
あんぜん

で安心
あんしん

に、そして快適
かいてき

に暮
く

らせるまちづくりを進
すす

めるとと

もに、県
けん

南地域
な ん ちい き

の中核
ちゅうかく

都市
と し

として、南 九 州
みなみきゅうしゅう

における物流
ぶつりゅう

・人流
じんりゅう

の拠点
きょてん

機能
き の う

をさらに

高
たか

め、一層
いっそう

魅力
みりょく

あふれる都市
と し

として飛躍
ひ や く

することを目指
め ざ

します。 

 

  基
き

本
ほ ん

目
も く

標
ひょう

 「誰
だれ

もがいきいきと暮
く

らせるまち」 

  施策
し さ く

の大綱
たいこう

 「支
ささ

え合
あ

い健
すこ

やかに暮
く

らせるまちづくり」 

 

  

ともに支
ささ

えあい 自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせる 

心
こころ

のかよいあうまち やつしろ 
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２ 検証
けんしょう

指標
しひょう

 

本計画
ほんけいかく

では、計画
けいかく

のめざす 姿
すがた

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

を検証
けんしょう

するため、３つの指標
しひょう

を設定
せってい

し

ます。 

 

検証
けんしょう

指標
しひょう

① 単位
た ん い

 
基準値
きじゅんち

 目標値
もくひょうち

 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

 

八代市
やつしろし

は障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

みや

すいまちだと思
おも

う割
わり

合
あい

 

（※「どちらかというと住
す

みやす

い」を含
ふく

む。） 

％ ５６.３ ６２.０ 

※基
き

準値
じゅんち

は、 障
しょう

がい者
しゃ

対 象
たいしょう

のアンケート結果
け っ か

（p.107）より 

 

検証
けんしょう

指標
しひょう

② 単位
た ん い

 
基準値
きじゅんち

 目標値
もくひょうち

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

 

障
しょう

がい者
しゃ

サポーター数
すう

 

（累計
るいけい

） 
人
にん

 １,２８７ ２,５００ 

 

 

検証
けんしょう

指標
しひょう

③ 単位
た ん い

 
基準値
きじゅんち

 目標値
もくひょうち

 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

や地域
ち い き

で、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

に対
たい

して、無関心
むかんしん

や偏見
へんけん

、

差別
さ べ つ

を感
かん

じたことがある割合
わりあい

 

％ ３０.７ ２４.０ 

※基
き

準値
じゅんち

は、 障
しょう

がい者
しゃ

対 象
たいしょう

のアンケート結果
け っ か

（p.87）より 
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３ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

本計画
ほんけいかく

では、次
つぎ

の３つの基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

に基
もと

づいて、 障
しょう

がい者
しゃ

施
し

策
さく

を推
すい

進
しん

します。 

 

（１）ともに生
い

きる地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、一人
ひ と り

ひとりの人格
じんかく

と個性
こ せ い

が尊重
そんちょう

され、共
とも

に支
ささ

え合
あ

いながら地
ち

域
いき

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、社
しゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
へき

を取
と

り除
のぞ

き、誰
だれ

もが住
す

みや

すい地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

づくりに取
と

り組
く

みます。 

 

（２）自立
じ り つ

と地域
ち い き

生活
せいかつ

の確立
かくりつ

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の様々
さまざま

な状 況
じょうきょう

のなかでの自立
じ り つ

を支
ささ

えるとともに、地域
ち い き

の中
なか

で

充実
じゅうじつ

した生活
せいかつ

が続
つづ

けられるような施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 
 

（３）自己
じ こ

選択
せんたく

・決定
けってい

と社会
しゃかい

参画
さんかく

の推進
すいしん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が主体的
しゅたいてき

に、自
みずか

らの選択
せんたく

により意思
い し

決定
けってい

ができ、また、社会
しゃかい

参画
さんかく

が促進
そくしん

されるよう施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、ライフステージに応
おう

じた切
き

れ

目
め

のない支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みます。 
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４ 分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

 

本計画
ほんけいかく

の目
め

指
ざ

す姿
すがた

、基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を実現
じつげん

するため、分野
ぶ ん や

別
べつ

に施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

 
 

１ 地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

すべての人
ひと

がそれぞれの地域
ち い き

でその人
ひと

らしい生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、 障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

し、ライフステージに応
おう

じた切
き

れ目
め

のない支
し

援
えん

に取
と

り組
く

みます。 

 
 

２ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

等
とう

を推進
すいしん

します。 

また、 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して、適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

サービス等
とう

が提
てい

供
きょう

されるよ

う、保
ほ

健
けん

・医
い

療
りょう

体
たい

制
せい

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。 

 
 

３ 療育
りょういく

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

乳幼児期
にゅうようじき

からその持
も

てる能
のう

力
りょく

や可能性
かのうせい

を最大限
さいだいげん

に伸
の

ばすため、一人
ひ と り

ひとりの

障
しょう

がい特性
とくせい

やニーズに応
おう

じた療
りょう

育
いく

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 
 

４ 文化
ぶ ん か

・スポーツ・交流
こうりゅう

活動
かつどう

等
とう

の推進
すいしん

 

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

やスポーツを通
とお

して、 障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

や生
い

きがいづ

くりを促進
そくしん

します。 

また、 障
しょう

がいのある人
ひと

も参加
さ ん か

しやすい交流
こうりゅう

活動
かつどう

の場
ば

を広
ひろ

げるとともに、ボラ

ンティア活
かつ

動
どう

に参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを推進
すいしん

します。 

 
 

５ 雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

の場
ば

の確保
か く ほ

や就労
しゅうろう

の促進
そくしん

に努
つと

めるとともに、

経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

につながるような取組
とりくみ

を進
すす

めます。 
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６ 情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
り よ う

の向上
こうじょう

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

な時
とき

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が得
え

られるよう、 障
しょう

がい特性
とくせい

に

配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

の提供
ていきょう

など情報
じょうほう

のバリアフリーを推進
すいしん

します。 

また、 障
しょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーションを支援
し え ん

する人材
じんざい

の養成
ようせい

や、

円滑
えんかつ

なコミュニケーションの推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 
 

７ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、誰
だれ

もが安全
あんぜん

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるように、

災害
さいがい

対策
たいさく

の確立
かくりつ

や防犯
ぼうはん

・安全
あんぜん

対
たい

策
さく

の推
すい

進
しん

に取
と

り組
く

みます。 

 
 

８ 生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を営
いとな

み社
しゃ

会
かい

活
かつ

動
どう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

すること

ができるよう、住宅
じゅうたく

・建築物
けんちくぶつ

、道路
ど う ろ

・公園
こうえん

等
とう

のバリアフリー化
か

を推進
すいしん

します。 

また、 障
しょう

がいのある人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

における移動
い ど う

・交通
こうつう

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

に取
と

り

組
く

みます。 

 
 

９ 差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

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

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

の様々
さまざま

な権利
け ん り

を守
まも

る

とともに、 障
しょう

がいや人権
じんけん

について市民
し み ん

の理
り

解
かい

が深
ふか

まるよう、広
こう

報
ほう

啓
けい

発
はつ

や福
ふく

祉
し

教
きょう

育
いく

に取
と

り組
く

みます。 
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５ 施策
し さ く

の体系
たいけい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

 施策
し さ く

の内容
ないよう

 

１ 地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

(1) 地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定 着
ていちゃく

への支援
し え ん

 

(2) 在宅
ざいたく

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

(3) 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

２ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

体制
たいせい

の 

充実
じゅうじつ

 

(1) 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

、早期
そ う き

発見
はっけん

 

(2) 保
ほ

健
けん

体
たい

制
せい

の 充
じゅう

実
じつ

及
およ

び医
い

療
りょう

費
ひ

等
とう

の助
じょ

成
せい

 

(3) 精神
せいしん

保健
ほ け ん

対策
たいさく

 

３ 療育
りょういく

・教 育
きょういく

の 

充実
じゅうじつ

 

(1) 障
しょう

がい児
じ

の早期
そ う き

療 育
りょういく

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

(2) 保育
ほ い く

・幼児
よ う じ

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

(3) 学校
がっこう

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

４ 文化
ぶ ん か

・スポーツ・ 

交流
こうりゅう

活動
かつどう

等
とう

の推進
すいしん

 

(1) 文化
ぶ ん か

・スポーツの充 実
じゅうじつ

 

(2) 交 流
こうりゅう

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

(3) ボランティア活動
かつどう

等
とう

の推進
すいしん

 

５ 雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、 

経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

(1) 雇用
こ よ う

の場
ば

の確保
か く ほ

 

(2) 就 労
しゅうろう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

(3) 経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

６ 情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
り よ う

 

の向上
こうじょう

 

(1) 情 報
じょうほう

のバリアフリー推進
すいしん

 

(2) コミュニケーション支援
し え ん

 

７ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

の 

支援
し え ん

 

(1) 災害
さいがい

対策
たいさく

の確立
かくりつ

 

(2) 防犯
ぼうはん

・安全
あんぜん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

８ 生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 

(1) 住 宅
じゅうたく

・建築物
けんちくぶつ

の整備
せ い び

 

(2) 道路
ど う ろ

・公園
こうえん

等
とう

の整備
せ い び

 

(3) 移動
い ど う

・交通
こうつう

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

９ 差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

と 

権利擁
けんりよう

護
ご

の推進
すいしん

 

(1) 広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

(2) 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

(3) 福祉
ふ く し

教 育
きょういく

等
とう

の推進
すいしん

 

(4) 行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

 

ともに支
ささ

えあい 自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせる 

心
こころ

のかよいあうまち やつしろ 
めざす姿

すがた

 

自立
じ り つ

と地域
ち い き

生活
せいかつ

の 

確立
かくりつ

 

自己
じ こ

選択
せんたく

・決定
けってい

と 

社会
しゃかい

参画
さんかく

の推進
すいしん

 

ともに生
い

きる 

地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く
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第
だい

４章
しょう

 分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

の展開
てんかい

 

１ 地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

《現状
げんじょう

と課題
か だ い

》 

施設
し せ つ

や病院
びょういん

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

にあたっては、円滑
えんかつ

な移行
い こ う

ができるよう、移行
い こ う

に至
いた

るまでの支援
し え ん

、移行後
い こ う ご

の地域
ち い き

定
てい

着
ちゃく

に係
かか

る支
し

援
えん

が今
こん

後
ご

も必
ひつ

要
よう

です。 

そのため、日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら、児童
じ ど う

から高齢者
こうれいしゃ

ま

で、あらゆる世代
せ だ い

の人
ひと

たちが障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として健康
けんこう

でいきいきと暮
く

らせるよう、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

等
とう

が制度
せ い ど

の枠
わく

にとらわれず

横断的
おうだんてき

に連携
れんけい

し、切
き

れ目
め

のない支
し

援
えん

を行
おこな

っていくことが 重
じゅう

要
よう

です。 

 

本市
ほ ん し

では、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

サービス等
とう

の円滑
えんかつ

な提供
ていきょう

に努
つと

め

ていますが、社会
しゃかい

資源
し げ ん

が限
かぎ

られている中
なか

、高齢化
こうれいか

や核家族化
か く か ぞ く か

の進行
しんこう

等
とう

により、サービ

スに対
たい

するニーズは更
さら

に増
ぞう

加
か

・多様化
た よ う か

することが予想
よ そ う

されます。 

障
しょう

がい者
しゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.62参照
さんしょう

）では、何
なん

らかの介助
かいじょ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

は、全手帳
ぜんてちょう

所持者
しょじしゃ

の約
やく

３割
わり

となっており、主
おも

な介助者
かいじょしゃ

である家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

が大
おお

きいこと

がうかがえます。このようなことから、介助者
かいじょしゃ

となる家族
か ぞ く

が一時的
いちじてき

に支援
し え ん

できなくな

ることに対応
たいおう

するために、ショートステイ等
とう

の一時預
いちじあず

かり施設
し せ つ

の充実
じゅうじつ

や、介助者
かいじょしゃ

の

高齢化
こうれいか

への対応
たいおう

、自立
じ り つ

と親
おや

亡
な

き後
あと

の不安
ふ あ ん

の解消
かいしょう

のため、グループホームなど住
す

まい

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

っていく必
ひつ

要
よう

があります。 

 

また、団体
だんたい

等
とう

調査
ちょうさ

（p.111、116～117参
さん

照
しょう

）において、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の不足
ふ そ く

により、ニーズがあるのに障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを受
う

けられないという

意見
い け ん

がありました。 

今後
こ ん ご

、相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があります。 

 

さらに、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

のためには、障
しょう

がい福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

が欠
か

かせませんが、団体
だんたい

等
とう

調査
ちょうさ

（p.110参照
さんしょう

）では、人
じん

材
ざい

の確
かく

保
ほ

が難
むずか

しいという回
かい

答
とう

が最
もっと

も多
おお

くありました。１つの団体
だんたい

の取組
とりくみ

では解決
かいけつ

が難
むずか

しいと思
おも

われることか

ら、団体
だんたい

を始
はじ

め、関係
かんけい

機関
き か ん

による連携
れんけい

の強化
きょうか

を図
はか

るとともに、団体
だんたい

等
とう

の活動
かつどう

が周知
しゅうち

さ

れるよう、連携
れんけい

した取組
とりくみ

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

となっています。 
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《具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

》 

（１）地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

への支援
し え ん

 

地域
ち い き

での生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

する施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

や精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

が円滑
えんかつ

に地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

、

定着
ていちゃく

できるよう取組
とりくみ

を支援
し え ん

します。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

・地域
ち い き

での生活
せいかつ

を望
のぞ

む障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

が円滑
えんかつ

に進
すす

み、

地域
ち い き

での生活
せいかつ

が定着
ていちゃく

するよう、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し必要
ひつよう

となる障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの確保
か く ほ

や相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を一体的
いったいてき

に進
すす

めます。 

②精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の

地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の協議
きょうぎ

の場
ば

である障
しょう

がい者
しゃ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

部会
ぶ か い

を活用
かつよう

し、支援
し え ん

のあり方
かた

等
とう

を検討
けんとう

するとともに、具体的
ぐ た いて き

な数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

するなど精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

や定着
ていちゃく

支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

・精神科
せ い しん か

スタッフをはじめとする地域
ち い き

関係者
かんけいしゃ

による支援
し え ん

方法
ほうほう

等
とう

のスキル

アップを図
はか

り、精
せい

神
しん

障
しょう

がい者
しゃ

の地
ち

域
いき

定
てい

着
ちゃく

支
し

援
えん

に取
と

り組
く

みます。 

③障
しょう

がい者
しゃ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

を活用
かつよう

した

ネットワークの

強化
きょうか

 

・ 本市
ほ ん し

と 氷川町
ひかわちょう

と の 共同
きょうどう

に よ る 「 八
やつ

代
しろ

圏
けん

域
いき

障
しょう

が い 者
しゃ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（仮称
かしょう

）」を設立
せつりつ

し、障
しょう

がいのある人
ひと

のサービス利用
よう

が市町
しちょう

を跨
また

ぐ、

就労
しゅうろう

支援
し え ん

、地
ち

域
いき

移
い

行
こう

支
し

援
えん

及
およ

び障
しょう

害
がい

児
じ

通
つう

所
しょ

支
し

援
えん

を柱
はしら

とした取組
とりくみ

の強化
きょうか

を

図
はか

ります。 

・研修会
けんしゅうかい

や事例
じ れ い

検討会
けんとうかい

等
とう

の充実
じゅうじつ

により関係者
かんけいしゃ

のスキルアップを図
はか

りま

す。 

 

 

（２）在宅
ざいたく

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

み慣
な

れた家
いえ

や地域
ち い き

で安心
あんしん

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよ

う、活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

や必要
ひつよう

なサービスの提
てい

供
きょう

を更
さら

に進
すす

めます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことがで

きるよう、引
ひ

き続
つづ

き、適正
てきせい

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの支給
しきゅう

決定
けってい

と給付
きゅうふ

に

取
と

り組
く

みます。 

・相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

による「サービス利用
り よ う

計画
けいかく

」の作
さく

成
せい

及
およ

び「モニタリン

グ評価
ひょうか

」の実施
じ っ し

など、 障
しょう

がいの特性
とくせい

に合
あ

わせた、きめ細
こま

かな支援
し え ん

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の専門
せんもん

部会
ぶ か い

において、支援員
しえんいん

等
とう

のスキルアップ

や 情
じょう

報
ほう

共
きょう

有
ゆう

に努
つと

め、質
しつ

の向
こう

上
じょう

を図
はか

ります。 

・在宅
ざいたく

生活
せいかつ

や療養
りょうよう

に必要
ひつよう

な居宅
きょたく

介護
か い ご

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

等
とう

の介護
か い ご

や身体的
しんたいてき

また

は社会的
しゃかいてき

なリハビリ、就労
しゅうろう

につながる訓練
くんれん

となるよう関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

を図
はか

ります。 
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施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

②地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

セン

ター事業
じぎょう

 

・社会
しゃかい

参加
さ ん か

活動
かつどう

や訓練
くんれん

を行
おこな

う地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

支
し

援
えん

センターの周
しゅう

知
ち

・広
こう

報
ほう

を図
はか

るとともに、地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

支
し

援
えん

センターの実地
じ っ ち

調査
ちょうさ

や意見
い け ん

交換会
こうかんかい

を 行
おこな

う

など、活動
かつどう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

等
とう

を図
はか

り、事業
じぎょう

の取組
とりくみ

を支援
し え ん

します。 

③放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

健全
けんぜん

育成
いくせい

事業
じぎょう

 

（放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラ

ブ） 

・児童
じ ど う

の健全
けんぜん

な育成
いくせい

を図
はか

るとともに、保護者
ほ ご し ゃ

の仕事
し ご と

と子
こ

育
そだ

ての両立
りょうりつ

の

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

・ 障
しょう

がい児
じ

を受
う

け入
い

れる放
ほう

課
か

後
ご

児
じ

童
どう

クラブに対
たい

し、「 障
しょう

がい児
じ

受入
うけいれ

推進
すいしん

事業
じぎょう

」や「 障
しょう

がい児
じ

受入
うけいれ

強化
きょうか

推進
すいしん

事業
じぎょう

」を実施
じ っ し

し、受入
うけいれ

体制
たいせい

の

充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

④日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
・ 障

しょう

がいのある人
ひと

の日中
にっちゅう

における活動
かつどう

の場
ば

を確保
か く ほ

し、家族
か ぞ く

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

や一時的
いちじてき

な休息
きゅうそく

が図
はか

られるよう支援
し え ん

します。 

⑤ピアカウンセリン

グの充実
じゅうじつ

 

・地域
ち い き

におけるピアカウンセリングの担
にな

い手
て

として、 障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

による相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑥移動
い ど う

支援
し え ん

 

・外 出
がいしゅつ

、余暇
よ か

活動
かつどう

等
とう

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するため、移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を継続
けいぞく

して実施
じ っ し

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の生活圏
せいかつけん

の拡大
かくだい

のため、タクシー、バス、鉄道
てつどう

利用
り よ う

料 金
りょうきん

助成
じょせい

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

 

 

（３）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がいや家族
か ぞ く

の 状 況
じょうきょう

などに応
おう

じた、相談
そうだん

しやすい環
かん

境
きょう

づくりに努
つと

めます。ま

た、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の周知
しゅうち

・連携
れんけい

を強化
きょうか

するとともに、研修会
けんしゅうかい

等
とう

の開催
かいさい

により、相談員
そうだんいん

のスキルアップを図
はか

ります。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するため、 障
しょう

がい

種別
しゅべつ

に関
かか

わらず、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で相談
そうだん

支援
し え ん

を受
う

けることができるよう、

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

のさらなる周知
しゅうち

に努
つと

めるとともに、体制
たいせい

の整備
せ い び

と機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・相談
そうだん

支援
し え ん

事業所間
じぎょうしょかん

の連携
れんけい

強化
きょうか

、計画
けいかく

相談
そうだん

支援員
しえんいん

への支援
し え ん

、事業所
じぎょうしょ

支援
し え ん

等
とう

は必須
ひ っ す

であることから、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

に向
む

け、検
けん

討
とう

し

ます。 

②障
しょう

がい者
しゃ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の活用
かつよう

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

において、中立
ちゅうりつ

・公平
こうへい

な相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

す

るとともに、地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

強化
きょうか

、社会
しゃかい

資源
し げ ん

の開発
かいはつ

・活用
かつよう

等
とう

を

推進
すいしん

します。 
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施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

③障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

の

活用
かつよう

 

・相
そう

談
だん

員
いん

の確
かく

保
ほ

に努
つと

め、地
ち

域
いき

相
そう

談
だん

体
たい

制
せい

を維
い

持
じ

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の身近
み ぢ か

な相談員
そうだんいん

となるよう周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

・相
そう

談
だん

に対
たい

する対
たい

応
おう

を的
てき

確
かく

かつスムーズに 行
おこな

えるよう、相談員
そうだんいん

のスキ

ルアップ及
およ

び連
れん

携
けい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

④人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する

相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

の設置
せ っ ち

 

・人権
じんけん

啓発
けいはつ

センター「人権
じんけん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

」について周知
しゅうち

を 行
おこな

い、人権
じんけん

に関
かん

する相
そう

談
だん

に対応
たいおう

します。 

・各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

との連携
れんけい

や相談員
そうだんいん

研修
けんしゅう

等
とう

への参加
さ ん か

による相談員
そうだんいん

のスキ

ルアップを図
はか

り、効果的
こうかてき

、効率的
こうりつてき

な運営
うんえい

を推進
すいしん

します。 

⑤市民
し み ん

相談
そうだん

事業
じぎょう

 

・市役
し や く

所内
しょない

の市民
し み ん

相談室
そうだんしつ

において、 障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

や消費
しょうひ

生活
せいかつ

相談
そうだん

、

人権
じんけん

・心配
しんぱい

ごと相談
そうだん

、建築
けんちく

相談
そうだん

等
とう

を行
おこな

います。 

・今後
こ ん ご

も複雑化
ふくざつか

・多様化
た よ う か

する相談
そうだん

に対応
たいおう

できるよう相談員
そうだんいん

のスキルアッ

プを図
はか

るとともに、より効果的
こうかてき

な相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

・広報
こうほう

を 行
おこな

いま

す。 

⑥民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

による相談
そうだん

支援
し え ん

 

・地域
ち い き

に密着
みっちゃく

した相談
そうだん

窓口
まどぐち

として、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

が関係
かんけい

機関
き か ん

と

連携
れんけい

し相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

・民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

に対
たい

する各
かく

種
しゅ

研
けん

修
しゅう

会
かい

や説明会
せつめいかい

を開催
かいさい

し、障
しょう

がい

福祉
ふ く し

に関
かん

する制
せい

度
ど

や障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

⑦療育
りょういく

相談員
そうだんいん

による

相談
そうだん

支援
し え ん

 

・様々
さまざま

な相談
そうだん

内容
ないよう

に対
たい

して 柔
じゅう

軟
なん

に対応
たいおう

できるように地
ち

域
いき

療
りょう

育
いく

センター

内
ない

の療 育
りょういく

相談員
そうだんいん

のスキルアップを図
はか

るとともに、タイムリーに相
そう

談
だん

できる体
たい

制
せい

づくりを 行
おこな

うなど、引
ひ

き続
つづ

き相
そう

談
だん

体
たい

制
せい

の 充
じゅう

実
じつ

を図
はか

りま

す。 

⑧地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

セン

ターの活用
かつよう

 

・総合
そうごう

相談
そうだん

事業
じぎょう

において、 障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

という制度
せ い ど

による

区分
く ぶ ん

にかかわらず継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

を実施
じ っ し

し、本人
ほんにん

、家族
か ぞ く

、住民
じゅうみん

、地域
ち い き

のネットワーク等
とう

を通
つう

じた様
さま

々
ざま

な相
そう

談
だん

を受
う

けて、相
そう

談
だん

内
ない

容
よう

に即
そく

した

サービス又
また

は制
せい

度
ど

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の紹
しょう

介
かい

や調
ちょう

整
せい

等
とう

を

行
おこな

います。 

⑨市
し

役所
やくしょ

における

窓口対
まどぐちたい

応力
おうりょく

の向上
こうじょう

 

・ 職
しょく

場内
ば な い

研修会
けんしゅうかい

の開催
かいさい

や外部
が い ぶ

研修
けんしゅう

への積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

により職員
しょくいん

研 修
けんしゅう

を充実
じゅうじつ

し、全庁的
ぜんちょうてき

な窓口
まどぐち

における対応力
たいおうりょく

の向上
こうじょう

に努
つと

めま

す。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

するサービス等
とう

の情報
じょうほう

を一元化
いちげんか

し、職員間
しょくいんかん

の

情 報
じょうほう

の共有
きょうゆう

によって迅速
じんそく

な対応
たいおう

を図
はか

ります。 
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２ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

《現状
げんじょう

と課題
か だ い

》 

本市
ほ ん し

では、各種
かくしゅ

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

を通
つう

じて、 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の早
そう

期
き

発
はっ

見
けん

及
およ

び重
じゅう

症
しょう

化
か

予
よ

防
ぼう

などに努
つと

めています。 

障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.103参照
さんしょう

）において、医療
いりょう

機関
き か ん

の利用
り よ う

に

あたって困
こま

っていることとして、「専門的
せんもんてき

な治療
ちりょう

を行
おこな

う医
い

療
りょう

機
き

関
かん

が少
すく

なく、診療
しんりょう

予約
よ や く

がとりにくい」という回答
かいとう

が多
おお

くなっています。 

そのため、保健所
ほけんじょ

や近隣
きんりん

市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

した医療
いりょう

情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の

強化
きょうか

、相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

などにより、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

っていく必
ひつ

要
よう

があり

ます。 
 

《具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

》 

（１）障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

、早期
そ う き

発見
はっけん

 

障
しょう

がいを早期
そ う き

に発見
はっけん

し、早期
そ う き

療育
りょういく

につながるよう乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

や相談
そうだん

等
とう

の母子
ぼ し

保健
ほ け ん

施策
し さ く

、健康
けんこう

教育
きょういく

や障
しょう

がいの一因
いちいん

となる生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りま

す。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

と

疾病
しっぺい

の重症化
じゅうしょうか

予防
よ ぼ う

 

（健
けん

診
しん

・健康
けんこう

相談
そうだん

・

健康
けんこう

教 育
きょういく

） 

・ 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

や 障
しょう

がいのある人
ひと

の健康
けんこう

増進
ぞうしん

のため、健
けん

診
しん

・健康
けんこう

相談
そうだん

・健康
けんこう

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・受診
じゅしん

希望者
きぼうしゃ

が安全
あんぜん

かつ受
う

けやすい健
けん

診
しん

体
たい

制
せい

に努
つと

め、医療
いりょう

機関
き か ん

と連携
れんけい

した

受診
じゅしん

勧 奨
かんしょう

を 行
おこな

い、特定
とくてい

健
けん

診
しん

等
とう

の受診率
じゅしんりつ

向 上
こうじょう

を目指
め ざ

します。 

・医療
いりょう

機関
き か ん

と連携
れんけい

した生
せい

活
かつ

習
しゅう

慣
かん

病
びょう

予
よ

防
ぼう

及
およ

び疾
しっ

病
ぺい

の重症化
じゅうしょうか

予防
よ ぼ う

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

②妊産婦
にんさんぷ

や新生児
しんせいじ

の

疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

、早期
そ う き

発見
はっけん

 

・妊婦
に ん ぷ

健
けん

診
しん

の受診
じゅしん

結果
け っ か

において高血圧
こうけつあつ

等
とう

の異常
いじょう

所見
しょけん

があった妊婦
に ん ぷ

に対
たい

し、

生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

のための保健
ほ け ん

指導
し ど う

を更
さら

に 強
きょう

化
か

します。 

・妊
にん

産
さん

婦
ぷ

及
およ

び新
しん

生
せい

児
じ

に対
たい

して、家庭
か て い

訪問
ほうもん

による日 常
にちじょう

生活
せいかつ

指導
し ど う

や個別
こ べ つ

相談
そうだん

・

両 親
りょうしん

学 級
がっきゅう

・育児
いくじ

教 室
きょうしつ

を開催
かいさい

することにより疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

や早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

め

ます。 

・子
こ

育
そだ

て世
せ

代
だい

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

センターを拠点
きょてん

に、特
とく

に妊娠期
にんしんき

からの相談
そうだん

体制
たいせい

の

強化
きょうか

を図
はか

るとともに、関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

を推進
すいしん

します。 

③乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

の充 実
じゅうじつ

 

・４カ月
げつ

・７カ月
げつ

・１歳
さい

６カ月
げつ

・３歳児
さ い じ

健
けん

診
しん

を実施
じ っ し

し、月齢
げつれい

に応
おう

じた運
うん

動
どう

・

精神
せいしん

発達
はったつ

の確認
かくにん

と、疾病
しっぺい

や異常
いじょう

の早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めるとともに、健
すこ

やかな

成 長
せいちょう

を 促
うなが

すための保健
ほ け ん

指導
し ど う

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

や

精密
せいみつ

検査
け ん さ

の受診率
じゅしんりつ

向 上
こうじょう

を目
め

指
ざ

し、未受診者
みじゅしんしゃ

の把
は

握
あく

を 行
おこな

うとともに、受
じゅ

診
しん

勧
かん

奨
しょう

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

④乳幼児
にゅうようじ

発達
はったつ

相談
そうだん

の

充実
じゅうじつ

 

・乳幼児
にゅうようじ

の発達
はったつ

相談
そうだん

等
とう

が増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあるため、今後
こ ん ご

も乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

等
とう

で

障
しょう

がいや発達
はったつ

の遅
おく

れを早期
そ う き

発見
はっけん

した乳幼児
にゅうようじ

とその保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

し、

専門家
せんもんか

による発達
はったつ

検査
け ん さ

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

等
とう

に関
かん

する相
そう

談
だん

・指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

に努
つと

めます。 

⑤学校
がっこう

における健康
けんこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

・養護
よ う ご

教諭
きょうゆ

等
とう

と各学校
かくがっこう

の健康
けんこう

課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けて協
きょう

議
ぎ

及
およ

び指
し

導
どう

助
じょ

言
げん

を行
おこな

い、健康
けんこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

⑥市
し

民
みん

に対
たい

する啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

 

・ゲートキーパー養成
ようせい

講座
こ う ざ

等
とう

については、市民
し み ん

や関係
かんけい

機関
き か ん

スタッフなど

対 象
たいしょう

にあわせて広
ひろ

く周
しゅう

知
ち

啓
けい

発
はつ

を図
はか

り、こころの健
けん

康
こう

づくりの推進
すいしん

を

図
はか

ります。 

・生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の発症
はっしょう

予防
よ ぼ う

・重症化
じゅうしょうか

予防
よ ぼ う

に視点
し て ん

を置
お

き、テーマを工夫
く ふ う

した生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

講演会
こうえんかい

を開催
かいさい

します。 

 

 

（２）保
ほ

健
けん

体
たい

制
せい

の充
じゅう

実
じつ

及
およ

び医
い

療
りょう

費
ひ

等
とう

の助
じょ

成
せい

 

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

や歯科
し か

健
けん

診
しん

などによる疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

の実施
じ っ し

や適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受
う

けることができ

るように、必要
ひつよう

な人
ひと

へ医療費
いりょうひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を 行
おこな

います。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①保健
ほ け ん

事業
じぎょう

による

疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

 

・地域
ち い き

の健康
けんこう

問題
もんだい

などを取
と

り入
い

れた疾
しっ

病
ぺい

予
よ

防
ぼう

の教育
きょういく

・相談
そうだん

・訪問
ほうもん

等
とう

を

実施
じ っ し

し、健康
けんこう

の維持
い じ

増進
ぞうしん

を図
はか

ります。 

②心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

（児
じ

）歯科
し か

健康
けんこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

・むし歯
ば

の早期
そ う き

予防
よ ぼ う

を図
はか

るため、歯科
し か

健康
けんこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

・歯
は

みがき、定
てい

期
き

健
けん

診
しん

の必
ひつ

要
よう

性
せい

の周
しゅう

知
ち

を図
はか

ります。 

③自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

 
・医療費

いりょうひ

の一部
い ち ぶ

を医
い

療
りょう

保
ほ

険
けん

及
およ

び公
こう

費
ひ

で負担
ふ た ん

する精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

や心臓
しんぞう

手 術
しゅじゅつ

、透析
とうせき

等
とう

の更生
こうせい

医療
いりょう

の給付
きゅうふ

を行
おこな

います。 

④重度
じゅうど

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

医療費
い り ょう ひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

 

・重度
じゅうど

の 障
しょう

がいのある人
ひと

の医療費
いりょうひ

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するため、医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

額
がく

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 
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（３）精神
せいしん

保健
ほ け ん

対策
たいさく

 

精神科
せいしんか

医療
いりょう

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、サービスと相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、専門家
せんもんか

による支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①精神
せいしん

保健
ほ け ん

講演会
こうえんかい

の

実施
じ っ し

 

・市民
し み ん

を対 象
たいしょう

とした「こころの健
けん

康
こう

づくり講
こう

演
えん

会
かい

」を内容
ないよう

等
とう

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

りながら継
けい

続
ぞく

して実施
じ っ し

します。 

②三者
さんしゃ

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

強化
きょうか

 

・県
けん

・市
し

・精神科
せいしんか

医療
いりょう

機関
き か ん

による三者
み し ゃ

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

において、関係
かんけい

機関
き か ん

における課題
か だ い

や情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

するとともに、連携
れんけい

強
きょう

化
か

に取
と

り組
く

みま

す。 

③こころの健康
けんこう

相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

・こころの悩
なや

みを抱
かか

えている人
ひと

やその人
ひと

を支
ささ

える家
か

族
ぞく

・関係者
かんけいしゃ

に対
たい

し

て、心理士
し ん り し

による個別
こ べ つ

の相談
そうだん

を実施
じ っ し

します。 

・必要
ひつよう

に応
おう

じ医
い

学
がく

的
てき

な診察
しんさつ

が必要
ひつよう

と思
おも

われる人
ひと

に対
たい

しては、医療
いりょう

機関
き か ん

へ

の受診
じゅしん

勧 奨
かんしょう

を行
おこな

います。 
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３ 療育
りょういく

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

《現状
げんじょう

と課題
か だ い

》 

本市
ほ ん し

では、地域
ち い き

療育
りょういく

センターを中
ちゅう

核
かく

とし、関
かん

係
けい

機
き

関
かん

と連
れん

携
けい

して地
ち

域
いき

の療
りょう

育
いく

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の充
じゅう

実
じつ

に取
と

り組
く

んでいます。 

障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.105参照
さんしょう

）によると、将来
しょうらい

の生活
せいかつ

や

介助者
かいじょしゃ

がいなくなることなど、先々
さきざき

における不安
ふ あ ん

や心配
しんぱい

を抱
かか

えている様子
よ う す

がうかがえ

ます。様々
さまざま

な負担
ふ た ん

や不安
ふ あ ん

、ストレス等
とう

が積
つ

み重
かさ

なることは、虐待
ぎゃくたい

につながるおそれ

もあるため、早期
そ う き

からのきめ細
こま

かな支援
し え ん

が重要
じゅうよう

です。障
しょう

がいのある子
こ

ども一
ひと

人
り

ひと

りの個性
こ せ い

を生
い

かしながら 将
しょう

来
らい

の自立
じ り つ

を見
み

据
す

えて、子
こ

ども本
ほん

人
にん

に対
たい

する支
し

援
えん

のほか、

保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

しても、第一
だいいち

の療育者
りょういくしゃ

として精神的
せいしんてき

な支援
し え ん

や療育
りょういく

についての指導
し ど う

を行
おこな

うなど、療育
りょういく

相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る必
ひつ

要
よう

があります。 

 

本市
ほ ん し

では、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めています。また、医師
い し

や専門家
せんもんか

、保護者
ほ ご し ゃ

、

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

連携協
れんけいきょう

議会
ぎ か い

等
とう

で障
しょう

がいのある児童
じ ど う

・

生徒
せ い と

のための教育
きょういく

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に向
む

けて審
しん

議
ぎ

を重
かさ

ねています。 

近年
きんねん

は特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

のニーズが増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、 障
しょう

がいのある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の

教育
きょういく

環境
かんきょう

の場
ば

のさらなる充実
じゅうじつ

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があります。 

 

また、障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.106参照
さんしょう

）からは、就労
しゅうろう

への

関心
かんしん

の高
たか

さがうかがえます。児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の状 況
じょうきょう

により、進路
し ん ろ

は様々
さまざま

になりますが、

卒業後
そつぎょうご

を見
み

据
す

えた教
きょう

育
いく

支
し

援
えん

や進路
し ん ろ

相談
そうだん

のさらなる充実
じゅうじつ

が図
はか

られるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

と

の連携
れんけい

を強化
きょうか

していく必要
ひつよう

があります。 
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《具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

》 

（１）障
しょう

がい児
じ

の早期
そ う き

療育
りょういく

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもが、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で専門的
せんもんてき

な療育
りょういく

を受
う

けられるよう、

教育
きょういく

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

、ネットワークの構
こう

築
ちく

を進
すす

め、療
りょう

育
いく

体
たい

制
せい

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①療
りょう

育
いく

に向
む

けた相
そう

談
だん

支
し

援
えん

の充
じゅう

実
じつ

 

・乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

等
とう

で何
なん

らかの支援
し え ん

が必要
ひつよう

とされた乳幼児
にゅうようじ

とその家族
か ぞ く

に対
たい

し

て、相談
そうだん

や専門
せんもん

機関
き か ん

の対応
たいおう

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

は連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を図
はか

ります。さ

らに、発達
はったつ

を促す
うながす

療育
りょういく

が受
う

けられるように支援
し え ん

します。 

②地域
ち い き

療育
りょういく

センター

事業
じぎょう

 

・在宅障
ざいたくしょう

がい児
じ

等
とう

を対象
たいしょう

に、相談
そうだん

や必要
ひつよう

に応
おう

じ医
い

療
りょう

機
き

関
かん

の受診
じゅしん

を

勧 奨
かんしょう

するなど、早期
そ う き

療育
りょういく

サービスの充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

③障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

・ 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス、 保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

等
とう

の

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の拡
かく

充
じゅう

及
およ

び質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

・ 療 育
りょういく

を必要
ひつよう

とする児童数
じどうすう

を適正
てきせい

に見
み

込
こ

み、事業所数
じぎょうしょすう

との需要
じゅよう

と

供 給
きょうきゅう

のバランスを考慮
こうりょ

し、総利用
そうりよう

定員数
ていいんすう

（事業所数
じぎょうしょすう

）の確保
か く ほ

に努
つと

め

ます。 

・事業所間
じぎょうしょかん

の連携
れんけい

を強化
きょうか

することで包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

による療育
りょういく

の提供
ていきょう

体制
たいせい

を充 実
じゅうじつ

させます。 

④児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

セン

ターによる支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

 

・相談
そうだん

対応
たいおう

や療育
りょういく

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

し、地域
ち い き

での療育
りょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めま

す。 

・障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

だけでなく、療育
りょういく

相談員
そうだんいん

が保育所
ほいくしょ

等
とう

を訪問
ほうもん

し、

集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適用
てきよう

のため専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

等
とう

に努
つと

めます。 
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（２）保育
ほ い く

・幼児
よ う じ

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもが地域
ち い き

の保育所
ほいくしょ

等
とう

で安心
あんしん

して過
す

ごせるよう、保育所
ほいくしょ

等
とう

の

環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

事業
じぎょう

 
・特別

とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

の支給
しきゅう

対象
たいしょう

となっている障
しょう

がい児
じ

を受
う

け入
い

れてい

る保育所
ほいくじょ

に対
たい

して、支援
し え ん

を図
はか

ります。 

②軽度障
けいどしょう

がい児
じ

保育
ほ い く

事業
じぎょう

 
・軽度障

けいどしょう

がい児
じ

を受
う

け入
い

れている保育所
ほいくじょ

に対
たい

して、支援
し え ん

を図
はか

ります。 

 

 

（３）学校
がっこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がいのある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向
む

け、一人
ひ と り

ひとりのニーズに応
おう

じ

た支
し

援
えん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、学校
がっこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

に向
む

け、教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

や

教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

障
しょう

がいのある子
こ

どももない子
こ

どもも共
とも

に学
まな

ぶ教
きょう

育
いく

環
かん

境
きょう

づくり（インクルーシ

ブ教育
きょういく

システムの構
こう

築
ちく

）に向
む

けた取
とり

組
くみ

を推
すい

進
しん

します。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

総合
そうごう

推進
すいしん

事業
じぎょう

 

・関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、特別
とくべつ

支援
し え ん

連携協
れんけいきょう

議会
ぎ か い

、専門
せんもん

委員会
いいんかい

、

相談員会
そうだんいんかい

などを実施
じ っ し

するとともに、学校
がっこう

への 巡回
じゅんかい

相談
そうだん

の実施
じ っ し

や

研修会
けんしゅうかい

の充実
じゅうじつ

も図
はか

ります。 

②特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
し え んい ん

の配置
は い ち

 

・学校
がっこう

の実態
じったい

を把握
は あ く

した上
うえ

で､
、

継続
けいぞく

して特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
しえんいん

を配置
は い ち

し､
、

支援員
しえんいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

のための研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

や適正
てきせい

な配置
は い ち

の工夫
く ふ う

を行
おこな

い

ます。 

③特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

就学
しゅうがく

説明会
せつめいかい

 

・継続
けいぞく

して、年
ねん

２回
かい

の就学
しゅうがく

説明会
せつめいかい

を実施
じ っ し

し、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の現状
げんじょう

を

関
かん

係
けい

機
きかん

関及
およ

び 保
ほごしゃ

護者へ伝
つた

えることで、一人
ひ と り

ひとりのニーズに合
あ

っ

た学
まな

びの場
ば

での就
しゅう

学
がく

へとつなげます。 

・特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

についての情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うことで、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

への理解
り か い

を深
ふか

める場
ば

として充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
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４ 文化
ぶ ん か

・スポーツ・交流
こうりゅう

活動
かつどう

等
とう

の推進
すいしん

 

《現状
げんじょう

と課題
か だ い

》 

本市
ほ ん し

は、障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ大会
たいかい

の開催
かいさい

やイベント開催
かいさい

時
じ

における手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の

実施
じ っ し

、ボランティア活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

などを行
おこな

っています。 

障
しょう

がい者
しゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.65参照
さんしょう

）によると、約
やく

６割
わり

の人
ひと

が過去
か こ

１年間
ねんかん

に

地域
ち い き

の活動
かつどう

や行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

していません。また、団体
だんたい

等
とう

調査
ちょうさ

（p.115参照
さんしょう

）では、障
しょう

がいのある人
ひと

も参加
さ ん か

しやすい配慮
はいりょ

が大切
たいせつ

という回答
かいとう

が最
もっと

も多
おお

くありました。 

そのため、関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、障
しょう

がいのある人
ひと

が参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりに取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

があります。 

さらに、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

やスポーツ活動
かつどう

等
とう

が、 障
しょう

がいのある人
ひと

の生
い

きがいづくりや

余暇
よ か

活動
かつどう

の向上
こうじょう

という観点
かんてん

だけでなく、交流
こうりゅう

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

にもつながるように取
と

り

組
く

んでいく必要
ひつよう

があります。 

 

本市
ほ ん し

では、イベント開催
かいさい

時
じ

の手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の派遣
は け ん

など、 障
しょう

がいのある

人
ひと

の多様
た よ う

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

や交流
こうりゅう

活動
かつどう

の推進
すいしん

に努
つと

めています。 

一般
いっぱん

市民
し み ん

対象
たいしょう

のアンケート（p. 96参照
さんしょう

）では、約
やく

８割
わり

の人
ひと

が家族
か ぞ く

以外
い が い

の障
しょう

がい

のある人
ひと

と交流
こうりゅう

がない理由
り ゆ う

として「接
せっ

する機
き

会
かい

やきっかけがなかった」と回答
かいとう

しま

したが、障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関心
かんしん

がある人
ひと

が多
おお

いことから、 障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず

交流
こうりゅう

機会
き か い

が得
え

られ、地域
ち い き

とのつながりを深
ふか

められるような環
かん

境
きょう

づくりを推
すい

進
しん

してい

く必
ひつ

要
よう

があります。 

 

本市
ほ ん し

では、地域
ち い き

の見
み

守
まも

り活
かつ

動
どう

の推進
すいしん

、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

との連携
れんけい

により、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

して生活
せいかつ

するための活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

や地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

づくりに

取
と

り組
く

んでいます。 

また、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

してボランティアの育
いく

成
せい

・支
し

援
えん

に取
と

り組
く

んでいます。 

一般
いっぱん

市民
し み ん

対象
たいしょう

のアンケート（p.66、80参照
さんしょう

）では、障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

に

ついて関心
かんしん

が高
たか

いことがうかがえます。障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

に関心
かんしん

が高
たか

い人
ひと

ほ

どボランティア活動
かつどう

に対
たい

する参
さん

加
か

意
い

向
こう

が高
たか

くなる傾向
けいこう

にあるため、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

への支援
し え ん

活動
かつどう

に参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があります。また、

自治
じ ち

組織
そ し き

やボランティア、NPO等
とう

の団体
だんたい

への活動
かつどう

支援
し え ん

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

したボ

ランティアの育成
いくせい

や活
かつ

動
どう

支
し

援
えん

等
とう

に取
と

り組
く

んでいく必
ひつ

要
よう

があります。 
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《具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

》 

（１）文化
ぶ ん か

・スポーツの充実
じゅうじつ

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が文化
ぶ ん か

や芸術
げいじゅつ

、スポーツに親
した

しむことで、それぞれの個性
こ せ い

を伸
の

ばし豊
ゆた

かな生活
せいかつ

を実現
じつげん

できるような取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①ふれあいフェスタ

の開催
かいさい

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

による音楽
おんがく

発表会
はっぴょうかい

や作品
さくひん

展示
て ん じ

販売
はんばい

など、 障
しょう

がいの

ある人
ひと

の文化
ぶ ん か

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、市
し

民
みん

の障
しょう

がいのある人
ひと

への理
り

解
かい

を深
ふか

める場
ば

としてイベントを開
かい

催
さい

します。 

②障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ

大会
たいかい

の開催
かいさい

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が楽
たの

しみながら 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ大会
たいかい

に参加
さ ん か

できる

ように、大会
たいかい

の参加
さ ん か

団体
だんたい

や 協 力
きょうりょく

団体
だんたい

と連携
れんけい

を図
はか

るとともに、 障
しょう

が

いのある人
ひと

がスポーツ・レクリエーション活
かつ

動
どう

を通
つう

じて体
たい

力
りょく

増
ぞう

強
きょう

と

交
こう

流
りゅう

が促
そく

進
しん

できるような場
ば

を提
てい

供
きょう

します。 

③障
しょう

がい者用
しゃよう

体育
たいいく

器具
き ぐ

の活用
かつよう

 

・スポーツ推進
すいしん

委員
い い ん

活用
かつよう

事業
じぎょう

と関連性
かんれんせい

をもった活用
かつよう

を図
はか

るなど、より広
ひろ

く 周
しゅう

知
ち

できる対策
たいさく

を検討
けんとう

し、障
しょう

がい者用
しゃよう

体育
たいいく

器具
き ぐ

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

を図
はか

る

ことで、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

するスポーツの充実
じゅうじつ

を目指
め ざ

します。 

④スポーツ・レクリ

エーション指導者
し ど うし ゃ

の養成
ようせい

 

・熊本県
くまもとけん

障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ指導者協
しどうしゃきょう

議会
ぎ か い

等
とう

との連携
れんけい

により、スポーツ

推進
すいしん

委員
い い ん

の知識
ち し き

・指導
し ど う

技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

を更
さら

に図
はか

るとともに、スポーツ・

レクリエーション指
し

導
どう

者
しゃ

の養
よう

成
せい

に取
と

り組
く

みます。 

⑤スポーツ推進
すいしん

委員
い い ん

等
とう

の派遣
は け ん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

のスポーツ・レクリエーション活動
かつどう

を支援
し え ん

するた

め、スポーツ推
すい

進
しん

委員
い い ん

等
とう

の派
は

遣
けん

及
およ

び派
は

遣
けん

制
せい

度
ど

の周知
しゅうち

を行
おこな

います。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が参加
さ ん か

したいスポーツ・レクリエーションに対応
たいおう

で

きる人材
じんざい

の育成
いくせい

を図
はか

ります。 

⑥文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の

推進
すいしん

 

・文化
ぶ ん か

行事
ぎょうじ

の開催
かいさい

にあたっては、障
しょう

がいのある人
ひと

が鑑賞
かんしょう

・参加
さ ん か

しやす

い配慮
はいりょ

に努
つと

めます。 

・文
ぶん

化
か

芸
げい

術
じゅつ

活
かつ

動
どう

を通
つう

じた交
こう

流
りゅう

促
そく

進
しん

に取
と

り組
く

みます。 

⑦社会
しゃかい

体育
たいいく

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

使用料
しようりょう

等
とう

の

減免
げんめん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、総合
そうごう

体育館
たいいくかん

や博物館
はくぶつかん

な

ど公 共
こうきょう

施設
し せ つ

の個人
こ じ ん

利用
り よ う

については使用料
しようりょう

の減免
げんめん

を実施
じ っ し

します。 

・利用
り よ う

希望者
きぼうしゃ

のニーズに応
こた

えた、きめ細
こま

やかなサービスの提供
ていきょう

と更
さら

な

る広報
こうほう

に努
つと

めます。 
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（２）交流
こうりゅう

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

たちやその家族
か ぞ く

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

が深
ふか

まるとともに、地域
ち い き

の人
ひと

たちな

どとの交流
こうりゅう

が広
ひろ

がるような機会
き か い

や場
ば

所
しょ

づくりに努
つと

めます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

組織
そ し き

の

支援
し え ん

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

の自主的
じしゅてき

活動
かつどう

を支援
し え ん

するとともに、団体
だんたい

等
とう

の活動
かつどう

の

紹 介
しょうかい

なども継続
けいぞく

して実施
じ っ し

します。 

②参加
さ ん か

しやすい地域
ち い き

活動
かつどう

づくり 

・ 概
おおむ

ね 小
しょう

学
がっ

校
こう

単
たん

位
い

で設立
せつりつ

している21地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

が中心
ちゅうしん

となって誰
だれ

も

が参加
さ ん か

しやすい地域
ち い き

活動
かつどう

に取
と

り組
く

みます。 

③イベント等
とう

におけ

る障
しょう

がいのある人
ひと

の参加
さ ん か

支援
し え ん

 

・身体障
しんたいしょう

がい者用
しゃよう

の駐 車 場
ちゅうしゃじょう

やトイレの適正
てきせい

利用
り よ う

の啓発
けいはつ

、設置
せ っ ち

場所
ば し ょ

の

わかりやすい表示
ひょうじ

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

へのイベント等
とう

の周知
しゅうち

や車
くるま

いすの貸出
かしだし

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の

配置
は い ち

など、誰
だれ

もが参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを行
おこな

います。 

④空
あき

店舗
て ん ぽ

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

 

・商店街
しょうてんがい

の空
あき

店舗
て ん ぽ

を活用
かつよう

してコミュニティスペースを設置
せ っ ち

する際
さい

、

既存
き ぞ ん

のトイレ等
とう

を 障
しょう

がいのある人
ひと

も利用
り よ う

しやすいようにバリアフ

リー化
か

を推進
すいしん

します。 

・イベント時
じ

の 障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

のためのトイレや憩
いこ

いの場
ば

と

しての活用
かつよう

を推進
すいしん

します。 

⑤施設
し せ つ

の地域
ち い き

展開
てんかい

 

・地域
ち い き

の既存
き ぞ ん

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活用
かつよう

し、各地域
かくちいき

で交流
こうりゅう

活動
かつどう

などが積極的
せっきょくてき

に

展開
てんかい

されるよう、事業
じぎょう

内容
ないよう

について効果的
こうかてき

な周知
しゅうち

に努
つと

めることによ

り、施
し

設
せつ

の取
とり

組
くみ

を支
し

援
えん

します。 
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（３）ボランティア活動
かつどう

等
とう

の推進
すいしん

 

市民
し み ん

のだれもがボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

するとともに、

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

の活動
かつどう

が活性化
かっせいか

するよう取
と

り組
く

みます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①障
しょう

がいのある人
ひと

を

支援
し え ん

する人材
じんざい

の

育成
いくせい

等
とう

 

・手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

などを 行
おこな

い、 障
しょう

がいのある人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

える人
じん

材
ざい

の育成
いくせい

や朗読
ろうどく

・点訳
てんやく

ボランティアの確保
か く ほ

を支援
し え ん

します。 

②市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

の

活動
かつどう

支援
し え ん

等
とう

 

・市民
し み ん

の社会
しゃかい

貢献
こうけん

活動
かつどう

への参加
さ ん か

の機会
き か い

を広
ひろ

げ、市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

への支援
し え ん

を

行
おこな

うため、市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

登録
とうろく

制度
せ い ど

を実施
じ っ し

し、各
かく

団
だん

体
たい

が抱
かか

えている課
か

題
だい

解
かい

決
けつ

を図
はか

ることを目
もく

的
てき

とした「ＮＰＯ相談会
そうだんかい

」等
とう

を開催
かいさい

します。 

③ボランティア団体
だんたい

の育成
いくせい

等
とう

の支援
し え ん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促
うなが

すボランティア団体
だんたい

の育成
いくせい

や

ボランティアリーダーの養成
ようせい

を支援
し え ん

します。 

④情報誌
じょうほうし

と市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

一覧
いちらん

の作成
さくせい

 

・市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

や活動
かつどう

の紹介
しょうかい

、ＮＰＯやボランティアに関
かん

する情
じょう

報
ほう

誌
し

の定期的
ていきてき

な発行
はっこう

を継続
けいぞく

して実施
じ っ し

します。 

・市
し

民
みん

活
かつ

動
どう

団
だん

体
たい

一
いち

覧
らん

及
およ

び概
がい

要
よう

を作成
さくせい

し、市
し

のホームページへの掲載
けいさい

や問
とい

合
あわ

せに対応
たいおう

します。 

・登
とう

録
ろく

団
だん

体
たい

を増
ふ

やすために、未
み

登
とう

録
ろく

団
だん

体
たい

の把
は

握
あく

に努
つと

め登
とう

録
ろく

を促
そく

進
しん

しま

す。 

⑤障
しょう

がい者
しゃ

サポー

ター養成
ようせい

事業
じぎょう

 

・八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

サポーター研修会
けんしゅうかい

・出前
で ま え

講座
こ う ざ

を引
ひ

き続
つづ

き実
じっ

施
し

しま

す。 

・ＳＮＳなどを活
かつ

用
よう

し、事
じ

業
ぎょう

の周
しゅう

知
ち

に取
と

り組
く

みます。 

・サポーターのボランティアとしての活動
かつどう

を促進
そくしん

します。 
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５ 雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

《現状
げんじょう

と課題
か だ い

》 

障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.106参照
さんしょう

）によると、充実
じゅうじつ

してほしい

支援
し え ん

として、「就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

」や「学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

も継続
けいぞく

して学
まな

ぶことができる場
ば

・

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

」が６割
わり

程度
て い ど

となっており、潜在的
せんざいてき

なニーズの高
たか

さがうかがえます。国
くに

においても、平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

から法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の算定
さんてい

基礎
き そ

に精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

が含
ふく

まれるよ

うになり、障
しょう

がいのある人
ひと

の就 業
しゅうぎょう

促進
そくしん

への取組
とりくみ

が一層
いっそう

重要
じゅうよう

となっています。 

そのため、企業側
きぎょうがわ

の視点
し て ん

に立
た

った障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

についての情報
じょうほう

提供
ていきょう

や理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

るなど、雇用
こ よ う

の場
ば

の拡充
かくじゅう

に向
む

けて取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

があります。 

また、障
しょう

がい者
しゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.68参照
さんしょう

）では、障
しょう

がいに対
たい

する職
しょく

場
ば

の

理解
り か い

不足
ぶ そ く

など様々
さまざま

な不安
ふ あ ん

や不満
ふ ま ん

を感
かん

じている様子
よ う す

もうかがえます。そのため、

就職後
しゅうしょくご

に発生
はっせい

する悩
なや

みや不安
ふ あ ん

、不満
ふ ま ん

などを一人
ひ と り

で抱
かか

え込
こ

むことのないように、関係
かんけい

機関
き か ん

による支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

る必
ひつ

要
よう

があります。 
 

《具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

》 

（１）雇用
こ よ う

の場
ば

の確保
か く ほ

 

関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、各種
かくしゅ

支援
し え ん

策
さく

を講
こう

じることにより、 障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

の

場
ば

が確保
か く ほ

されるように努
つと

めます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①障
しょう

がいのある人
ひと

の

採
さい

用
よう

と働
はたら

きやすい

環
かん

境
きょう

づくり 

・市
し

役所
やくしょ

においては、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

を遵守
じゅんしゅ

するため、八代市
やつしろし

職 員 障
しょくいんしょう

が

い者
しゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

計画
けいかく

に基
もと

づき、 障
しょう

がいのある人
ひと

の積極的
せっきょくてき

な採
さい

用
よう

及
およ

び

障
しょう

がいのある職
しょく

員
いん

が 働
はたら

きいやすい職
しょく

場
ば

づくりに努
つと

めます。 

②障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

セミナー等
とう

の

開催
かいさい

 

・関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

りながら障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

セミナー等
とう

を開催
かいさい

し、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

をはじめ関係者
かんけいしゃ

の 障
しょう

がいへの理解
り か い

を深
ふか

め、 障
しょう

がいのあ

る人
ひと

の雇用率
こようりつ

の向上
こうじょう

に取
と

り組
く

みます。 

③各種
かくしゅ

助成
じょせい

制度
せ い ど

の

周知
しゅうち

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

に係
かか

る各
かく

種
しゅ

助
じょ

成
せい

制
せい

度
ど

を周知
しゅうち

し、その活用
かつよう

を

積極的
せっきょくてき

に促進
そくしん

します。 

④授産
じゅさん

製品
せいひん

の販売
はんばい

支援
し え ん

 

・庁 舎
ちょうしゃ

における授産
じゅさん

製品
せいひん

の販売
はんばい

を支援
し え ん

することにより、障
しょう

がいのある

人
ひと

の就 労
しゅうろう

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

（２）就労
しゅうろう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、就労
しゅうろう

相談
そうだん

や就労
しゅうろう

移行
い こ う

、また就労
しゅうろう

が継続
けいぞく

できるよう支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①就
しゅう

労
ろう

相
そう

談
だん

及
およ

び就
しゅう

労
ろう

継
けい

続
ぞく

支
し

援
えん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が望
のぞ

む 就
しゅう

労
ろう

となるよう、ハローワークや障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター等
とう

と連携
れんけい

し、切
き

れ目
め

なく就労
しゅうろう

に繋
つな

がるよ

う支援
し え ん

します。 

②八代
やつしろ

支援
し え ん

学校
がっこう

にお

ける就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

・八
やつ

代
しろ

支
し

援
えん

学
がっ

校
こう

高
こう

等
とう

部
ぶ

で就
しゅう

労
ろう

へ向
む

けての作
さ

業
ぎょう

学
がく

習
しゅう

に取
と

り組
く

みます。 

・本人
ほんにん

のニーズに応
おう

じた 就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

を関
かん

係
けい

機
き

関
かん

と連
れん

携
けい

しながら 行
おこな

いま

す。 

③八代圏域
やつしろけんいき

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

マップ等
とう

の

活用
かつよう

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の専門
せんもん

部会
ぶ か い

で、八代圏域
やつしろけんいき

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

施設
し せ つ

のマッ

プを更新
こうしん

するとともに、 障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

に活用
かつよう

し

ます。 

④就 業
しゅうぎょう

資格
し か く

取得支
し ゅ とく し

援助
えんじょ

成金
せいきん

制度
せ い ど

 

・ハローワークを通
つう

じた求
きゅう

職
しょく

活
かつ

動
どう

を行
おこな

っている障
しょう

がいのある人
ひと

を含
ふく

めた失
しつ

業
ぎょう

者
しゃ

に対
たい

し、 就 業
しゅうぎょう

する上
うえ

で有利
ゆ う り

となる資格
し か く

の取得
しゅとく

に要
よう

する

費
ひ

用
よう

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

することにより、就労
しゅうろう

を支援
し え ん

します。 

・ハローワークやジョブカフェなどの関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して事業
じぎょう

ＰＲに努
つと

め、幅
はば

広
ひろ

く市
し

民
みん

に利用
り よ う

されるよう周知
しゅうち

活動
かつどう

を展開
てんかい

します。 

 

（３）経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

安定
あんてい

を図
はか

るために、就労
しゅうろう

による収 入
しゅうにゅう

の確保
か く ほ

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス利用
り よ う

時
じ

の費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

、各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

等
とう

の周知
しゅうち

を行
おこな

います。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

等
とう

か

らの優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

の

推進
すいしん

 

・工賃
こうちん

水 準
すいじゅん

の向上
こうじょう

のための取組
とりくみ

として、「八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

方針
ほうしん

」に基
もと

づき、八代市
やつしろし

における 障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物
ぶっ

品
ぴん

及
およ

び役
えき

務
む

の調達
ちょうたつ

を推進
すいしん

します。 

・市民
し み ん

や民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

に対
たい

して制
せい

度
ど

の周知
しゅうち

を積極的
せっきょくてき

に 行
おこな

い、優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

を 促
うなが

します。 

②地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

については、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた負
ふ

担
たん

額
がく

を設定
せってい

し

ます。 

・過剰
かじょう

なサービス利
り

用
よう

に繋
つな

がらないよう、利
り

用
よう

者
しゃ

への適
てき

正
せい

利
り

用
よう

に関
かん

する

啓
けい

発
はつ

に努
つと

めます。 

③特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

就学
しゅうがく

奨励費
しょうれいひ

の支給
しきゅう

 

・ 小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

、生徒
せ い と

の保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に対
たい

し、就 学
しゅうがく

のために必要
ひつよう

な経費
け い ひ

に相当
そうとう

する奨励費
しょうれいひ

を支給
しきゅう

します。 

④交通
こうつう

機関
き か ん

等
とう

の割引
わりびき

制度
せ い ど

の支給
しきゅう

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に対
たい

する交
こう

通
つう

機
き

関
かん

の割引
わりびき

やNHK放送
ほうそう

受信料
じゅしんりょう

免除
めんじょ

等
とう

の割引
わりびき

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を 行
おこな

います。 

⑤各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

 

・特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

等
とう

の各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

制度
せ い ど

について、広報誌
こうほうし

やホーム

ページなどにおいて、受給
じゅきゅう

要件
ようけん

や手続
てつづき

など制度
せ い ど

について分
わ

かりやす

く 周
しゅう

知
ち

を行
おこな

います。 
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６ 情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
り よ う

の向上
こうじょう

 

《現状
げんじょう

と課題
か だ い

》 

本市
ほ ん し

では、市政
し せ い

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

を障
しょう

がいのある人
ひと

が入手
にゅうしゅ

しやすくなるように市
し

ホームページを改良
かいりょう

するなど、障
しょう

がいのある人のウェブアクセシビリティの向上
こうじょう

に努
つと

めています。また、市
し

広報誌
こうほうし

について、点字
て ん じ

や音声
おんせい

により情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

って

います。 

福祉
ふ く し

情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

方法
ほうほう

や求
もと

める内
ない

容
よう

は、障
しょう

がいの特性
とくせい

や年齢
ねんれい

により異
こと

なることか

ら、情報
じょうほう

へのアクセス環境
かんきょう

や発信
はっしん

する内容
ないよう

等
とう

について、障
しょう

がいのある人
ひと

の視点
し て ん

に

立
た

って、検討
けんとう

していく必要
ひつよう

があります。 
 

本市
ほ ん し

では、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の派遣
は け ん

などの意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

や、補聴器
ほちょうき

など

の情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

などの給付
きゅうふ

を行
おこな

っています。 

障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.78参照
さんしょう

）からは、災害
さいがい

時
じ

などに周囲
しゅうい

と

のコミュニケーションがとりにくくなることに不
ふ

安
あん

を感
かん

じている様子
よ う す

がうかがえま

す。 

意思
い し

疎通
そ つ う

の支援
し え ん

は生活
せいかつ

のあらゆる場面
ば め ん

において欠
か

かせないものであり、意思
い し

疎通
そ つ う

を

支援
し え ん

する手段
しゅだん

は多種多様
た し ゅ た よ う

にわたることを踏
ふ

まえ、障
しょう

がいのある人
ひと

とない人
ひと

とのコ

ミュニケーションが広
ひろ

がるように支援
し え ん

していく必要
ひつよう

があります。 
 

《具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

》 

（１）情報
じょうほう

のバリアフリー推進
すいしん

 

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を容易
よ う い

に取得
しゅとく

できるような方法
ほうほう

の普及
ふきゅう

と、様々
さまざま

な広報
こうほう

手段
しゅだん

を活用
かつよう

し

た情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①広報誌
こうほうし

等
とう

による情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

 

・ 障
しょう

がい福
ふく

祉
し

に関
かん

する各
かく

種
しゅ

情
じょう

報
ほう

について広
こう

報
ほう

誌
し

やホームページ、ＳＮＳ等
とう

を活用
かつよう

した正確
せいかく

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を 行
おこな

います。 

②ふくしのしおりによる

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

 

・ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

の制度
せ い ど

内容
ないよう

を集 約
しゅうやく

し、分
わ

かりやすく説
せつ

明
めい

したふくしのしおり

を配付
は い ふ

することで、 障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
かぞく

が必要
ひつよう

とする 情 報
じょうほう

を

円滑
えんかつ

に取得
しゅとく

できるよう支援
しえん

します。 

③バリアフリーマップの

周知
しゅうち

強化
きょうか

と情 報
じょうほう

の充 実
じゅうじつ

 

・インターネットで公開
こうかい

しているバリアフリーマップについて、今後
こんご

も市民
しみん

への周知
しゅうち

を強化
きょうか

するとともに、正
ただ

しく 新
あたら

しい 情
じょう

報
ほう

を提 供
ていきょう

します。 

④点字
て ん じ

・声
こえ

の広報
こうほう

等
とう

発行
はっこう

事業
じぎょう

 

・文字
も じ

による情 報
じょうほう

入 手
にゅうしゅ

が困難
こんなん

な 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して、広報誌
こうほうし

を点訳
てんやく

または音声
おんせい

訳
やく

によって定期的
ていきてき

に提 供
ていきょう

します。 

⑤ 障
しょう

がいのある人
ひと

のため

の図書館
としょかん

サービス 

・朗読
ろうどく

ＣＤや、電
でん

子
し

図
と

書
しょ

及
およ

び大
だい

活
かつ

字
じ

本
ぼん

、バリアフリー 上
じょう

映会
えいかい

などの充 実
じゅうじつ

を

図
はか

り、 障
しょう

がいのある人
ひと

の読書
どくしょ

活動
かつどう

を支援
しえん

します。 

・「読書
どくしょ

バリアフリー法
ほう

」に基
もと

づき、読書
どくしょ

環 境
かんきょう

の整備
せいび

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

します。 
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（２）コミュニケーション支援
し え ん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーションを支援
し え ん

する人材
じんざい

の養成
ようせい

・派遣
は け ん

、用具
よ う ぐ

の

給付
きゅうふ

を行います。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①手話
し ゅ わ

奉仕員
ほ う しい ん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

・聴 覚
ちょうかく

に 障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

との交流
こうりゅう

を促進
そくしん

するため、日
にち

常会話
じょうかいわ

程度
て い ど

の手話
し ゅ わ

表 現
ひょうげん

ができる手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

の養成
ようせい

に取
と

り組
く

みます。 

②意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
・聴 覚

ちょうかく

、言語
げ ん ご

等
とう

の 障
しょう

がいのため意思
い し

の伝達
でんたつ

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

に対
たい

し

て、手話
し ゅ わ

奉仕者
ほうししゃ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

奉仕者
ほうししゃ

等
とう

を派遣
は け ん

します。 

③コミュニケーショ

ン支援
し え ん

用具
よ う ぐ

等
とう

の

給付
きゅうふ

 

・ 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた 情
じょう

報
ほう

の取得
しゅとく

や円滑
えんかつ

なコミュニケーションが図
はか

られるよう、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

や補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

支給
しきゅう

事業
じぎょう

、難聴児
なんちょうじ

補聴器
ほちょうき

購入費
こうにゅうひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

において、視覚
し か く

や聴覚
ちょうかく

などの障
しょう

がいに対応
たいおう

す

るコミュニケーション支援
し え ん

用具
よ う ぐ

等
とう

を給付
きゅうふ

します。 

④手話通
し ゅ わつ う

訳者
やくしゃ

の配置
は い ち

 
・市

し

役所
やくしょ

総合
そうごう

案内
あんない

に手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を配置
は い ち

し、公共
こうきょう

機関
き か ん

での意思
い し

疎通
そ つ う

を

支援
し え ん

します。 
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７ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

《現状
げんじょう

と課題
か だ い

》 

本市
ほ ん し

の災害
さいがい

対策
たいさく

については、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

の作成
さくせい

や、介護
か い ご

や介助
かいじょ

が必要
ひつよう

な

高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の要配慮者
ようはいりょしゃ

が優先
ゆうせん

して入所
にゅうしょ

することができる特別
とくべつ

避難所
ひなんじょ

の指定
し て い

等
とう

を行
おこな

っています。 

災害
さいがい

時
じ

には、障
しょう

がいのある人
ひと

が犠牲
ぎ せ い

となるケースもあり、障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.78参照
さんしょう

）でも、災害
さいがい

時
じ

の投薬
とうやく

や治療
ちりょう

、避難所
ひなんじょ

生活
せいかつ

等
とう

に不安
ふ あ ん

を

感
かん

じている人
ひと

が少
すく

なくない結果
け っ か

となっています。 

そのため、避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

や避難所
ひなんじょ

生活
せいかつ

のあり方
かた

等
とう

、様々
さまざま

な障
しょう

がいのある人
ひと

の利用
り よ う

を

想定
そうてい

した対策
たいさく

を検討
けんとう

していく必要
ひつよう

があります。 

また、障
しょう

がいのある人
ひと

が犯罪
はんざい

被害
ひ が い

やトラブルに巻
ま

き込
こ

まれないよう、防犯
ぼうはん

対策
たいさく

に

ついても強化
きょうか

を図
はか

る必
ひつ

要
よう

があります。 
 

《具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

》 

（１）災害
さいがい

対策
たいさく

の確立
かくりつ

 

災害
さいがい

時
じ

において、要配慮者
ようはいりょしゃ

の安全
あんぜん

が確保
か く ほ

されるよう、 障
しょう

がいの特性
とくせい

や地域
ち い き

の

実情
じつじょう

等
とう

を踏
ふ

まえた避
ひ

難
なん

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①避難所
ひ な んじ ょ

対応
たいおう

の確立
かくりつ

 

・災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の避難所
ひなんじょ

において、 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた速
すみ

やかな支援
し え ん

が

できる体
たい

制
せい

づくりに取
と

り組
く

みます。 

・特別
とくべつ

避難所
ひなんじょ

である「希望
き ぼ う

の里
さと

たいよう」と「八代
やつしろ

支援
し え ん

学校
がっこう

」の開設
かいせつ

・

運営
うんえい

を引
ひ

き続
つづ

き実
じっ

施
し

するとともに、新
あら

たな特別
とくべつ

避難所
ひなんじょ

の指定
し て い

について

も検討
けんとう

します。 

②避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

計画
けいかく

の

推進
すいしん

 

・避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

計画
けいかく

に基
もと

づき、要支援者
ようしえんしゃ

の情報
じょうほう

を本人
ほんにん

の

同意
ど う い

のもと、地域
ち い き

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

関係者
かんけいしゃ

と共有
きょうゆう

し災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

するとともに日頃
ひ ご ろ

の見
み

守
まも

り活
かつ

動
どう

等
とう

に活用
かつよう

します。 

・未
み

同
どう

意
い

の要
よう

支
し

援
えん

者
しゃ

に対
たい

して、同
どう

意
い

確
かく

認
にん

取
しゅ

得
とく

への取
とり

組
くみ

を継
けい

続
ぞく

して 行
おこな

う

とともに、市民
し み ん

の本制度
ほんせいど

への理解
り か い

促進
そくしん

と活用
かつよう

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

・民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

関係者
かんけいしゃ

の協 力
きょうりょく

のもと、同意者
どういしゃ

の

個別
こ べ つ

計画
けいかく

の策定
さくてい

・充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

③情報
じょうほう

伝達
でんたつ

体制
たいせい

の

整備
せ い び

 

・消防団
しょうぼうだん

や自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

など、地域
ち い き

の事情
じじょう

に精通
せいつう

し、地域
ち い き

住民
じゅうみん

とのつ

ながりがある人
ひと

に対
たい

して 協
きょう

力
りょく

を求
もと

め、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の情報
じょうほう

伝達
でんたつ

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 
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施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

④防災
ぼうさい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

等
とう

に

よる災害
さいがい

等
とう

情報
じょうほう

の

提供
ていきょう

 

・携帯電話
けいたいでんわ

や屋外
おくがい

スピーカー等
とう

による災害情報
さいがいじょうほう

の伝達
でんたつ

や市
し

ホームペー

ジ、テレビデータ情報
じょうほう

配信
はいしん

サービス「デタポン」及
およ

び防
ぼう

災
さい

情
じょう

報
ほう

等
とう

の

聞
き

き直
なお

しができる電
でん

話
わ

応
おう

答
とう

サービスなどの利用
り よ う

を広
ひろ

く市
し

民
みん

に周知
しゅうち

し、

災害
さいがい

時
じ

の情報
じょうほう

を多様
た よ う

な手段
しゅだん

により確実
かくじつ

に提供
ていきょう

していきます。 

⑤地域
ち い き

防災
ぼうさい

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 

・災害
さいがい

時
じ

の行動
こうどう

等
とう

を学習
がくしゅう

することにより、自分
じ ぶ ん

の安全
あんぜん

は自分
じ ぶ ん

で守
まも

ると

いう「自助
じ じ ょ

」意識
い し き

や地域
ち い き

の安全
あんぜん

は地
ち

域
いき

で守
まも

るという「 共
きょう

助
じょ

」意
い

識
しき

の

醸
じょう

成
せい

を図
はか

ります。 

・各種
かくしゅ

事例
じ れ い

の紹介
しょうかい

などを出前
で ま え

講座
こ う ざ

や各種
かくしゅ

情報誌
じょうほうし

の活用
かつよう

により啓発
けいはつ

を 行
おこな

い、引
ひ

き続
つづ

き防
ぼう

災
さい

意
い

識
しき

の向上
こうじょう

に取
と

り組
く

みます。 

 

 

（２）防犯
ぼうはん

・安全
あんぜん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすことができるよう、交通
こうつう

安全
あんぜん

や消費者
しょうひしゃ

トラブル防止
ぼ う し

等
とう

の防犯
ぼうはん

・安全
あんぜん

対策
たいさく

を推進
すいしん

します。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システム

の普及
ふきゅう

推進
すいしん

 

・緊 急
きんきゅう

時
じ

に簡単
かんたん

に連絡
れんらく

や通報
つうほう

ができる緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システム（ブザー、

電話
で ん わ

、ファクスなど）の普及
ふきゅう

を推進
すいしん

します。 

②交通
こうつう

安全
あんぜん

啓発
けいはつ

 

・交通
こうつう

安全
あんぜん

教室
きょうしつ

等
とう

を開催
かいさい

し、交通
こうつう

マナーについての住民
じゅうみん

への啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がいの種類
しゅるい

や年代
ねんだい

によって、交通
こうつう

安全
あんぜん

教室
きょうしつ

における教育
きょういく

内容
ないよう

や

指導
し ど う

方法
ほうほう

を工夫
く ふ う

するとともに、指導員
しどういん

のスキルアップに努
つと

めます。 

③消費者
しょうひしゃ

トラブル

防止
ぼ う し

 

・消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や消費者
しょうひしゃ

の自立
じ り つ

を支援
し え ん

するため、消費
しょうひ

生活
せいかつ

に関
かん

する知
ち

識
しき

の普及
ふきゅう

、情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

の啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 
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８ 生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

《現状
げんじょう

と課題
か だ い

》 

本市
ほ ん し

では、誰
だれ

もが安全
あんぜん

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるようにバリアフリー・ユニバーサルデ

ザインの推進
すいしん

に努
つと

めています。 

しかし、障
しょう

がい者
しゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.73参照
さんしょう

）や団体
だんたい

等
とう

ヒアリング調査
ちょうさ

（p.115参照
さんしょう

）では、道路
ど う ろ

などの段差
だ ん さ

や階段
かいだん

の上
のぼ

り下
お

りに不安
ふ あ ん

を感
かん

じていたり、障
しょう

がいの特性
とくせい

により感
かん

じるバリアも様々
さまざま

である様子
よ う す

がうかがえます。 

バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
すいしん

は、障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

にも

つながるため、今後
こ ん ご

も継続
けいぞく

して環境
かんきょう

整備
せ い び

に取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

があります。 
 

本市
ほ ん し

では、障
しょう

がいのある人
ひと

が在宅
ざいたく

で安全
あんぜん

に生活
せいかつ

するために、住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

等
とう

の助成
じょせい

を行
おこな

っています。また、グループホームや施設
し せ つ

等
とう

への入所
にゅうしょ

支援
し え ん

を行
おこな

っています

が、それらが地域
ち い き

生活
せいかつ

の場
ば

として不足
ふ そ く

している 状 況
じょうきょう

が続
つづ

いています。 

障
しょう

がい者
しゃ

対象
たいしょう

のアンケート（p.65参照
さんしょう

）では、将来
しょうらい

の暮
く

らしの希望
き ぼ う

について

は、全体
ぜんたい

では「家族
か ぞ く

と暮
く

らしたい」と回答
かいとう

した人
ひと

が多
おお

いものの、グループホームや一
ひと

人
り

暮
ぐ

らしを希
き

望
ぼう

する声
こえ

もあります。 

そのため、障
しょう

がいのある人
ひと

の暮
く

らしの場
ば

の選択肢
せんたくし

が広
ひろ

がるように、法
ほう

制度
せ い ど

の動向
どうこう

を踏
ふ

まえ、障
しょう

がいのある人
ひと

が望
のぞ

む暮
く

らしの場
ば

を確保
か く ほ

できるよう取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

があります。 
 

《具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

》 

（１）住宅
じゅうたく

・建築物
けんちくぶつ

の整備
せ い び

 

安全
あんぜん

かつ快適
かいてき

に利用
り よ う

できる住宅
じゅうたく

や建築物
けんちくぶつ

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①バリアフリー法
ほう

及
およ

び

熊
くま

本
もと

県
けん

のやさしいま

ちづくり条
じょう

例
れい

によ

る、建
けん

築
ちく

物
ぶつ

のバリア

フリー化
か

等
とう

の推進
すいしん

 

・一定
いってい

規模
き ぼ

以上
いじょう

の建築
けんちく

計画
けいかく

についてバリアフリー法
ほう

と熊本県
くまもとけん

やさしい

まちづくり条例
じょうれい

の基準
きじゅん

に基
もと

づき、だれもが使
つか

いやすい建
けん

築
ちく

物
ぶつ

とす

ることを推進
すいしん

します。 

②ユニバーサルデザイ

ン建築物
けんちくぶつ

整備
せ い び

促進
そくしん

事業
じぎょう

（補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

） 

・公共性
こうきょうせい

の高
たか

い民
みん

間
かん

建
けん

築
ちく

物
ぶつ

に対
たい

し、誰
だれ

もが使
つか

いやすくなる改修
かいしゅう

工事
こ う じ

への補助
ほ じ ょ

を行
おこな

います。 

③社会
しゃかい

体育
たいいく

施設
し せ つ

のバリ

アフリー化
か

の推進
すいしん

 
・社会

しゃかい

体育
たいいく

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

を計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

します。 

④市立
し り つ

学校
がっこう

のバリアフ

リー化
か

の推進
すいしん

 

・児童
じ ど う

、生徒
せ い と

等
とう

の状態
じょうたい

に合
あ

わせた施
し

設
せつ

のバリアフリー化
か

を推進
すいしん

しま

す。 
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施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

⑤中心
ちゅうしん

商店街
しょうてんがい

におけ

るユニバーサルデ

ザイン化
か

の推進
すいしん

 

・中 心
ちゅうしん

商店街
しょうてんがい

において、ユニバーサルデザインを取
と

り入
い

れた店
てん

舗
ぽ

の

新設
しんせつ

、改装
かいそう

を 行
おこな

う場
ば

合
あい

には、チャレンジストアー事業
じぎょう

として改装費
かいそうひ

補助
ほ じ ょ

を 行
おこな

います。 

・今後
こ ん ご

も誰
だれ

もが安心
あんしん

して使
つか

いやすい店
てん

舗
ぽ

となるよう、継続的
けいぞくてき

に 働
はたら

きか

けていきます。 

⑥市営
し え い

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

 

・住 宅
じゅうたく

に困窮
こんきゅう

する高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がいのある人
ひと

に配慮
はいりょ

した管理
か ん り

運営
うんえい

に努
つと

めるとともに、市営
し え い

住宅
じゅうたく

の建
た

て替
か

え等
とう

の際
さい

には、ユニバーサルデザ

イン化
か

を進
すす

めます。 

・補充
ほじゅう

入居者
にゅうきょしゃ

の入居
にゅうきょ

待機
た い き

順位
じゅんい

を決定
けってい

する抽選
ちゅうせん

の際
さい

に、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

が

いのある人
ひと

に対
たい

しては、抽選
ちゅうせん

回数
かいすう

を増
ふ

やす優
ゆう

遇
ぐう

措置
そ ち

を講
こう

じます。 

⑦障
しょう

がい者
しゃ

住宅
じゅうたく

改造
かいぞう

助成
じょせい

事業
じぎょう

 

・重度
じゅうど

の 障
しょう

がいのある人
ひと

（身体
しんたい

、知的
ち て き

）が居住
きょじゅう

する世帯
せ た い

に対
たい

して、

住 宅
じゅうたく

改造
かいぞう

に必要
ひつよう

な経費
け い ひ

を助成
じょせい

することにより、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の

在宅
ざいたく

での自立
じ り つ

促進
そくしん

、寝
ね

たきり防
ぼう

止
し

及
およ

び介
かい

護
ご

者
しゃ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

⑧住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

の助成
じょせい

 
・日 常

にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

む上
うえ

で支障
ししょう

がある重度
じゅうど

の障
しょう

がいのある人
ひと

に、住宅
じゅうたく

の

改修費
かいしゅうひ

を助成
じょせい

します。 

 

 

（２）道路
ど う ろ

・公園
こうえん

等
とう

の整備
せ い び

 

すべての人
ひと

が安全
あんぜん

で円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる道路
ど う ろ

や公園
こうえん

等
とう

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①歩行
ほ こ う

空間
くうかん

バリアフ

リー化
か

推進
すいしん

事業
じぎょう

 
・歩道

ほ ど う

の段差
だ ん さ

解消
かいしょう

、勾配
こうばい

緩和
か ん わ

等
とう

を行
おこな

い、バリアフリー化
か

に努
つと

めます。 

②各種
かくしゅ

公共
こうきょう

施設
し せ つ

整備
せ い び

・維持
い じ

管理
か ん り

 

・新規
し ん き

の公 共
こうきょう

施設
し せ つ

整備
せ い び

（多目的
たもくてき

トイレ・園
えん

路
ろ

）については、ユニバー

サルデザインやバリアフリー化
か

に配慮
はいりょ

した整備
せ い び

を 心
こころ

がけるととも

に、未整備
み せ い び

の公園
こうえん

施設
し せ つ

についても、改良
かいりょう

を加
くわ

えることにより、誰
だれ

も

が利用
り よ う

しやすい施設
し せ つ

となるよう計画的
けいかくてき

な整備
せ い び

に努
つと

めます。 

③利用
り よ う

しやすい歩行
ほ こ う

空間
くうかん

の整備
せ い び

 

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、医療
いりょう

施設
し せ つ

の周辺
しゅうへん

など、障
しょう

がいのある人
ひと

の利用
り よ う

が見
み

込
こ

まれ

る歩
ほ

道
どう

については、点字
て ん じ

ブロックの設置
せ っ ち

や 車
くるま

いすがすれ違
ちが

える幅
はば

を

確保
か く ほ

するなど、より利用
り よ う

しやすい歩行
ほ こ う

空間
くうかん

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 
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（３）移動
い ど う

・交通
こうつう

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

交通
こうつう

の利便性
りべんせい

や安全性
あんぜんせい

を確保
か く ほ

するとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

の移動
い ど う

、交通
こうつう

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①自動車
じ ど うし ゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

・改造
かいぞう

助成
じょせい

事業
じぎょう

 

・条 件
じょうけん

を満
み

たす障
しょう

がいのある人
ひと

の自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

や自動車
じどうしゃ

改造
かいぞう

に

必要
ひつよう

な費用
ひ よ う

を助成
じょせい

することにより、 障
しょう

がいのある人
ひと

の移動
い ど う

・交通
こうつう

手段
しゅだん

を確保
か く ほ

し、社会
しゃかい

参加
さ ん か

・自立
じ り つ

を促進
そくしん

します。 

②車
くるま

いすの無料
むりょう

貸出
かしだし

 
・病気

びょうき

やケガ等
とう

により一時的
いちじてき

に車
くるま

いすを必要
ひつよう

とする人
ひと

に対
たい

し、車
くるま

いす

を無料
むりょう

で貸
か

し出
だ

します。 
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９ 差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

《現状
げんじょう

と課題
か だ い

》 

市内
し な い

の小中学校
しょうちゅうがっこう

では、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

により、「福祉
ふ く し

体験
たいけん

学習
がくしゅう

」や

「福祉
ふ く し

講演会
こうえんかい

」を実施
じ っ し

しています。また、市
し

民
みん

向
む

けにも、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する

理
り

解
かい

の促進
そくしん

や交流
こうりゅう

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

を図
はか

るため、講座
こ う ざ

を開催
かいさい

しています。 

しかし、アンケート（p.87、89、91参
さん

照
しょう

）では、障
しょう

がいがあることで不愉快
ふ ゆ か い

な思
おも

いや経験
けいけん

をしたことがある人
ひと

が少
すく

なくありません。また、市民
し み ん

の障
しょう

がいや 障
しょう

がいの

ある人
ひと

に対
たい

する理
り

解
かい

も 十
じゅう

分
ぶん

であるとはいえない 状
じょう

況
きょう

です。 

そのため、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する不
ふ

当
とう

な差別
さ べ つ

や社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

がなくなるよう

に、相互
そ う ご

理解
り か い

や啓発
けいはつ

活動
かつどう

等
とう

を継続的
けいぞくてき

に取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

があります。 

また、障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

が脅
おびや

かされることのないよう、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

に向
む

けた取
とり

組
くみ

を一層
いっそう

強化
きょうか

していく必要
ひつよう

があります。 

 

本市
ほ ん し

では、市
し

職員
しょくいん

の福祉
ふ く し

意識
い し き

の向上
こうじょう

に取
と

り組
く

むなど、行政
ぎょうせい

サービスの向上
こうじょう

に努
つと

めています。 

サービス利
り

用
よう

手
て

続
つづ

き時
じ

の各窓口
かくまどぐち

の連携
れんけい

のあり方
かた

や公共
こうきょう

施設
し せ つ

における案内
あんない

表示
ひょうじ

の

方法
ほうほう

など、引
ひ

き続
つづ

きサービス向
こう

上
じょう

に向
む

けて取
と

り組
く

んでいく必
ひつ

要
よう

があります。 
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《具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

》 

（１）広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

広報誌
こうほうし

やホームページ、研修会
けんしゅうかい

、イベント等
とう

により、障
しょう

がいを広
ひろ

く市
しみん

民に

理解
り か い

してもらえるように努
つと

めます。また、 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

の解
かい

消
しょう

及
およ

び合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

に

ついて広報
こうほう

・啓
けい

発
はつ

に取
と

り組
く

みます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①広報誌
こ う ほう し

等
とう

による

広報
こうほう

・啓発
けいはつ

・周知
しゅうち

 

・広報誌
こうほうし

やホームページ、エフエムやつしろ等
とう

を通
つう

じて、障
しょう

がいや障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する理
り

解
かい

を 促
うなが

すとともに、やさしいまちづくりに

関
かん

する広
こう

報
ほう

・啓発
けいはつ

を行います。特
とく

に、障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

（12 月
がつ

３日
にち

～12 

月
がつ

９日
にち

）を通
つう

じた、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する理
り

解
かい

を促
うなが

す広
こう

報
ほう

活
かつ

動
どう

の

充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・制度
せ い ど

改正
かいせい

等
とう

の重要
じゅうよう

な情報
じょうほう

は、積極的
せっきょくてき

に周知
しゅうち

します。 

②差別
さ べ つ

の解
かい

消
しょう

及
およ

び合
ごう

理的
り て き

配
はい

慮
りょ

の推進
すいしん

 

・広報誌
こうほうし

等
とう

を活用
かつよう

した差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に関
かん

する啓
けい

発
はつ

を 行
おこな

うとともに、出前
で ま え

講座
こ う ざ

等
とう

を通
つう

じて、 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた適
てき

切
せつ

な配慮
はいりょ

についての理解
り か い

を深
ふか

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

への合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が広
ひろ

がるよう、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

や市民
し み ん

に

対
たい

する周
しゅう

知
ち

を強化
きょうか

し、取
と

り組
く

みを促進
そくしん

します。 

③人権
じんけん

への理解
り か い

促進
そくしん

 

・「人権
じんけん

啓発
けいはつ

センターだより」等
とう

を定期的
ていきてき

に発行
はっこう

するとともに、様々
さまざま

な

広報
こうほう

媒体
ばいたい

や機会
き か い

を捉
とら

えて、人権
じんけん

問題
もんだい

についての正
ただ

しい理
り

解
かい

と人権
じんけん

意識
い し き

の向 上
こうじょう

を図
はか

ります。 

・人権
じんけん

に対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

める機
き

会
かい

として、「人権
じんけん

セミナーやつしろ」等
とう

の研修会
けんしゅうかい

や「人
じん

権
けん

子
こ

ども 集
しゅう

会
かい

・フェスティバル」等
とう

を開催
かいさい

し、人権
じんけん

教 育
きょういく

・啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 

④地
ち

域
いき

に対
たい

する広
こう

報
ほう

・啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

 

・ 障
しょう

がいの特
とく

性
せい

及
およ

び障
しょう

がいのある人
ひと

への必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

について、市民
し み ん

の

理解
り か い

を促進
そくしん

するため、地
ち

域
いき

向
む

けの出前
で ま え

講座
こ う ざ

による 障
しょう

がい者
しゃ

サポー

ター研 修
けんしゅう

を実施
じ っ し

するなど、障
しょう

がいについての理解
り か い

啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

みま

す。 
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（２）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障
しょう

がいのある人
ひと

への虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

や成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

（地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

）の利用
り よ う

促進
そくしん

を図
はか

り、障
しょう

が

いのある人
ひと

の権利
け ん り

を擁護
よ う ご

する取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の

周知
しゅうち

・普及
ふきゅう

 

・知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

又
また

は認知症
にんちしょう

の高齢者
こうれいしゃ

で、判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

なため日常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むのに支障
ししょう

がある場合
ば あ い

、各種
かくしゅ

手続
てつづき

や

日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
か ん り

等
とう

について支援
し え ん

する成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

して頂
いただ

く

ため、研修会
けんしゅうかい

等
とう

の開催
かいさい

やパンフレット等
とう

の配布
は い ふ

を通
つう

じ、制度
せ い ど

の

周知
しゅうち

・普及
ふきゅう

を図
はか

ります。 

・申 立
もうしたて

費用
ひ よ う

や後見人
こうけんにん

等
とう

に報酬
ほうしゅう

を支
し

払
はら

えない人
ひと

に対
たい

する「成年
せいねん

後見
こうけん

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」の周知
しゅうち

も併
あわ

せて行
おこな

います。 

・八代市
やつしろし

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

計画
けいかく

に基
もと

づき、中核
ちゅうかく

機関
き か ん

の設
せっ

置
ち

及
およ

び利
り

用
よう

促
そく

進
しん

事
じ

業
ぎょう

を推進
すいしん

します。 

・市民
し み ん

を対 象
たいしょう

とした出前
で ま え

講座
こ う ざ

を積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

し、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

②日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

（地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

）の

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

と利用
り よ う

促進
そくしん

 

・判断
はんだん

能 力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない人
ひと

に対
たい

し、サービスの適切
てきせつ

な選択
せんたく

・利用
り よ う

、

日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
か ん り

等
とう

について支援
し え ん

するため、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、

地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

と利用
り よ う

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

・広報誌
こうほうし

等
とう

を活用
かつよう

して利用
り よ う

促進
そくしん

を図
はか

るとともに、市民
し み ん

の協 力
きょうりょく

、参加
さ ん か

を

促進
そくしん

します。また、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を

強化
きょうか

します。 

・生活
せいかつ

支援員
しえんいん

の研修会
けんしゅうかい

等
とう

を開催
かいさい

し、多種多様
た し ゅ た よ う

な困難
こんなん

ケースにも対応
たいおう

で

きるように資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

③障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

事業
じぎょう

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターにおいて、 障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

について広
ひろ

く

通
つう

報
ほう

を受
う

け入
い

れ、相談
そうだん

等
とう

に応
おう

じるとともに迅速
じんそく

に対応
たいおう

します。 

・虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

を 行
おこな

い、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

と早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めると

ともに、虐待
ぎゃくたい

のない日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

が 営
いとな

めるよう関係
かんけい

機関
き か ん

と

の一層
いっそう

の連携
れんけい

を図
はか

ります。 

④差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

への対応
たいおう

 

・市
し

役所
やくしょ

において不当
ふ と う

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いや合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

事案
じ あ ん

が

発生
はっせい

した場合
ば あ い

は、「八代市
やつしろし

における 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解
かい

消
しょう

の推
すい

進
しん

に関
かん

する対
たい

応
おう

要
よう

領
りょう

」により対
たい

応
おう

します。 

・民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

における差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

の相談
そうだん

があった場合
ば あ い

は、関係
かんけい

機関
き か ん

で連携
れんけい

し、状 況
じょうきょう

の確認
かくにん

、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

への働
はたら

きかけを行
おこな

います。 

・関係
かんけい

機関
き か ん

により構成
こうせい

する「八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

」を活用
かつよう

して、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に取
と

り組
く

みます。 
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（３）福祉
ふ く し

教育
きょういく

等
とう

の推進
すいしん

 

学校
がっこう

や地域
ち い き

における福祉
ふ く し

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、研修会
けんしゅうかい

やふれあい・

交流
こうりゅう

の機会
き か い

を通
つう

じて、障
しょう

がいに対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

めます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①授業
じゅぎょう

（総合的
そうごうてき

な

学習
がくしゅう

の時間
じ か ん

等
とう

）で

の教育
きょういく

の実施
じ っ し

 

・社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、車
くるま

いすの乗車
じょうしゃ

体験
たいけん

や

障
しょう

がいのある人
ひと

を講師
こ う し

に招
まね

いての手話
し ゅ わ

の学習
がくしゅう

など、参加
さ ん か

体験型
たいけんがた

の

福祉
ふ く し

教 育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

②学校
がっこう

での福祉
ふ く し

教育
きょういく

の取組
とりくみ

の紹介
しょうかい

・

啓発
けいはつ

 

・授 業
じゅぎょう

参観
さんかん

、学校
がっこう

・学級便り
がっきゅうだより

等
とう

で、学校
がっこう

の福祉
ふ く し

教育
きょういく

の取組
とりくみ

を紹介
しょうかい

す

るなどの方法
ほうほう

により保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

して 障
しょう

がいへの理解
り か い

の啓発
けいはつ

を図
はか

りま

す。 

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を継続的
けいぞくてき

に行
おこな

い、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

に向
む

けたインクルーシブ

教 育
きょういく

システムの構築
こうちく

を図
はか

ります。 

③授業
じゅぎょう

を利用
り よ う

した

交流
こうりゅう

促進
そくしん

 

・授 業
じゅぎょう

（総合的
そうごうてき

な学習
がくしゅう

の時間
じ か ん

等
とう

）を利用
り よ う

して、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と交流
こうりゅう

します。授業
じゅぎょう

の事例
じ れ い

は各校
かくこう

に紹介
しょうかい

し、交流
こうりゅう

内容
ないよう

の

充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

④市
し

民
みん

向
む

け福
ふく

祉
し

教
きょう

育
いく

の実施
じ っ し

 

・地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と 協 力
きょうりょく

し、市民
し み ん

を対象
たいしょう

にした

講座
こ う ざ

を開催
かいさい

し、福祉
ふ く し

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑤学校
がっこう

における障
しょう

が

いへの理解
り か い

を深
ふか

め

る機
き

会
かい

の確保
か く ほ

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

との交流
こうりゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

や、障
しょう

がいへの理解
り か い

を深
ふか

める

講演
こうえん

や勉強会
べんきょうかい

の開催
かいさい

を検討
けんとう

します。 

・ＰＴＡ総会
そうかい

や学
がっ

校
こう

便
だよ

り等
とう

を通
つう

じて保
ほ

護
ご

者
しゃ

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

に障
しょう

がいのある

子
こ

どもに対
たい

する理
り

解
かい

啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 
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（４）行政
ぎょうせい

機関
き か ん

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を受
う

けることができるよう、市
し

職員
しょくいん

等
とう

の障
しょう

がい

者
しゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 
 

施策
し さ く

（事業名
じぎょうめい

等
とう

） 取組
とりくみ

の内容
ないよう

 

①市
し

役所
やくしょ

における障
しょう

がいのある人
ひと

への

配
はい

慮
りょ

及
およ

び理
り

解
かい

の

促進
そくしん

 

・市
し

職 員
しょくいん

等
とう

に対
たい

する、 障
しょう

がいや 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

を深
ふか

めるため、障
しょう

がい者
しゃ

サポーター研修会等
とう

を行
おこな

い、窓口
まどぐち

等
とう

におい

て 障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

とする配慮
はいりょ

の徹底
てってい

を図
はか

ります。 

②選挙
せんきょ

における配慮
はいりょ

 

・点字
て ん じ

による候補者
こうほしゃ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

、障
しょう

がい特
とく

性
せい

及
およ

び障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

実態
じったい

に応
おう

じた情
じょう

報
ほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

・移
い

動
どう

に困
こん

難
なん

を抱
かか

える 障
しょう

がいのある人
ひと

に配
はい

慮
りょ

した投
とう

票
ひょう

所
じょ

のバリアフ

リー化
か

や投票
とうひょう

設備
せ つ び

の設置
せ っ ち

等
とう

、投票所
とうひょうじょ

における投票
とうひょう

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

に

向
む

けた取
とり

組
くみ

を推進
すいしん

するとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

が自
みずか

らの意
い

思
し

に

基
もと

づき円
えん

滑
かつ

に投
とう

票
ひょう

できるよう努
つと

めます。 

③庁舎
ちょうしゃ

の障
しょう

がい者
しゃ

等用
とうよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の

確保
か く ほ

 

・市
し

役
やく

所
しょ

本
ほん

庁
ちょう

舎
しゃ

及
およ

び各
かく

支
し

所
しょ

において、 障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

のための 駐
ちゅう

車
しゃ

スペースの確保
か く ほ

に努
つと

めます。 
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資料編
しりょうへん

 

１ 八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

等
とう

策定
さくてい

・評価
ひょうか

委員会
いいんかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

（順
じゅん

不同
ふ ど う

、敬称
けいしょう

略
りゃく

） 

 所属
しょぞく

団体
だんたい

等
とう

 委員名
いいんめい

 備考
び こ う

 

医
療

い
り
ょ
う

関
係

か
ん
け
い 

八代市
やつしろし

医師会
い し か い

 会長
かいちょう

 西
にし

 文明
ふみあき

 会長
かいちょう

 

八代郡
やつしろぐん

医師会
い し か い

 会長
かいちょう

 保田
や す だ

 周一
しゅういち

  

八代市
やつしろし

医師会
い し か い

 会員
かいいん

 宮本
みやもと

 憲
けん

司朗
し ろ う

  

学
識

が
く
し
き 

中 九 州
なかきゅうしゅう

短期
た ん き

大学
だいがく

 

（経営
けいえい

福祉
ふ く し

学科
が っ か

） 
教授
きょうじゅ

 松永
まつなが

 智也
と も や

  

福
祉

ふ

く

し

関
係

か
ん
け
い 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 日新会
にっしんかい

 理事長
りじちょう

 馬渕
ま ぶ ち

 惺
せい

敬
けい

  

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 八代
やつしろ

愛育会
あいいくかい

 
八代
やつしろ

学園
がくえん

 

施設
し せ つ

長
ちょう

 
古田
ふ る た

 浩二
こ う じ

  

八代市
やつしろし

盲人
もうじん

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 会長
かいちょう

 如
にょう

見
けん

 剛
つよし

  

八代市
やつしろし

ろう者
しゃ

福祉
ふ く し

協 会
きょうかい

 総務
そ う む

 出口
で ぐ ち

 なほみ  

八代手
やつしろて

をつなぐ育成会
いくせいかい

 会長
かいちょう

 蓑田
み の だ

 保
たもつ

  

八代
やつしろ

地域
ち い き

こころの健康
けんこう

希望
き ぼ う

の会
かい

 会長
かいちょう

 吉田
よ し だ

 準一
じゅんいち

  

八代市
やつしろし

民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

 会長
かいちょう

 稲田
い な だ

 卓也
た く や

 副会長
ふくかいちょう

 

八代市
やつしろし

ボランティア連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 副会長
ふくかいちょう

 吉岡
よしおか

 小夜子
さ よ こ

  

八代市
やつしろし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 事務
じ む

局 長
きょくちょう

 松本
まつもと

 博
ひろ

昭
あき

  

熊本県
くまもとけん

南部
な ん ぶ

 障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・ 

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター 結
ゆい

 

主任
しゅにん

就 業
しゅうぎょう

 

支援員
しえんいん

 
水野
み ず の

 浩
ひろ

章
あき

  

行
政

ぎ
ょ
う
せ
い

関
係

か
ん
け
い 

八代
やつしろ

公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

 所長
しょちょう

 高島
たかしま

 正秀
まさひで

  

八代
やつしろ

市立
し り つ

八代
やつしろ

支援
し え ん

学校
がっこう

 校長
こうちょう

 東田
ひがしだ

 倫明
のりあき

  

県
けん

南広域
なんこういき

本部
ほ ん ぶ

 保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

環境部
かんきょうぶ

 

福祉課
ふ く し か

 
課長
かちょう

 御幡
お ば た

 優二
ゆ う じ

  

※委嘱
いしょく

期間
き か ん

：令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

31日
にち

まで 
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２ 第
だい

４期
き

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

策定
さくてい

庁内
ちょうない

部会
ぶ か い

名簿
め い ぼ

 

部
ぶ

 名
めい

 課
か

 名
めい

 備
び

 考
こう

 

総務
そ う む

企画部
き か く ぶ

 危機
き き

管理課
か ん り か

  

市民
し み ん

環境部
かんきょうぶ

 

市民
し み ん

活動
かつどう

政策課
せいさくか

  

人権
じんけん

政策課
せいさくか

  

経済
けいざい

文化
ぶ ん か

交流部
こうりゅうぶ

 

商工
しょうこう

・港湾
こうわん

振興課
しんこうか

  

スポーツ振興課
しんこうか

  

建設部
けんせつぶ

 

土木課
ど ぼ く か

  

建築
けんちく

指導課
し ど う か

  

教育部
きょういくぶ

 学校
がっこう

教育課
きょういくか

  

健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

  

長寿
ちょうじゅ

支援課
し え ん か

  

こども未来課
み ら い か

  

健康
けんこう

推進課
すいしんか

  

障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

 事務局
じむきょく
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３ 委員会
いいんかい

等
とう

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 

 

■八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

等
とう

策定
さくてい

・評価
ひょうか

委員会
いいんかい

 

開催
かいさい

日
び

 議
ぎ

 題
だい

 

第
だい

１回
かい

 

令
れい

和
わ

２年
ねん

６月
がつ

25日
にち

 

（１）「第
だい

３期
き

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

」について 

①八代市
やつしろし

の障
しょう

がい者
しゃ

の現状
げんじょう

 

②令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

「八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」の主
おも

な取組
とりくみ

内容
ないよう

の評価
ひょうか

と課題
か だ い

 

（２）「第
だい

４期
き

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

」策
さく

定
てい

の方
ほう

法
ほう

について 

第
だい

２回
かい

 

令
れい

和
わ

２年
ねん

10月
がつ

27日
にち

 

（１）アンケート及
およ

び関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

ヒアリング結
けっ

果
か

について 

（２）第
だい

４期
き

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

（素
そ

案
あん

）について 

第
だい

３回
かい

 

令
れい

和
わ

３年
ねん

２月
がつ

上
じょう

旬
じゅん

 

（書
しょ

面
めん

開
かい

催
さい

） 

（１）第
だい

４期
き

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

（最
さい

終
しゅう

案
あん

）について 

 

■八代市
やつしろし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

策定
さくてい

庁内
ちょうない

部会
ぶ か い

 

開催
かいさい

日
び

 議
ぎ

 題
だい

 

第
だい

１回
かい

 

令
れい

和
わ

２年
ねん

9月
がつ

16日
にち

 

（１）障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

策定
さくてい

の方法
ほうほう

について 

（２）障
しょう

がい福祉
ふ く し

の現状
げんじょう

と課題
か だ い

について 

①八代市
やつしろし

の障
しょう

がい者
しゃ

の現状
げんじょう

 

②アンケート結果
け っ か

について 

③関係
かんけい

団体
だんたい

ヒアリング結果
け っ か

について 

（３）第
だい

３期
き

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

の取
とり

組
くみ

状
じょう

況
きょう

等
とう

について 

（４）今後
こ ん ご

のスケジュールについて 

第
だい

２回
かい

 

令
れい

和
わ

２年
ねん

10月
がつ

14日
にち

 
（１）第

だい

４期
き

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

（素
そ

案
あん

）について 

第
だい

３回
かい

 

令
れい

和
わ

３年
ねん

１月
がつ

下
げ

旬
じゅん

 

（書
しょ

面
めん

開
かい

催
さい

） 

（１）第
だい

４期
き

八
やつ

代
しろ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

（最
さい

終
しゅう

案
あん

）について 

 

■パブリックコメント 

募集
ぼしゅう

期間
き か ん

 概
がい

 要
よう

 

令
れい

和
わ

２年
ねん

12月
がつ

16日
にち

～ 

令
れい

和
わ

３年
ねん

１月
がつ

８日
にち

 

市
し

ホームページに掲載
けいさい

、市
し

仮
か

設
せつ

庁
ちょう

舎
しゃ

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

、各支所
かくししょ

で供覧
きょうらん
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４ 市民
し み ん

アンケート結果
け っ か

 

（１）家族
か ぞ く

や障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・一
いっ

緒
しょ

に暮
く

らしている人
ひと

 

「身体
しんたい

」：「夫
おっと

または妻
つま

」（41.4％）、「子
こ

ども」（29.0％）、「母親
ははおや

」（24.3％） 

「療育
りょういく

」：「母親
ははおや

」（58.9％）、「父親
ちちおや

」（42.9％）、「兄弟
きょうだい

・姉妹
し ま い

」（30.3％） 

「精神
せいしん

」：「母親
ははおや

」（34.6％）、「父親
ちちおや

」（26.2％）、「ひとりで暮
く

らしている」（19.8％） 

Q 現在
げんざい

、だれと一緒
いっしょ

に暮
く

らしていますか。 

 

・手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

が 52.3％、療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

が 25.3％、精
せい

神
しん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

が 23.4％となっています。 

Q お持
も

ちの 障
しょう

がい者
しゃ

手
て

帳
ちょう

の種
しゅ

類
るい

について 

  

15.0

24.3

41.4

29.0

2.1

9.4

3.2

14.2

14.2

0.4

42.9

58.9

4.3

6.0

11.4

30.3

2.3

6.0

19.7

0.3

26.2

34.6

13.6

13.3

4.6

12.7

1.9

19.8

20.4

1.2

27.3

36.4

27.3

18.2

9.1

18.2

0.0

0.0

36.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

父親

母親

夫または妻

子ども

祖父母

兄弟・姉妹

その他の親族

ひとりで暮らしている

その他

無回答

身体(n=725) 療育(n=350) 精神(n=324) 持っていない(n=11)

〈複数回答〉

52.3

25.3

23.4

0.8

4.9

0% 20% 40% 60%

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

手帳を持っていない

無回答

〈複数回答〉 n=1,385
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・日常
にちじょう

生活
せいかつ

で何
なん

らかの介助
かいじょ

を必要
ひつよう

とすることとしては「外出
がいしゅつ

」、「お金
お か ね

の管理
か ん り

」、「 薬
くすり

の管理
か ん り

」

が多
おお

くなっています。 

Q 介助
かいじょ

について 

 

・主
おも

な介助者
かいじょしゃ

 

「身体
しんたい

」：「配偶者
はいぐうしゃ

」（26.1％）、「父母
ふ ぼ

・祖父母
そ ふ ぼ

・兄弟
きょうだい

・姉妹
し ま い

」（21.4％）、「ホームヘルパー

や施設
し せ つ

の職 員
しょくいん

」（21.2％） 

「療育
りょういく

」：「父母
ふ ぼ

・祖父母
そ ふ ぼ

・兄 弟
きょうだい

・姉妹
し ま い

」（61.9％）、「ホームヘルパーや施設
し せ つ

の職員
しょくいん

」

（19.3％） 

「精神
せいしん

」：「父
ふ

母
ぼ

・祖父母
そ ふ ぼ

・兄 弟
きょうだい

・姉妹
し ま い

」（28.2％）、「その他
た

」（17.0）、「ホームヘルパーや

施設
し せ つ

の職 員
しょくいん

」（16.0％） 

Q主
おも

な介助者
かいじょしゃ

は、どなたですか。 

  

74.0

74.7

68.0

71.0

65.1

74.9

52.9

61.8

54.4

60.1

11.7

9.7

11.2

12.4

17.0

9.2

20.6

19.5

16.7

13.4

7.1

8.7

13.9

9.7

11.2

8.1

19.3

10.6

22.5

19.4

7.1

6.9

6.9

6.9

6.7

7.8

7.2

8.1

6.4

7.1

食事

トイレ

入浴

衣服の着脱

身だしなみ

家の中の移動

外出

家族以外の人との意思疎通

お金の管理

薬の管理

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

不要（一人でできる） 一部（時々）介助が必要 すべて介助が必要 無回答

〈単数回答〉n=1,385

33.9

21.4

61.9

28.2

16.7

15.7

26.1

2.5

10.6

16.7

7.9

13.5

2.0

4.3

1.0

0.8

2.7

19.7

21.2

19.3

16.0

66.7

0.1

0.5

9.1

8.0

4.9

17.0

12.6

9.1

9.4

20.7

全体(n=762)

身体(n=364)

療育(n=244)

精神(n=188)

持っていない(n=6)

手
帳

種
別

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

父母・祖父母・兄弟・姉妹 配偶者（夫または妻）

子ども（子どもの配偶者を含む） 知人

ホームヘルパーや施設の職員 手話通訳者やガイドヘルパー

その他 無回答

〈単数回答〉

手
帳
種
別 
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＜障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

＞ 

・一
いっ

緒
しょ

に暮
く

らしている人
ひと

は、「母
はは

親
おや

」（95.8％）、「父親
ちちおや

」（78.9％）、「兄
あに

・姉
あね

」（43.4％）、

「 弟
おとうと

・ 妹
いもうと

」（35.7％）となっています。 

Q お子
こ

さんと一
いっ

緒
しょ

に暮
く

らしている人
ひと

 

 

 

・「自閉
じ へ い

スペクトラム症
しょう

（アスペルガー症候群
しょうこうぐん

・自閉症
じへいしょう

など）」が 51.3％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

い

で「精神
せいしん

発達
はったつ

遅滞
ち た い

（知的
ち て き

障
しょう

がい）」が 34.3％、「注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障
しょう

がい」が 30.6％となっ

ています。 

Q お子
こ

さんが受
う

けた診
しん

断
だん

名
めい

（ 疑
うたが

いを含
ふく

む。） 

 

 

 

  

95.8

78.9

43.4

35.7

29.9

21.6

5.1

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

母親

父親

兄・姉

弟・妹

祖母

祖父

その他

無回答

〈複数回答〉 n=431

51.3

30.6

13.7

34.3

15.5

2.6

0% 20% 40% 60%

自閉スペクトラム症（アスペルガー症候

群・自閉症など）

注意欠陥多動性障がい

学習障がい

精神発達遅滞（知的障がい）

ない

無回答

〈複数回答〉 n=431
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（２）地域
ち い き

での生活
せいかつ

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・これからの不安
ふ あ ん

 

「身体
しんたい

」：「身体
しんたい

のこと」（62.8％）、「老後
ろ う ご

」（44.7％）、「生活費
せいかつひ

」（31.3％） 

「療育
りょういく

」：「親
おや

などの亡
な

き後
あと

」（57.7％）、「老後
ろ う ご

」（40.9％）、「身体
しんたい

」（39.1％） 

「精神
せいしん

」：「老後
ろ う ご

」（53.4％）、「生活費
せいかつひ

」（50.9％）、「身体
しんたい

のこと」（48.5％） 

Q これからのことについてどのような不安
ふ あ ん

がありますか。 

  

62.8

13.7

31.3

15.6

17.4

0.3

25.1

2.2

44.7

15.9

2.1

9.5

6.6

39.1

25.7

32.6

16.3

24.9

1.1

26.3

8.3

40.9

57.7

2.3

11.1

3.4

48.5

26.2

50.9

11.1

33.6

1.5

33.0

13.0

53.4

38.9

5.2

6.5

3.4

63.6

27.3

45.5

27.3

18.2

9.1

36.4

9.1

36.4

9.1

0.0

36.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

身体のこと

住宅・生活の場所

生活費

介助者

仕事

学校生活・進路

日常の生活

結婚や育児

老後

親などの亡き後

その他

特にない

無回答

身体(n=725) 療育(n=350) 精神(n=324) 持っていない(n=11)

〈複数回答〉
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・将
しょう

来
らい

の暮
く

らし方
かた

については「家
か

族
ぞく

と暮
く

らしたい」が 49.9％と最
もっと

も高
たか

くなっています。 

Q 今
こん

後
ご

3年
ねん

以内
い な い

にどのように暮
く

らしたいですか。 

 

 

・過
か

去
こ

１年
ねん

間
かん

に参加
さ ん か

した地域
ち い き

の活動
かつどう

や行事
ぎょうじ

については、「参加
さ ん か

していない」が 61.4％と最
もっと

も

高
たか

く、次
つ

いで「地
ち

域
いき

のお祭
まつ

りなどの 催
もよお

しや 行
ぎょう

事
じ

」が 12.1％、「自治会
じ ち か い

（町内会
ちょうないかい

）の

活動
かつどう

」・「障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

」が 10.0％となっています。 

Q 過去
か こ

1年間
ねんかん

に参加
さ ん か

した地域
ち い き

の活動
かつどう

や行事
ぎょうじ

について 

 

  

11.6 49.9

1.1

7.0 4.8 4.3 14.8 6.6

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

n=1385

ひとりで暮らしたい

家族と暮らしたい

友人や知人と暮らしたい

障がい者の施設（グループホーム等）で暮らしたい

高齢者の施設（老人ホーム等）などで暮らしたい

その他

わからない

無回答

〈単数回答〉

12.1

10.0

10.0

6.1

3.5

4.0

61.4

7.4

0% 20% 40% 60% 80%

地域のお祭りなどの催しや行事

自治会（町内会）の活動

障がい者団体の活動

市の催しや行事

ボランティア活動

その他

参加していない

無回答

〈複数回答〉 n=1,385
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＜障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

＞ 

・地域
ち い き

で生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

なこととしては、「専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

のある人
ひと

に相談
そうだん

や助言
じょげん

が受
う

けら

れること」が 58.5％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「地
ち

域
いき

の人
ひと

たちが 障
しょう

がいについて理
り

解
かい

してくれ

ること」が 58.0％、「自
じ

立
りつ

を目
め

指
ざ

した身
しん

体
たい

機
き

能
のう

や生
せい

活
かつ

能
のう

力
りょく

の向
こう

上
じょう

を 行
おこな

うサービスが利
り

用
よう

しやすいこと」が 49.4％となっています。 

Q お子
こ

さんが地
ち

域
いき

で生
せい

活
かつ

するために必
ひつ

要
よう

だと思
おも

うこと 

 

＜一般
いっぱん

市民
し み ん

＞ 

・お住
す

まいの地域
ち い き

で 障
しょう

がいのある人
ひと

が困
こま

っていた場合
ば あ い

に、その人
ひと

に対
たい

してどのようなことが

できると思
おも

われるかについては、「日
にち

常
じょう

的
てき

な声
こえ

かけ」が 60.0％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「災
さい

害
がい

や急
きゅう

病
びょう

などの緊
きん

急
きゅう

時
じ

の支
し

援
えん

」が 36.7％、「話
はな

し相
あい

手
て

、情
じょう

報
ほう

の提
てい

供
きょう

」が 26.5％となって

います。 

Q お住
す

まいの地域
ち い き

で 障
しょう

がいのある人
ひと

が困
こま

っていたら、その人
ひと

にどのようなことができると思
おも

いますか。 

 

58.5

58.0

49.4

27.6

18.3

14.4

6.3

3.0

5.3

10.9

2.3

0% 20% 40% 60% 80%

専門的な知識のある人に相談や助言が受けられること

地域の人たちが障がいについて理解してくれること

自立を目指した身体機能や生活能力の向上を行う

サービスが利用しやすいこと

福祉サービス事業所に支払う金額が軽減されること

障がい者に適した住居が確保されること

在宅の福祉サービスが利用しやすいこと

在宅で医療的ケアが受けられること

手話通訳や点字、代筆などのコミュニケーション支援が

利用しやすいこと

その他

特にない

無回答

〈複数回答〉 n=431

60.0

36.7

26.5

21.3

9.7

1.9

19.2

4.5

0% 20% 40% 60% 80%

日常的な声かけ

災害や急病などの緊急時の支援

話し相手、情報の提供

外出時のちょっとした手伝い

ちょっとした家事の手伝い

その他

どうしたらいいのかわからない

無回答

〈複数回答〉 n=578
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（３）就労
しゅうろう

・就 業
しゅうぎょう

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・現在
げんざい

の就 学
しゅうがく

・就 労
しゅうろう

の 状 況
じょうきょう

 

「身体
しんたい

」：「仕事
し ご と

をせずに主
おも

に家
いえ

にいる」（40.4％）、「仕事
し ご と

をしている（一般
いっぱん

就労
しゅうろう

）」

（23.3％） 

「療育
りょういく

」：「作業
さぎょう

や訓練
くんれん

のため、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

に通
かよ

っている」（46.6％）、「仕事
し ご と

をせずに主
おも

に家
いえ

にいる」（16.6％）、「仕事
し ご と

をしている（一般
いっぱん

就労
しゅうろう

）」（14.9％） 

「精神
せいしん

」：「仕事
し ご と

をせずに主
おも

に家
いえ

にいる」（37.3％）、「作業
さぎょう

や訓練
くんれん

のため、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

に通
かよ

って

いる」（16.0％） 

Q 現在
げんざい

、就 学
しゅうがく

・就 業
しゅうぎょう

していますか。 

 

  

19.6

23.3

14.9

13.0

27.3

17.6

7.2

46.6

16.0

0.4

0.4

0.6

6.4

6.6

8.9

5.6

18.2

34.3

40.4

16.6

37.3

18.2

11.4

9.8

6.0

18.2

18.2

10.4

12.3

6.6

9.9

18.2

全体(n=1385)

身体(n=725)

療育(n=350)

精神(n=324)

持っていない(n=11)

手
帳
種
別

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

仕事をしている（一般就労）

作業や訓練のため、福祉施設に通っている

大学・専門学校に通っている

福祉施設に入所している

仕事をせずに主に家にいる

その他

無回答

〈単数回答〉

手
帳
種
別 
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・ 就 業
しゅうぎょう

形態
けいたい

は、「常 勤
じょうきん

（フルタイム）」が 43.9％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「パート・アルバイ

ト」が 32.8％、「自営業
じえいぎょう

」が 14.8％となっています。 

Q どのような形態
けいたい

で 働
はたら

いていますか。 

 

 

・勤務先
きんむさき

が、「 障
しょう

がいのある人
ひと

はどちらかというと 働
はたら

きづらい」・「 働
はたら

きづらい」と回答
かいとう

し

た人
ひと

の理由
り ゆ う

は、「 障
しょう

がいに対
たい

する職
しょく

場
ば

の理
り

解
かい

不
ふ

足
そく

」が 48.6％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「勤
きん

務
む

時
じ

間
かん

、勤
きん

務
む

日
にっ

数
すう

が多
おお

い」が 35.1％、「収
しゅう

入
にゅう

が少
すく

ない」・「職
しょく

場
ば

の設
せつ

備
び

が障
しょう

がいに対
たい

応
おう

して

いない」が 21.6％となっています。 

Q 働
はたら

きづらいと思
おも

う理
り

由
ゆう

は何
なん

ですか。 

 

  

43.9 32.8 14.8 3.3

3.3

1.8

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

n=271

常勤（フルタイム） パート・アルバイト 自営業

内職 家業手伝い その他

無回答

〈単数回答〉

48.6

35.1

21.6

21.6

16.2

16.2

10.8

18.9

0.0

0% 20% 40% 60%

障がいに対する職場の理解不足

勤務時間、勤務日数が多い

収入が少ない

職場の設備が障がいに対応していない

職場での意思疎通の不足

業務内容が自分に合っていない

通勤が大変

その他

無回答

〈複数回答〉 n=37



69 
 

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

に通所
つうしょ

、入 所
にゅうしょ

している人
ひと

や大学
だいがく

、専門
せんもん

学校
がっこう

に通
かよ

っている人
ひと

の今後
こ ん ご

の進路
し ん ろ

としては、

「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

に通
かよ

いたい」が 24.0％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

に 入
にゅう

所
しょ

したい」が

10.7％となっています。 

Q 今
こん

後
ご

の進
しん

路
ろ

について、どのようにお 考
かんが

えですか。 

 

・ 働
はたら

きやすくするために必要
ひつよう

なことは、「 職
しょく

場内
ば な い

で、 障
しょう

がいに対
たい

する理
り

解
かい

があること」が

49.6％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「 障
しょう

がいの 状 況
じょうきょう

にあわせ、働
はたら

き方
かた

（仕事
し ご と

の内容
ないよう

や勤務
き ん む

時間
じ か ん

）

が柔軟
じゅうなん

であること」が 44.4％、「 就
しゅう

業
ぎょう

に対
たい

する相
そう

談
だん

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

が 充
じゅう

実
じつ

していること」が

31.0％となっています。 

Q 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわりなく 働
はたら

きやすくするために、何
なに

が必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。 

  

0.6
0.9

7.1 24.0 10.7 10.4 22.0 24.3

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

n=337

高校・短大・大学に進学したい（進学させたい）

専門学校や職業訓練校に通いたい

自宅でできる仕事をしたい

福祉施設に通いたい

福祉施設に入所したい

一般の企業や官公庁で働きたい

その他

無回答

〈単数回答〉

0.6
0.9

7.1 24.0 10.7 10.4 22.0 24.3

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

n=337

高校・短大・大学に進学したい（進学させたい）

専門学校や職業訓練校に通いたい

自宅でできる仕事をしたい

福祉施設に通いたい

福祉施設に入所したい

一般の企業や官公庁で働きたい

その他

無回答

〈単数回答〉

49.6

44.4

31.0

28.7

27.9

25.8

20.7

18.8

17.4

14.4

3.9

15.7

16.9

0% 20% 40% 60%

職場内で、障がいに対する理解があること

障がいの状況にあわせ、働き方（仕事の内容や

勤務時間）が柔軟であること

就業に対する相談支援体制が充実していること

障がい者向け求人情報の提供が充実していること

通勤や移動に対して、配慮や支援があること

障がい者が円滑に就労できるように職場内外の支援

環境を整える者（ジョブコーチ）を派遣し、職場内

でのコミュニケーションや作業の支援があること

障害者法定雇用率の達成促進や雇用率の引き上げ

により、雇用機会が増えること

職場がバリアフリー化されていること

職業に就くために必要な技能を身につける

職業訓練等の制度が充実していること

事業主との相互理解を深めるため、3か月間の試行

雇用を行って常用雇用を目指す「トライアル雇用」

の機会が広がること

その他

わからない

無回答

〈複数回答〉 n=1,385
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＜障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

＞ 

・平日
へいじつ

日中
にっちゅう

の過
す

ごし方
かた

は、「小中学校
しょうちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

に通
かよ

っている」が 39.0％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「小中学校
しょうちゅうがっこう

の通 常
つうじょう

学級
がっきゅう

に通
かよ

っている」が 16.9％、「幼稚園
ようちえん

、保育
ほ い く

園
えん

に通
かよ

って

いる」が 14.4％となっています。 

Q お子
こ

さんは、平日
へいじつ

の日 中
にっちゅう

主
おも

にどのように過
す

ごしていますか。 

 

 

・現
げん

在
ざい

通
かよ

っている園
えん

や学校
がっこう

で更
さら

に 充
じゅう

実
じつ

させるべきこととしては、「先生
せんせい

、生徒
せ い と

たちの 障
しょう

がい

への理解
り か い

や配慮
はいりょ

」が 48.7％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「 障
しょう

がいに対応
たいおう

できる十分
じゅうぶん

な人数
にんずう

の

職員
しょくいん

配置
は い ち

」が 40.1％、「授 業
じゅぎょう

など学習
がくしゅう

指導
し ど う

」が 34.8％となっています。 

Q お子
こ

さんが現
げん

在
ざい

通
かよ

っている園
えん

や学
がっ

校
こう

で更
さら

に 充
じゅう

実
じつ

させるべきだと思
おも

うことはありますか。 

 

39.0

16.9

14.4

14.2

8.8

2.1

1.2

1.9

1.6

0% 20% 40% 60%

小中学校の特別支援学級に通っている

小中学校の通常学級に通っている

幼稚園、保育園に通っている

特別支援学校に通っている

高校に通っている

児童発達支援事業所に通っている

在宅でどこにも通っていない

その他

無回答

〈単数回答〉 n=431

48.7

40.1

34.8

34.6

32.5

24.4

20.4

15.1

8.6

7.2

3.7

1.4

16.0

3.7

0% 20% 40% 60%

先生、生徒たちの障がいへの理解や配慮

障がいに対応できる十分な人数の職員配置

授業など学習指導

友達との関係づくりへの配慮

障がいに対応できる専門的（医療的ケアを

含む。）な職員の配置

進学、就労などの進路指導

生活に対する支援

障がいに配慮した施設や設備への改修

クラブ、部活動などの課外活動

スクールバスによる通園・通学の支援

ヘルパーによる通園・通学時の介助

その他

特にない

無回答

〈複数回答〉 n=431
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＜一般
いっぱん

市民
し み ん

＞ 

・ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわりなく 働
はたら

きやすくするために必要
ひつよう

なこととしては、「 職
しょく

場内
ば な い

で、

障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

があること」が 67.5％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

にあわ

せ、 働
はたら

き方
かた

（仕事
し ご と

の内容
ないよう

や勤務
き ん む

時間
じ か ん

）が柔軟
じゅうなん

であること」が 62.1％、「職場
しょくば

がバリアフ

リー化
か

されていること」が 44.3％となっています。 

Q 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわりなく 働
はたら

きやすくするために、何
なに

が必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。 

 

 

 

  

67.5

62.1

44.3

39.6

34.1

33.2

32.9

27.7

21.8

18.2

1.6

6.4

6.6

0% 20% 40% 60% 80%

職場内で、障がいに対する理解があること

障がいの状況にあわせ、働き方（仕事の内容や

勤務時間）が柔軟であること

職場がバリアフリー化されていること

就業に対する相談支援体制が充実していること

通勤や移動に対して、配慮や支援があること

障がい者向け求人情報の提供が充実していること

職業に就くために必要な技能を身につける職業訓練等の

制度が充実していること

障がい者が円滑に就労できるように職場内外の支援環境

を整える者（ジョブコーチ）を派遣し、職場内での

コミュニケーションや作業の支援があること

障害者法定雇用率の達成促進や雇用率の引き上げ

により、雇用機会が増えること

事業主との相互理解を深めるため、3か月間の試行雇用を

行って常用雇用を目指す「トライアル雇用」の機会が

広がること

その他

わからない

無回答

〈複数回答〉 n=578
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（４）外出
がいしゅつ

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・外出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

については、週
しゅう

に 1回
かい

以上
いじょう

外出
がいしゅつ

している人
ひと

は全体
ぜんたい

で 70.0％となっています。

高齢
こうれい

になるほど外 出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

は減 少
げんしょう

しています。 

Q 外 出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

はどのくらいですか。 
 

 

・外出
がいしゅつ

する際
さい

の移動
い ど う

手段
しゅだん

については、「家族
か ぞ く

などが運転
うんてん

する自動車
じどうしゃ

」が 37.0％と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「自
じ

分
ぶん

で運
うん

転
てん

する自
じ

動
どう

車
しゃ

」が 30.5％、「自転車
じてんしゃ

」が 21.7％となっています。 

Q 外 出
がいしゅつ

するとき、利用
り よ う

する移動
い ど う

手段
しゅだん

は何
なん

ですか。 

 

  

28.6 19.7 21.7 13.9 5.0 6.6 4.5

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

n=1385

ほぼ毎日 週に３～４回 週に１～２回 月に１～３回

年に数回 外出していない 無回答

〈単数回答〉

37.0

30.5

21.7

14.8

12.9

10.3

4.8

2.2

1.5

4.8

5.1

0% 20% 40%

家族などが運転する自動車

自分で運転する自動車

自転車

施設などの送迎バス

タクシー

路線バス

鉄道

オートバイ

利用しない

その他

無回答

〈複数回答〉 n=1,385



73 
 

・外出
がいしゅつ

する時
とき

に困
こま

ることとしては、「困
こま

ったときに助
たす

けてくれる人
ひと

がいるとは限
かぎ

らない」が

21.9％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「道
どう

路
ろ

などに段
だん

差
さ

がある」が 19.8％、「階
かい

段
だん

の上
のぼ

り下
お

りが難
むずか

し

い」が 18.8％となっています。 

Q 外 出
がいしゅつ

するときに、困
こま

ることや不安
ふ あ ん

に思
おも

うことは何
なん

ですか。 

 

  

21.9

19.8

18.8

15.3

13.9

13.5

13.4

12.8

12.5

11.6

11.0

10.4

10.2

9.4

5.8

4.8

4.8

3.9

2.0

1.2

10.8

19.0

0% 20% 40%

困ったときに助けてくれる人がいるとは限らない

道路などに段差がある

階段の上り下りが難しい

休憩できるベンチなどが少ない

交通費などがかかる

コミュニケーションがとりにくい

人目が気になる

障がい者専用駐車場が少ない

利用できるトイレが少ない

歩道がせまい

一緒に行く仲間がいない

交通機関の乗り降りが難しい

手すりなどがない

買い物や食事をするのが難しい

信号が早く変わるので、渡れない

道路に放置自転車など障害物が多い

外出の介助者がいない

標識や案内表示がわかりにくい

視覚障がい者用信号が少ない

点字ブロックが不十分

その他

無回答

〈複数回答〉 n=1,385



74 
 

＜障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

＞ 

・１週間
しゅうかん

の外 出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

については、「毎日
まいにち

」が 51.0％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「３～６日
にち

」が

32.9％、「１・２日
にち

」が 10.9％となっています。 

Q お子
こ

さんの 1週 間
しゅうかん

の外 出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

はどのくらいですか。 

 

 

・外出
がいしゅつ

の目的
もくてき

は、「通園
つうえん

・通学
つうがく

」が 86.6％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「買
か

い物
もの

」が 51.6％、「通所
つうしょ

」

が 29.6％となっています。 

Q どのような目
もく

的
てき

で外
がい

出
しゅつ

することが多
おお

いですか。 

 

  

51.0 32.9 10.9 3.5 1.6

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

n=431

毎日 ３～６日 １・２日 まったく外出しない 無回答

〈単数回答〉

86.6

51.6

29.6

23.2

21.3

20.0

11.7

9.0

1.0

0.0

7.8

0.7

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

通園・通学

買い物

通所

医療機関への受診

散歩

友人・知人と遊ぶ

趣味・スポーツ

訓練、リハビリテーション

グループ活動

通勤

その他

無回答

〈複数回答〉 n=409



75 
 

・外出
がいしゅつ

する際
さい

の移動
い ど う

手段
しゅだん

については、「自家用車
じ か よ う し ゃ

」が 84.6％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「徒歩
と ほ

」が

34.5％、「自転車
じてんしゃ

」が 23.5％となっています。 

Q 通園
つうえん

・通学
つうがく

等
とう

を除
のぞ

き、外 出
がいしゅつ

する場合
ば あ い

の主
おも

な移動
い ど う

手段
しゅだん

は何
なん

ですか。 

 

 

 

  

84.6

34.5

23.5

11.0

4.9

3.2

2.0

1.7

0.0

0.7

0.5

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

自家用車

徒歩

自転車

施設の送迎車

バス

鉄道

車いす

タクシー

福祉有償運送

その他

無回答

〈複数回答〉 n=409



76 
 

（５）災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・災害
さいがい

時
じ

にひとりでの避難
ひ な ん

については、「できる」が 33.6％、「できない」が 40.9％となって

います。 

Q 台風
たいふう

や地震
じ し ん

などの災害
さいがい

時
じ

に、ひとりで避難
ひ な ん

できますか。 

 

 

 

・希望
き ぼ う

する支援
し え ん

体制
たいせい

は、「 障
しょう

がい者
しゃ

に配慮
はいりょ

した避難所
ひなんじょ

運営
うんえい

」が 44.9％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで

「避難所
ひなんじょ

への誘導
ゆうどう

」が 41.0％、「災害
さいがい

発生
はっせい

の連絡
れんらく

」が 37.7％となっています。 

Q 災害
さいがい

の支援
し え ん

体制
たいせい

については、どのようなものを希望
き ぼ う

しますか。 

 

33.6 40.9 21.2 4.3

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

n=1385

できる できない わからない 無回答

〈単数回答〉

44.9

41.0

37.7

33.4

27.5

21.3

6.4

10.5

0% 20% 40% 60%

障がい者に配慮した避難所運営

避難所への誘導

災害発生の連絡

障がい者に配慮した備蓄品の確保

災害時の安否確認

避難所のバリアフリー化

その他

無回答

〈複数回答〉 n=1,385



77 
 

・災
さい

害
がい

時
じ

に困
こま

ることとしては、「特
とく

に困
こま

ったことはなかった」が 39.9％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで

「パニックになった」が 13.7％、「災害
さいがい

が発生
はっせい

したことや正確
せいかく

な情報
じょうほう

を知
し

ることができな

かった」が 12.1％の順
じゅん

となっています。 

Q 実際
じっさい

に体験
たいけん

した災害
さいがい

で困
こま

ったことはありましたか。 

 

 

・避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

登録
とうろく

制度
せ い ど

について、「知
し

らない」が 68.3％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「知
し

って

いるが登録
とうろく

はしていない」が 10.5％、「聞
き

いたことはあるが内
ない

容
よう

は知
し

らない」が 10.3％と

なっています。 

Q 避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

登録
とうろく

制度
せ い ど

を知
し

っていますか。 

 

  

13.7

12.1

8.9

5.6

5.1

3.5

2.0

11.8

39.9

20.0

0% 20% 40% 60%

パニックになった

災害が発生したことや正確な情報を知ることが

できなかった

避難することができなかった

助けを求めたり、自分の意思を伝えることが

できなかった

食料や薬等の必需品が手に入らなかった

誰とも連絡を取ることができなかった

必要な医療や介助を受けることができなかった

その他

特に困ったことはなかった

無回答

〈複数回答〉 n=1,385

4.3 10.5 10.3 68.3 6.6

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

n=1385

知っていて登録している 知っているが登録はしていない

聞いたことはあるが内容は知らない 知らない

無回答

〈単数回答〉



78 
 

＜障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

＞ 

・災害
さいがい

時
じ

におけるお子
こ

さんの援護
え ん ご

について、不安
ふ あ ん

に感
かん

じていることとしては、「 障
しょう

がい特性
とくせい

のため、大勢
おおぜい

の人
ひと

や知
し

らない人
ひと

と一緒
いっしょ

の場所
ば し ょ

にいることができない」が 39.9％と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「 周
しゅう

囲
い

とコミュニケーションがとれない」が 32.0％、「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

（トイレな

ど）や生活
せいかつ

環 境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

」が 27.6％となっています。 

Q 災害
さいがい

時
じ

におけるお子
こ

さんの援護
え ん ご

について、どのようなことに不安
ふ あ ん

を感
かん

じますか。 

 

 

  

39.9

32.0

27.6

23.9

19.3

14.2

13.7

5.1

3.5

7.4

26.9

2.6

0% 20% 40% 60%

障がい特性のため、大勢の人や知らない

人と一緒の場所にいることができない

周囲とコミュニケーションがとれない

避難場所の設備（トイレなど）や

生活環境が不安

迅速に避難することができない

投薬や治療が受けられない

被害状況、避難場所などの情報が

入手できない

救助を求めることができない

補装具や日常生活用具が入手できない

補装具の使用が困難になる

その他

特にない

無回答

〈複数回答〉 n=431



79 
 

・災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

について、市
し

や地域
ち い き

に求
もと

める支
し

援
えん

や配慮
はいりょ

については、「 障
しょう

がいなどに対応
たいおう

し

た避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

」が 49.2％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「災
さい

害
がい

情
じょう

報
ほう

や避
ひ

難
なん

情
じょう

報
ほう

が確
かく

実
じつ

に得
え

られ

る環
かん

境
きょう

づくり」が 39.4％、「障
しょう

がい児
じ

をめぐる家族
か ぞ く

・地域
ち い き

・学校
がっこう

・職場
しょくば

・医療
いりょう

機関
き か ん

などの

連絡
れんらく

体制
たいせい

の確保
か く ほ

」が 31.6％となっています。 

Q 災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

について、市
し

や地域
ち い き

に、どのような支援
し え ん

や配慮
はいりょ

を求
もと

めますか。 

 

 

  

49.2

39.4

31.6

30.9

19.7

16.9

16.5

14.6

13.7

11.6

4.6

1.4

15.3

4.4

0% 20% 40% 60%

障がいなどに対応した避難場所の確保

災害情報や避難情報が確実に得られる環境づくり

障がい児をめぐる家族・地域・学校・職場・医療機関

などの連絡体制の確保

障がいなどに対応した治療、薬、非常食などの確保

日頃から避難施設になじんでおけるような機会

災害時要援護者を支援できる災害ボランティアの確保

公的機関による支援体制の確保

障がい児などを加えた地域で行う防災訓練・避難訓練

の実施

避難先における介助支援体制の確保

地域住民同士の日頃からの関係づくりと地域の中の

支援体制づくり

避難路や避難施設のバリアフリー化

その他

特にない

無回答

〈複数回答〉 n=431
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＜一般
いっぱん

市民
し み ん

＞ 

・災害
さいがい

時
じ

における地域
ち い き

に住
す

んでいる 障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

については、「できるだけ支
し

援
えん

をしたいと思
おも

う」が 72.1％、「自
じ

分
ぶん

には厳
きび

しいと思
おも

う」が 24.4％となっています。 

Q 災害
さいがい

時
じ

における、地域
ち い き

に住
す

んでいる 障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

（安否
あ ん ぴ

の声
こえ

かけや避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

など）について、 

どのように思
おも

いますか。 

 

 

 

  

72.1 24.4 3.5

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

n=578

できるだけ支援をしたいと思う 自分には厳しいと思う 無回答

〈単数回答〉



81 
 

（６）相談
そうだん

・情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・相談
そうだん

相手
あ い て

については、「家族
か ぞ く

」が 57.3％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「診
しん

療
りょう

所
じょ

や 病
びょう

院
いん

の医
い

師
し

など」

が 24.2％、「友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」が 16.7％となっています。 

Q 障
しょう

がいに関
かん

する悩
なや

みや困
こま

りごとを、だれに相
そう

談
だん

していますか。 

 

  

57.3

24.2

16.7

16.0

11.0

8.2

7.7

4.5

3.5

3.2

2.7

2.4

2.1

2.1

0.7

0.6

11.6

3.9

6.8

4.3

0% 20% 40% 60% 80%

家族

診療所や病院の医師など

友人・知人

福祉施設の職員

相談支援事業所の職員

親戚

市役所（支所・出張所を含む）の職員

職場・学校関係の人

身体・知的障がい者相談員

ホームヘルパー

近所の人

障がい者団体の人

社会福祉協議会の職員

民生委員・児童委員

保健所・児童相談所の職員

市政協力員（区長・町内会長等）

だれにも相談しない

相談する必要がない

その他

無回答

〈複数回答〉 n=1,385
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・ 情
じょう

報
ほう

を知
し

る手
しゅ

段
だん

については、「市
し

の広
こう

報
ほう

」が 32.3％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「病
びょう

院
いん

などの医
い

療
りょう

機
き

関
かん

」が 22.0％、「どこからも得
え

ていない」が 17.9％となっています。 

Q 障
しょう

がい福
ふく

祉
し

に関
かん

する 情
じょう

報
ほう

を、どこから得
え

ていますか。 

 

  

32.3

22.0

15.2

14.6

13.7

9.3

7.9

6.0

4.4

4.2

3.8

3.5

3.4

3.1

2.3

2.3

1.6

0.9

0.6

3.1

17.9

6.2

0% 20% 40%

市の広報

病院などの医療機関

家族や友人

テレビ

福祉施設

新聞・雑誌

インターネット

市の窓口

身体・知的障がい者相談員

障がい者団体

一般相談支援事業所

市のホームページ

ラジオ

県の広報

社会福祉協議会

職場

民生委員・児童委員

学校

保健所・児童相談所の窓口

その他

どこからも得ていない

無回答

〈複数回答〉 n=1,385



83 
 

＜障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

＞ 

・お子
こ

さんについての悩
なや

みや困
こま

ったことの相
そう

談
だん

相
あい

手
て

は、「同
どう

居
きょ

の家
か

族
ぞく

」が 62.4％と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「放
ほう

課
か

後
ご

等
とう

デイサービスなどの職員
しょくいん

」が 47.1％、「小中学校
しょうちゅうがっこう

の先生
せんせい

」が 41.8％と

なっています。 

Q お子
こ

さんについての悩
なや

みや困
こま

ったことをどなたに相談
そうだん

していますか。 

 

 

62.4

47.1

41.8

41.3

33.2

30.4

26.9

11.4

6.0

4.9

3.9

3.5

3.2

3.2

2.8

2.3

2.3

2.3

0.9

0.2

5.6

3.9

1.2

0% 20% 40% 60% 80%

同居の家族

放課後等デイサービスなどの職員

小中学校の先生

友人・知人

相談支援事業所

かかりつけの医師や看護師

近所の別居家族や親戚

幼稚園、保育園の先生

病院の医療ソーシャルワーカー

高校の先生

障がい者団体や家族会

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

市役所健康推進課（保健センター）

子育て支援センター

市役所障がい者支援課

近所の人

発達障がい者支援センター（わるつ）

インターネット上のコミュニティ

保健所

民生委員・児童委員

その他

特にいない

無回答

〈複数回答〉 n=431
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・ 情
じょう

報
ほう

を知
し

る手
しゅ

段
だん

については、「サービス事業所
じぎょうしょ

の人
ひと

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

」が 42.0％と 最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「インターネット」が 37.8％、「相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

」が 28.3％となっています。 

Q 障
しょう

がいのことや福祉
ふ く し

サービスに関
かん

する 情
じょう

報
ほう

を、どこから知
し

ることが多
おお

いですか。 

 

  

42.0

37.8

28.3

27.4

22.7

22.7

20.4

9.5

5.8

4.4

4.2

0.2

2.6

3.0

0% 20% 40% 60%

サービス事業所の人や施設職員

インターネット

相談支援事業所

家族や親戚、友人・知人

かかりつけの医師や看護師

学校や保育施設の職員

本、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ

広報

障がい者団体や家族会（団体の機関誌など）

病院の医療ソーシャルワーカー

行政機関の相談窓口

民生委員・児童委員

その他

無回答

〈複数回答〉 n=431
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＜一般
いっぱん

市民
し み ん

＞ 

・ 情
じょう

報
ほう

を知
し

る手
しゅ

段
だん

については、「市
し

の広報
こうほう

」が 40.5％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「テレビ」が

29.1％、「新聞
しんぶん

・雑誌
ざ っ し

」が 25.4％となっています。 

Q 障
しょう

がいのある人
ひと

の福祉
ふ く し

に関
かん

する 情
じょう

報
ほう

を、どこから得
え

ていますか。 

 

 

 

 

 

 

40.5

29.1

25.4

23.2

15.6

12.8

10.6

8.1

7.4

6.4

6.1

5.4

4.7

4.5

3.8

2.8

2.6

2.6

1.7

17.3

4.2

0% 20% 40% 60%

市の広報

テレビ

新聞・雑誌

家族や友人

インターネット

病院などの医療機関

福祉施設

職場

市のホームページ

相談支援事業所

県の広報

学校

社会福祉協議会

ラジオ

市の窓口

障がい者団体

保健所・児童相談所の窓口

身体・知的障がい者相談員

その他

どこからも得ていない

無回答

〈複数回答〉 n=578



86 
 

（７）虐待
ぎゃくたい

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・虐待
ぎゃくたい

されたことの有無
う む

については、「ある」が 12.8％、「ない」が 79.6％となっています。 

Q これまでに虐 待
ぎゃくたい

をされたと感
かん

じたことがありますか。 

 

 
 

○だれから 

「家族
か ぞ く

」が 45.8％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「学校
がっこう

や施設
し せ つ

の職員
しょくいん

」が 22.0％、「勤務先
きんむさき

の

経営者
けいえいしゃ

・同 僚
どうりょう

」が 21.5％となっています。 

Q だれから虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けましたか。 

 

12.8 79.6 7.7

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

n=1385

ある ない 無回答

〈単数回答〉

45.8

22.0

21.5

10.7

10.2

7.3

0.6

14.7

1.1

0% 20% 40% 60%

家族

学校や施設の職員

勤務先の経営者・同僚

医療機関の職員

近隣の人

知らない人

ボランティア

その他

無回答

〈複数回答〉 n=177



87 
 

○どのようなこと 

「心
しん

理
り

的
てき

虐
ぎゃく

待
たい

（怒
ど

鳴
な

る・ののしるなど）」が 64.4％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「身
しん

体
たい

的
てき

虐
ぎゃく

待
たい

（殴
なぐ

る・叩
たた

くなど）」が 41.2％となっています。 

Q どのような虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けましたか。 

 

 

・障
しょう

がいがあることで無関心
むかんしん

や偏見
へんけん

、差別
さ べ つ

を感
かん

じたことがある人
ひと

が 30.7％となっています。 

Q 日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や地域
ち い き

で、 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して、無関心
むかんしん

や偏見
へんけん

、差別
さ べ つ

を感
かん

じたことがありますか。 

 

  

64.4

41.2

10.2

6.8

6.8

14.1

5.1

0% 20% 40% 60% 80%

心理的虐待（怒鳴る・ののしるなど）

身体的虐待（殴る・叩くなど）

経済的虐待（自分のお金を使わせないなど）

性的虐待（性交・裸にするなど）

放棄・放任（食事を十分に与えない、汚れた服を

着せ続けるなど）

その他

無回答

〈複数回答〉 n=177

30.7 61.1 8.2

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

n=1385

ある ない 無回答

〈単数回答〉



88 
 

・無関心
むかんしん

や偏見
へんけん

、差別
さ べ つ

を感
かん

じることとしては、「仕事
し ご と

や収 入
しゅうにゅう

」が 44.7％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

い

で「お店
みせ

などでの応対
おうたい

態度
た い ど

」が 28.9％、「隣
となり

近所
きんじょ

のつきあい」が 27.1％となっています。 

Q どのようなところに、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する無
む

関
かん

心
しん

や偏見
へんけん

、差別
さ べ つ

を感
かん

じますか。 

 

 

・成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

については、「名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

らない」が 41.2％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

っている」が26.8％、「名
な

前
まえ

を聞
き

いたことがあるが、内
ない

容
よう

は知
し

らない」が 24.0％

となっています。 

Q 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

についてご存
ぞん

知
じ

ですか。 

 

  

44.7

28.9

27.1

17.4

13.9

12.5

4.9

12.7

2.6

0% 20% 40% 60%

仕事や収入

お店などでの応対態度

隣近所のつきあい

教育を受ける場

地域行事・地域活動

福祉関係従事者の応対態度

サークル・スポーツへの参加

その他

無回答

〈複数回答〉 n=425

26.8 24.0 41.2 8.1

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

n=1385

名前も内容も知っている

名前を聞いたことがあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない

無回答

〈単数回答〉
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＜障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

＞ 

・差別
さ べ つ

を受
う

けたり、嫌
いや

な思
おも

いをする（した）ことがあるかについては、「少
すこ

しある」が 37.6％

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「ほとんどない」が 32.5％、「ない」が 18.3％となっています。 

Q お子
こ

さんに 障
しょう

がいがあることで、差別
さ べ つ

を受
う

けたり、嫌
いや

な思
おも

いをする（した）ことがありますか。 

 

・「園
えん

や学校
がっこう

」が 65.5％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「買
か

い物
もの

やレジャーなどの外出先
がいしゅつさき

」が 33.0％、

「住
す

んでいる地
ち

域
いき

」が 23.2％となっています。 

Q どのような場所
ば し ょ

や場面
ば め ん

で、差別
さ べ つ

を受
う

けたり、嫌
いや

な思
おも

いをしましたか。 

 

  

9.5 37.6 32.5 18.3 2.1

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

n=431

よくある 少しある ほとんどない ない 無回答

〈単数回答〉

65.5

33.0

23.2

15.8

12.3

7.4

4.9

3.4

3.0

8.9

1.0

0% 20% 40% 60% 80%

園や学校

買い物やレジャーなどの外出先

住んでいる地域

病院などの医療機関

施設や交通機関を利用するとき

仕事を探すとき

職場

情報の取得や利用が必要なとき

住居を探すとき

その他

無回答

〈複数回答〉 n=203



90 
 

・嬉
うれ

しかった、良
よ

かったと感
かん

じた配
はい

慮
りょ

の場
ば

所
しょ

や場
ば

面
めん

は、「園
えん

や学
がっ

校
こう

」が 86.0％と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「病
びょう

院
いん

などの医
い

療
りょう

機
き

関
かん

」が 34.6％、「買
か

い物
もの

やレジャーなどの外出先
がいしゅつさき

」が 15.0％

となっています。 

Q お子
こ

さんに対
たい

する配
はい

慮
りょ

で嬉
うれ

しかった、良
よ

かったと感
かん

じた場合
ば あ い

は、どのような場所
ば し ょ

や場面
ば め ん

で感
かん

じましたか。 

 

 

・嬉
うれ

しかった、良
よ

かったと感
かん

じた配
はい

慮
りょ

の内容
ないよう

は、「 障
しょう

がいの特性
とくせい

について正
ただ

しく理
り

解
かい

してく

れた」が 59.1％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「 障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず同
どう

様
よう

の対応
たいおう

をしてくれた」

が 48.2％、「困
こま

っているときに声
こえ

をかけてくれた」が 38.5％となっています。 

Q 嬉
うれ

しかった、良
よ

かったと感
かん

じた配
はい

慮
りょ

の内
ない

容
よう

はどのようなことですか。 

 

 

  

86.0

34.6

15.0

14.0

10.0

7.6

2.0

1.0

0.0

1.3

0.7

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

園や学校

病院などの医療機関

買い物やレジャーなどの外出先

職場

住んでいる地域

施設や交通機関を利用するとき

情報の取得や利用が必要なとき

仕事を探すとき

住居を探すとき

その他

無回答

〈複数回答〉 n=301

59.1

48.2

38.5

2.7

1.3

1.0

9.3

3.7

0% 20% 40% 60% 80%

障がいの特性について正しく理解してくれた

障がいの有無に関わらず同様の対応をしてくれた

困っているときに声をかけてくれた

エレベーターやスロープなどの設備が整っていた

意思疎通に関するサービス（代読や代筆、

手話通訳、要約筆記）が用意されていた

文書・音声案内や電光掲示板など、情報提供に

ついての配慮がされていた

その他

無回答

〈複数回答〉 n=301
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＜一般
いっぱん

市民
し み ん

＞ 

・自
じ

分
ぶん

の中
なか

に 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

しての偏
へん

見
けん

や差
さ

別
べつ

があるかについては、、「ほとんどない」

が 36.5％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「ない」が 34.3％、「少
すこ

しはある」が 23.4％となっています。 

Q 自分
じ ぶ ん

の中
なか

に 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して偏
へん

見
けん

や差別
さ べ つ

があると思
おも

いますか。 

 
 

・合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をしないことが差別
さ べ つ

にあたることが法律
ほうりつ

で定
さだ

められたことについては、「知
し

らな

い」が 45.5％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「聞
き

いたことがある」が 30.4％、「知
し

っている」が

21.3％となっています。 

Q 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をしないことが差別
さ べ つ

にあたることが法律
ほうりつ

で定
さだ

められたことを知
し

っていますか。  

 
  

2.6 23.4 36.5 34.3 3.3

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

n=578

ある 少しはある ほとんどない ない 無回答

〈単数回答〉

21.3 30.4 45.5 2.8

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

n=578

知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

〈単数回答〉
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・ 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する無
む

関
かん

心
しん

や偏見
へんけん

、差別
さ べ つ

を感
かん

じるところは、「仕事
し ご と

や 収 入
しゅうにゅう

」が

64.3％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「お店
みせ

などでの応対
おうたい

態度
た い ど

」が 32.6％、「 教
きょう

育
いく

を受
う

ける場
ば

」が

29.5％となっています。 

Q どのようなところに、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する無
む

関
かん

心
しん

や偏見
へんけん

、差別
さ べ つ

を感
かん

じますか。 

 

 

・「障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」では、家庭
か て い

や施設
し せ つ

、職場
しょくば

で 障
しょう

がいのある人
ひと

が虐待
ぎゃくたい

されている 疑
うたが

いがあったら通報
つうほう

する義務
ぎ む

については、「知
し

っている」が 39.1％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「聞
き

いたことがある」が 31.5％、「知
し

らない」が 26.8％となっています。 

Q 「障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」では、家庭
か て い

や施設
し せ つ

、職場
しょくば

で 障
しょう

がいのある人
ひと

が虐 待
ぎゃくたい

されている 疑
うたが

いがあったら、 

通報
つうほう

する義務
ぎ む

があります。あなたは知
し

っていましたか。 

 
  

64.3

32.6

29.5

26.8

19.2

14.7

10.7

7.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

仕事や収入

お店などでの応対態度

教育を受ける場

隣近所のつきあい

地域行事・地域活動

サークル・スポーツへの参加

福祉関係従事者の応対態度

その他

無回答

〈複数回答〉 n=224

39.1 31.5 26.8 2.6

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

n=578

知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

〈単数回答〉
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・通報
つうほう

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

である「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター」について、「知
し

らない」が 66.1％と

最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「知
し

っているが、利
り

用
よう

したことはない」が 30.4％、「利用
り よ う

したことがあ

る、または現在
げんざい

利用
り よ う

している」が 0.7％となっています。 

Q 障
しょう

がい者
しゃ

虐 待
ぎゃくたい

に関
かん

する通
つう

報
ほう

や相談
そうだん

窓口
まどぐち

である「障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター」を知
し

っていますか。 

また、利用
り よ う

したことはありますか。 

 
 

 

  

0.7 30.4 66.1 2.8

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

n=578

利用したことがある、または現在利用している

知っているが、利用したことはない

知らない

無回答

〈単数回答〉
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（８）障
しょう

がいへの理解
り か い

と交流
こうりゅう

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・「障
しょう

がい者
しゃ

サポーター制度」については、「名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

らない」が 68.0％と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「名
な

前
まえ

を聞
き

いたことがあるが、内
ない

容
よう

は知
し

らない」が 19.2％、「名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

ってい

る」が 5.1％となっています。 

Q 八代市
やつしろし

では 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する市
し

民
みん

の理解
り か い

を深
ふか

めるためや 障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進
すす

めることなどを目的
もくてき

とした 

「 障
しょう

がい者
しゃ

サポーター制度
せ い ど

」を実施
じ っ し

しています。この制度
せ い ど

を知
し

っていますか。 

 

 

・ 障
しょう

がいに対
たい

する市
し

民
みん

の理解
り か い

を深
ふか

めるために必要
ひつよう

なこととしては、「 障
しょう

がいのある人
ひと

との

交流
こうりゅう

を通
つう

じた障
しょう

がいへの理解
り か い

の促進
そくしん

」が 32.9％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「障
しょう

がいや障
しょう

がい

者
しゃ

の福
ふく

祉
し

についての啓
けい

発
はつ

」が 32.6％、「学校
がっこう

における福祉
ふ く し

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

」が 29.7％となって

います。 

Q 障
しょう

がいに対
たい

する市
し

民
みん

の理
り

解
かい

を深
ふか

めるために、何
なに

が必
ひつ

要
よう

と思
おも

いますか。 

 

5.1 19.2 68.0 7.7

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

n=1385

名前も内容も知っている

名前を聞いたことがあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない

無回答

〈単数回答〉

32.9

32.6

29.7

24.6

21.6

18.2

17.8

8.7

19.8

0% 20% 40%

障がいのある人との交流を通じた

障がいへの理解の促進

障がいや障がい者の福祉についての啓発

学校における福祉教育の充実

障がいのある人に対してのボランティア活動や

ボランティア人材育成への支援

障がいのある人の地域活動への参加機会の促進

福祉施設の開放や地域住民との交流機会の促進

障がいに関する講演会や学習会の開催

その他

無回答

〈複数回答〉 n=1,385
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＜一般
いっぱん

市民
し み ん

＞ 

・家族
か ぞ く

以外
い が い

の障
しょう

がいのある人
ひと

と交 流
こうりゅう

については、「仕事上
しごとじょう

で接
せっ

したことがある」が 25.3％と

最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「学
がっ

校
こう

や 職
しょく

場
ば

で一
いっ

緒
しょ

だったことがある」が 19.2％、「あいさつをする

程度
て い ど

である」が 16.6％となっています。内容
ないよう

は、「話
はなし

をしたり相談
そうだん

を受
う

けた」が 37.2％と

最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「レクリエーションを通
とお

した交
こう

流
りゅう

をした」が 20.8％、「 祭
まつり

などのイベ

ントで交流
こうりゅう

した」が 15.3％となっています。 

Q 家族
か ぞ く

以外
い が い

の 障
しょう

がいのある人
ひと

と、交 流
こうりゅう

があります（ました）か。 

 

Q 家族
か ぞ く

以外
い が い

の 障
しょう

がいのある人
ひと

と、どのような交 流
こうりゅう

がありましたか。 

 

  

25.3

19.2

16.6

14.9

9.0

9.0

6.6

31.3

3.1

0% 20% 40%

仕事上で接したことがある

学校や職場で一緒だったことがある

あいさつをする程度である

友人として付き合いがある

ボランティア活動で交流したことがある

学校の活動の一環で交流したことがある

その他

交流はない

無回答

〈複数回答〉 n=578

37.2

20.8

15.3

12.7

11.6

9.0

8.2

5.3

3.4

1.8

24.0

5.8

0% 20% 40%

話をしたり相談を受けた

レクリエーションを通した交流をした

祭などのイベントで交流した

外出など余暇活動をともに楽しんだ

まちで困っている人を助けた

スポーツを通した交流をした

トイレや入浴の介護や介助をした

家事手伝いなど生活の支援をした

芸術活動を通した交流をした

手話通訳・点訳・朗読などのボランティアをした

その他

無回答

〈複数回答〉 n=379
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・交流
こうりゅう

がない理由
り ゆ う

は、「接
せっ

する機
き

会
かい

やきっかけがなかった」が 79.6％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで

「どのようにして良
よ

いかわからない」が 8.8％、「おせっかいのような気
き

がする」が 5.0％

となっています。 

Q 家族
か ぞ く

以外
い が い

の 障
しょう

がいのある人
ひと

と交 流
こうりゅう

がないのは、どのような理由
り ゆ う

からですか。 

 

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する福
ふく

祉
し

の関心
かんしん

については、「ある程度
て い ど

関心
かんしん

がある」が 58.7％と最
もっと

も

高
たか

く、次
つ

いで「あまり関心
かんしん

がない」が 21.1％、「大変
たいへん

関心
かんしん

がある」が 13.0％となっていま

す。 

Q 障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する福
ふく

祉
し

に関心
かんしん

をお持
も

ちですか。 

 
  

79.6

8.8

5.0

2.2

0.0

5.5

9.9

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

接する機会やきっかけがなかった

どのようにして良いかわからない

おせっかいのような気がする

関心がない

恥ずかしさを感じる

その他

無回答

〈複数回答〉 n=181

13.0 58.7 21.1 3.8 3.5

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

n=578

大変関心がある ある程度関心がある あまり関心がない

関心がない 無回答

〈単数回答〉
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・「障
しょう

がい者
しゃ

サポーター制度
せ い ど

」については、「名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

らない」が 52.9％と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「名前
な ま え

を聞
き

いたことがあるが、内容
ないよう

は知
し

らない」が 36.5％、「名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

ってい

る」が 7.6％となっています。 

Q 八
やつ

代市
し ろ し

では 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する市
し

民
みん

の理解
り か い

を深
ふか

めるためや 障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進
すす

めることなどを目的
もくてき

とした 

「 障
しょう

がい者
しゃ

サポーター制度
せ い ど

」を実施
じ っ し

しています。この制度
せ い ど

を知
し

っていますか。 

 
  

7.6 36.5 52.9 2.9

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

n=578

名前も内容も知っている

名前を聞いたことがあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない

無回答

〈単数回答〉
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・ 障
しょう

がいに対
たい

する市
し

民
みん

の理解
り か い

を深
ふか

めるために必要
ひつよう

なこととしては、「学校
がっこう

における福祉
ふ く し

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

」が 56.6％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「障
しょう

がいのある人
ひと

との交流
こうりゅう

を通
つう

じた障
しょう

がいへの

理解
り か い

の促進
そくしん

」が 42.7％、「障
しょう

がいや障
しょう

がい者
しゃ

の福祉
ふ く し

についての啓発
けいはつ

」が 42.2％となってい

ます。 

Q 障
しょう

がいに対
たい

する市
し

民
みん

の理
り

解
かい

を深
ふか

めるために、何
なに

が必
ひつ

要
よう

と思
おも

いますか。 

 

 

 

 

  

56.6

42.7

42.2

35.6

29.6

26.3

19.6

3.6

6.1

0% 20% 40% 60%

学校における福祉教育の充実

障がいのある人との交流を通じた障がいへの

理解の促進

障がいや障がい者の福祉についての啓発

障がいのある人の地域活動への参加機会の促進

障がいのある人に対してのボランティア活動や

ボランティア人材育成への支援

福祉施設の開放や地域住民との交流機会の促進

障がいに関する講演会や学習会の開催

その他

無回答

〈複数回答〉 n=578
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（９）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

の認定
にんてい

を受
う

けている人
ひと

は、13.7％となっています。 

Q 障 害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

の認定
にんてい

を受
う

けていますか。 

 

 

 

  

1.9

3.3

1.9

1.5

2.2

2.9

63.3

23.0

0% 20% 40% 60% 80%

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

受けていない

無回答

〈単数回答〉 n=1,385
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・現在
げんざい

の利用
り よ う

が多
おお

いサービスは、「就労
しゅうろう

系
けい

サービス（ 就
しゅう

労
ろう

移
い

行
こう

支
し

援
えん

、 就
しゅう

労
ろう

継
けい

続
ぞく

支
し

援
えん

Ａ型
がた

・

Ｂ型
かた

、就 労
しゅうろう

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

等
とう

）」が 15.2％、「通所
つうしょ

系
けい

サービス（生活
せいかつ

介護
か い ご

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

、生活
せいかつ

訓練
くんれん

等
など

）」が 11.9％となっています。 

Q どのようなサービスを利用
り よ う

していますか。 

 

・今後
こ ん ご

の利用
り よ う

意向
い こ う

としては、「新
あら

たに利用
り よ う

する予定
よ て い

または、今
いま

よりも利用
り よ う

を増
ふ

やす予
よ

定
てい

」につ

いては、「相談
そうだん

系
けい

サービス」（5.1％）、「就労
しゅうろう

系
けい

サービス」（4.3％）、「短期
た ん き

入所
にゅうしょ

サービス」

（3.5％）の項目
こうもく

が高
たか

くなっています。 

Q 今
こん

後
ご

3年
ねん

以内
い な い

の利用
り よ う

意向
い こ う

について 

 

15.2

11.9

9.7

7.7

6.1

4.9

4.0

48.3

10.3

0% 20% 40% 60%

就労系サービス（就労移行支援、就労継

続支援Ａ型・Ｂ型、就労定着支援等）

通所系サービス（生活介護、自立訓練、

生活訓練等）

入所・入居系サービス（施設入所支援、

グループホーム等）

相談系サービス（計画相談支援、

障害児相談支援等）

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問

介護、行動援護、同行援護等）

短期入所（ショートステイ）

その他

利用していない

無回答

〈複数回答〉 n=1,385

2.5

2.5

4.3

5.1

3.5

6.7

11.1

10.4

17.1

4.8

0.5

0.2

0.6

0.4

0.1

49.4

46.1

42.9

36.0

49.2

40.9

40.1

41.7

41.4

42.5

訪問系サービス

通所系サービス

就労系サービス

相談系サービス

短期入所サービス

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

新たに利用する予定または、今よりも利用を増やす予定

今と同じくらい利用する予定

今よりも利用を減らす予定

利用予定がない

無回答

〈単数回答〉n=1,385
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＜障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

＞ 

・今後
こ ん ご

利用
り よ う

させたいサービスは、「学
がっ

校
こう

授
じゅ

業
ぎょう

終
しゅう

了
りょう

後
ご

などに児
じ

童
どう

を預
あず

かり、機
き

能
のう

訓
くん

練
れん

や社
しゃ

会
かい

交
こう

流
りゅう

支
し

援
えん

を 行
おこな

うサービス」が 41.1％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

や能力
のうりょく

訓練
くんれん

や、就 労
しゅうろう

機会
き か い

の提 供
ていきょう

を行
おこな

うサービス」が 40.8％、「特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

など、学校
がっこう

生活
せいかつ

を

支援
し え ん

するサービス」が 39.4％となっています。 

Q お子
こ

さんに今後
こ ん ご

利用
り よ う

させたいサービスはどのようなサービスですか。 

 

 

  

41.1

40.8

39.4

36.2

13.2

11.4

9.7

9.3

9.0

7.9

6.7

6.3

5.1

5.1

2.1

1.4

19.0

1.2

0% 20% 40% 60%

学校授業終了後などに児童を預かり、機能訓練や社会交流

支援を行うサービス

就労に必要な知識や能力訓練や、就労機会の提供を行う

サービス

特別支援学級など、学校生活を支援するサービス

自立を目指した身体機能や生活能力の向上を行うサービス

福祉や介護に関する相談に応じ、情報提供や助言を行う

サービス

地域や社会との交流機会を提供するサービス

グループホームなどで共同生活を行うサービス

介護者の病気などの際、一時的に施設などで短期間

入所するサービス

保育所、幼稚園などにおいて障がい児への支援を行う

サービス

外出時の同行など、移動の支援を行うサービス

医療機関などで機能訓練や看護などを行うサービス

施設などに入所、常に日常生活の支援を行うサービス

日常生活を支援する用具（紙おむつ、チャッカ靴、

車いすなど）を提供するサービス

自宅や通所先で医療的ケアを受けることができるサービス

自宅にヘルパーが訪問し、入浴や食事などの介助を行う

サービス

その他

特にない

無回答

〈複数回答〉 n=431
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（10）子
こ

どもの発育
はついく

・発達
はったつ

について 

＜障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

＞ 

・お子
こ

さんの 障
しょう

がいがわかった（診断
しんだん

を受
う

けた）時期
じ き

については、「３歳
さい

～５歳
さい

」が 47.3％

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「０歳
さい

～２歳
さい

」が 18.6％、「６歳
さい

～１１歳
さい

」が 16.9％となっています。 

Q お子
こ

さんの 障
しょう

がいがわかった（診断
しんだん

を受
う

けた）時期
じ き

はいつですか。 

 

 

・お子
こ

さんの 障
しょう

がいがわかった（診断
しんだん

を受
う

けた）きっかけについては、「家族
か ぞ く

が気付
き づ

いた」

が 38.5％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「保育
ほ い く

園
えん

、幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

の教師
きょうし

などから 話
はなし

があった」が

30.6％、「定期
て い き

健
けん

診
しん

（乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

）で話
はなし

があった」が 27.1％となっています 

Q お子
こ

さんの 障
しょう

がいがわかった（診断
しんだん

を受
う

けた）きっかけは何
なん

ですか。 

 

 

  

11.4 18.6 47.3 16.9

2.8
0.5

2.6

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

n=431

生まれた時から ０歳～２歳 ３歳～５歳 ６歳～１１歳

１２歳～１４歳 １５歳～１７歳 無回答

〈単数回答〉

38.5

30.6

27.1

25.1

1.2

5.1

2.6

0% 20% 40% 60%

家族が気付いた

保育園、幼稚園、学校の教師などから

話があった

定期健診（乳幼児健康診査）で話があった

病院で医師から話があった

知人から話があった

その他

無回答

〈複数回答〉 n=431
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・医療
いりょう

機関
き か ん

への通院
つういん

または往診
おうしん

については、「定期的
ていきてき

に通院
つういん

しているまたは往診
おうしん

を受
う

けている」

が 62.4％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「特定科
とくていか

を不定期
ふ て い き

で必要
ひつよう

に応
おう

じて受
じゅ

診
しん

している」が18.8％、

「あまり受診
じゅしん

することはないまたは医者
い し ゃ

にかかっていない」が 14.2％となっています。 

Q お子
こ

さんは定期的
ていきてき

に医療
いりょう

機関
き か ん

に通院
つういん

または往診
おうしん

を受
う

けていますか。 

 

 

・医療
いりょう

について困
こま

っていることとしては、「専門的
せんもんてき

な治療
ちりょう

を 行
おこな

う医
い

療
りょう

機
き

関
かん

が少
すく

なく、診療
しんりょう

予約
よ や く

がとりにくい」が 28.3％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「専
せん

門
もん

的
てき

な治
ち

療
りょう

を行
おこな

っている医
い

療
りょう

機
き

関
かん

が身
み

近
ぢか

にない」が 24.8％、「近
きん

所
じょ

に診
み

てくれる医
い

師
し

がいない」が11.6％となっています。 

Q お子
こ

さんの医
い

療
りょう

について困
こま

っていることは何
なん

ですか。 

 

62.4 18.8 14.2

0.7

3.9

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

n=431

定期的に通院しているまたは往診を受けている

特定科を不定期で必要に応じて受診している

あまり受診することはないまたは医者にかかっていない

入院している

無回答

〈単数回答〉

28.3

24.8

11.6

9.5

5.6

3.0

3.0

2.8

1.6

1.4

1.4

5.3

6.5

0% 20% 40%

専門的な治療を行う医療機関が少なく、診療予約が

とりにくい

専門的な治療を行っている医療機関が身近にない

近所に診てくれる医師がいない

いくつもの病院に通わなければならない

受診手続きや案内など障がい者への配慮が不十分

通院するときに付き添いをしてくれる人がいない

気軽に往診を頼める医師がいない

医療費の負担が大きい

診療を断られる

通院する手段がない

定期的に健康診断を受けられない

その他

無回答

〈複数回答〉 n=431
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・現
げん

在
ざい

受
う

けている医
い

療
りょう

的
てき

ケアについては、「ない」が 67.3％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「服薬
ふくやく

管理
か ん り

」

が 16.7％となっています。 

Q お子
こ

さんが現
げん

在
ざい

受
う

けている医
い

療
りょう

的
てき

ケアをお答
こた

えください。 

 

  

67.3

16.7

2.8

2.1

1.9

1.2

0.7

0.5

0.2

0.0

0.0

0.0

7.2

8.1

0% 20% 40% 60% 80%

ない

服薬管理

吸入

吸引

胃ろう・腸ろう

気管切開

人工呼吸器（レスピレーター）

鼻腔経管栄養

ストーマ（人工肛門・人口膀胱）

中心静脈栄養（ＩＶＨ）

透析

カテーテル留置

その他

無回答

〈複数回答〉 n=431
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・悩
なや

んでいること、心配
しんぱい

に思
おも

うこととしては、「お子
こ

さんの将来
しょうらい

の生活
せいかつ

設計
せっけい

について」が

68.7％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「対人
たいじん

関係
かんけい

等
とう

コミュニケーションについて」が 66.6％、「親
おや

亡
な

き後
あと

について」が 53.1％となっています。 

Q お子
こ

さんのことで悩
なや

んでいること、心配
しんぱい

に思
おも

うことはありますか。 

 

  

68.7

66.6

53.1

50.6

46.2

36.9

32.3

31.1

29.7

28.8

28.5

23.2

21.1

19.7

17.4

15.5

11.1

5.6

2.1

3.2

2.1

0% 20% 40% 60% 80%

お子さんの将来の生活設計について

対人関係等コミュニケーションについて

親亡き後について

学習面について

精神面での発達について

園生活・学校生活について

言語発達について

社会参加・地域参加について

就園・就学について

多動や衝動性等の行動について

経済的なことについて

防災や防犯について

運動面での発達について

健康・医療について

身体面での発達について

通園時・通学時の移動手段について

交通の便について

リハビリテーションについて

その他

特に悩んでいることや心配はない

無回答

〈複数回答〉 n=431
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・ 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

として充 実
じゅうじつ

すべきこととしては、「 障
しょう

がいの特性
とくせい

や程度
て い ど

に応
おう

じた障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

」が 60.8％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

（ 働
はたら

くための

訓練
くんれん

や職 業
しょくぎょう

紹 介
しょうかい

、就労後
しゅうろうご

の指導
し ど う

や支援
し え ん

など）」が 56.1％、「学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

も継続
けいぞく

して学
まな

ぶこ

とができる場
ば

・機会
き か い

の充 実
じゅうじつ

」が 54.8％となっています。 

Q 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

として充 実
じゅうじつ

すべきことは何
なん

ですか。 

 

  

60.8

56.1

54.8

48.5

42.9

40.1

36.9

35.0

34.1

20.2

18.3

17.2

16.5

16.2

16.0

14.6

14.2

13.0

11.8

3.2

6.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80%

障がいの特性や程度に応じた障がい児保育・

教育の充実

就労支援の充実（働くための訓練や職業紹介、

就労後の指導や支援など）

学校卒業後も継続して学ぶことができる場・

機会の充実

障がい児に対する社会全体の理解を深めるための

啓発や人権教育の充実

障がい児に対する情報提供や相談窓口の充実

緊急時や災害時の支援体制の充実

学校卒業後に利用する福祉施設の充実

通院・治療のための医療費の助成

障がい児が地域で安心・安全に遊べる場所の充実

障がい児同士や地域の人などと交流できる場の整備

障がい児を支援するボランティアの育成と活動支援

障がいに配慮された公共交通手段の確保

グループホームなどの地域で共同生活できる住まい

の整備

機能回復訓練などリハビリテーションの充実

文化・スポーツ・レクリエーションなどを通じた

社会参加の支援

ホームヘルプやデイサービス、外出支援などの

福祉制度の充実

公共交通機関以外の移動手段の確保

公共施設や道路などのバリアフリー化や

ユニバーサルデザイン化

在宅生活を支えるための医療の充実

その他

特にない

無回答

〈複数回答〉 n=431
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（11）八代市
やつしろし

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

について 

＜18歳
さい

以上
いじょう

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

＞ 

・八代市
やつしろし

の住
す

みやすさについては、「どちらかというと住
す

みやすい」が 38.3％と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「どちらかというと住
す

みにくい」が 22.0％、「住
す

みやすい」が 18.0％となっていま

す。 

Q 八代市
やつしろし

は、 障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

みやすいまちだと思
おも

いますか。 

 

 
 

・住
す

みにくいと思
おも

う点
てん

については、「障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理
り

解
かい

が不
ふ

足
そく

している」が 57.5％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「交通
こうつう

手段
しゅだん

などの移動
い ど う

が不便
ふ べ ん

」が 55.4％、「 障
しょう

がい者
しゃ

が 働
はたら

ける職
しょく

場
ば

が少
すく

ない」が 46.6％となっています。 

Q 八代市
やつしろし

の、 障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

みにくいと思
おも

う点
てん

はどのようなところですか。 

 

18.0 38.3 22.0 6.0 15.7

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

n=1385

住みやすい どちらかというと住みやすい

どちらかというと住みにくい 住みにくい

無回答

〈単数回答〉

57.5

55.4

46.6

32.7

29.6

25.0

22.7

9.0

1.8

0% 20% 40% 60% 80%

障がい者に対する理解が不足している

交通手段などの移動が不便

障がい者が働ける職場が少ない

バリアフリー化が遅れている

障がい者が入所できる施設が少ない

障がい者向けの住宅が少ない

障がい者が通所できる施設が少ない

その他

無回答

〈複数回答〉 n=388
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・今後
こ ん ご

、充 実
じゅうじつ

してほしいことは、「災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

」が 34.6％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「経済的
けいざいてき

な

援助
えんじょ

の充実
じゅうじつ

」が 33.5％、「移動
い ど う

・交通
こうつう

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

」が 32.9％となっています。 

Q 今度
こ ん ど

、 障
しょう

がい者
しゃ

が暮
く

らしやすいまちづくりにあたり、市
し

に特
とく

に充 実
じゅうじつ

してほしいと思
おも

うことは何
なん

ですか。 

 
  

34.6

33.5

32.9

27.4

26.6

25.3

24.8

24.6

22.7

20.7

19.9

15.0

10.8

10.6

9.0

7.2

3.8

12.9

0% 20% 40%

災害時の対応

経済的な援助の充実

移動・交通手段の確保

働く機会の充実

障がい者に対する理解を深める啓発や広報の充実

保健医療サービスの充実

障がい者向け住宅の整備、住宅改造のための支援

入所施設の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援事業の充実

通所施設の充実

バリアフリー・ユニバーサルデザイン化の推進

社会参加、地域参加への支援

民間企業、ＮＰＯ法人などの福祉活動などへの協力

ボランティアの育成や活動への支援財産管理の援助

財産管理の援助

その他

無回答

〈複数回答〉 n=1,385
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＜一般
いっぱん

市民
し み ん

＞ 

・今後
こ ん ご

、 障
しょう

がいのある人
ひと

が暮
く

らしやすいまちづくりにあたり、八代市
やつしろし

に特
とく

に充実
じゅうじつ

してほし

いこととしては、「 働
はたら

く機
き

会
かい

の充実
じゅうじつ

」が 47.1％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「移
い

動
どう

・交
こう

通
つう

手
しゅ

段
だん

の

確
かく

保
ほ

」が 41.3％、「在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

」が 35.6％となっています。 

Q 今後
こ ん ご

、 障
しょう

がいのある人
ひと

が暮
く

らしやすいまちづくりにあたり、市
し

に特
とく

に充 実
じゅうじつ

してほしいと思
おも

うことは何
なん

ですか。 

 
 

 

 

  

47.1

41.3

35.6

33.6

31.5

29.8

29.6

29.4

28.2

24.2

23.4

20.4

16.4

15.9

7.3

2.8

7.8

0% 20% 40% 60%

働く機会の充実

移動・交通手段の確保

在宅福祉サービスの充実

入所施設の充実

障がい者向け住宅の整備、住宅改造のための支援

経済的な援助の充実

障がい者に対する理解を深める啓発や広報の充実

通所施設の充実

バリアフリー・ユニバーサルデザイン化の推進

社会参加、地域参加への支援

保健医療サービスの充実

相談支援事業の充実

ボランティアの育成や活動への支援

民間企業、ＮＰＯ法人などの福祉活動などへの協力

財産管理の援助

その他

無回答

〈複数回答〉 n=578
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５ 関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

・事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

アンケート及
およ

びヒアリング調
ちょう

査
さ

結
けっ

果
か

 

 

（１）団体
だんたい

等
とう

の運営
うんえい

について 

◆主
おも

な意見
い け ん

 

（サービス提供
ていきょう

団体
だんたい

） 

・令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の収支
しゅうし

については、「黒字
く ろ じ

だった」、「ほぼ収支
しゅうし

が均衡
きんこう

した」がともに 30.3%と最
もっと

も

高
たか

く、次
つ

いで「赤
あか

字
じ

だった」が 21.2%となった。 

・サービスの質
しつ

の評価
ひょうか

に関
かん

する取
と

り組
く

みを定期的
ていきてき

に実施
じ っ し

・受
う

けている割合
わりあい

は、自己
じ こ

評価
ひょうか

が

66.7％、利用者
りようしゃ

からの評価
ひょうか

が 51.5％、第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

が 3.0％となった。 

・第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

について「実施
じ っ し

・受
う

ける予
よ

定
てい

はない」と回答
かいとう

した理由
り ゆ う

については、「費用
ひ よ う

がかかり

すぎる」が 62.5%と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「メリットを感
かん

じない」が 25.0%となった。 

・苦情
くじょう

・相談
そうだん

の把握
は あ く

、事故
じ こ

等
とう

、職 員
しょくいん

教育
きょういく

・研修
けんしゅう

、契約
けいやく

、情報
じょうほう

管理
か ん り

への対応
たいおう

については、す

べての回答者
かいとうしゃ

において「対応
たいおう

できている」とする回答
かいとう

が多
おお

くなった。 

・団体
だんたい

を経営
けいえい

していく上
うえ

での問題
もんだい

については、「職員
しょくいん

の確保
か く ほ

が難
むずか

しい」が 57.6％と最
もっと

も高
たか

く、

次
つ

いで「事
じ

務
む

作
さ

業
ぎょう

量
りょう

が多
おお

い」、「収
しゅう

益
えき

の確
かく

保
ほ

が難
むずか

しい」がともに 48.5%となった。 

（関係
かんけい

団体
だんたい

） 

・団体
だんたい

の収 入 源
しゅうにゅうげん

は、「会員
かいいん

からの会費
か い ひ

」、「市
し

からの補助
ほ じ ょ

金
きん

」「社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

からの補助
ほ じ ょ

金
きん

」

が多
おお

い。 

・活
かつ

動
どう

する上
うえ

で困
こま

っていることについては、「後
こう

継
けい

者
しゃ

問
もん

題
だい

」が 66.7%と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「会員
かいいん

の意識
い し き

」、「社会
しゃかい

の認識
にんしき

」がともに 50.0%となった。 

 

ヒアリング調査
ちょうさ

の意見
い け ん

等
とう

 

・コロナ禍
か

での活動
かつどう

が 難
むずか

しい。 

・会員
かいいん

については、制度
せ い ど

の充 実
じゅうじつ

に 伴
ともな

い加
か

入
にゅう

するメリットが変化
へ ん か

してきていると思
おも

われる

ことから、運営
うんえい

内容
ないよう

についても見
み

直
なお

しが必要
ひつよう

ではないか。 

・家族会
かぞくかい

等
とう

においては、同
おな

じ環
かん

境
きょう

の人々
ひとびと

との交流
こうりゅう

による情報
じょうほう

や、社会
しゃかい

の動向
どうこう

を勉強
べんきょう

す

るいい機会
き か い

と 考
かんが

えるが、このような機会
き か い

がない人
ひと

が多
おお

いのではないか。 

・学生
がくせい

のニーズや希望
き ぼ う

と、事業所
じぎょうしょ

の目指
め ざ

すサービスとをマッチングさせていければ採用
さいよう

で

きるのではないかと思
おも

っている。 

・職員
しょくいん

の質
しつ

と 量
りょう

で不足
ふ そ く

している。スキルをもった人
ひと

にきていただきたいが中々
なかなか

採用
さいよう

でき

ていない。 

・夜勤
や き ん

ができる職 員
しょくいん

が少
すく

なくなっており、特定
とくてい

の職員
しょくいん

の負担
ふ た ん

が大
おお

きくなっている。 

・このような仕事
し ご と

があるということを学生
がくせい

の皆
みな

さんに知
し

ってもらえればいいのかなと思
おも

う

が、事業所
じぎょうしょ

単独
たんどく

では 難
むずか

しいと感
かん

じている。 
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（２）地域
ち い き

生活
せいかつ

について 

◆主
おも

な意見
い け ん

 

○障
しょう

がいのある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

について 

・相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が不足
ふ そ く

しており、サービスを利用
り よ う

したくてもできない人
ひと

が多
おお

くいること。 

<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・自
じ

立
りつ

した生
せい

活
かつ

を支
ささ

えるための住
す

みやすい住
じゅう

環
かん

境
きょう

整
せい

備
び

のニーズは高
たか

いと感
かん

じている。 

<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・日中
にっちゅう

、「自宅
じ た く

にいる」、「通院
つういん

している」など、孤独
こ ど く

な存在
そんざい

の人
ひと

が多
おお

く、地域
ち い き

の中
なか

で受
う

け入
い

れ

体制
たいせい

が不十分
ふじゅうぶん

な状 況
じょうきょう

がうかがえます。<サービス提供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・八代市
やつしろし

のろうあ者
しゃ

は高齢化
こうれいか

している。今
いま

はなんとか自分
じ ぶ ん

で生活
せいかつ

できている人
ひと

がほとんどだが、

あと 10年
ねん

もすると高齢
こうれい

を考慮
こうりょ

した施策
し さ く

をプラスして考
かんが

えていかなければならないと思
おも

う。 

<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・となりの人
ひと

との交 流
こうりゅう

がなかったり、町内会
ちょうないかい

にも参加
さ ん か

していない人
ひと

も多
おお

い。<関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

> 

 

○障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必
ひつ

要
よう

なこと 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必要
ひつよう

なことについては、「相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

」、「情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

」、「仲間
な か ま

が集
つど

える場
ば

所
しょ

の確保
か く ほ

」が 66.7％と最
もっと

も高
たか

くなっ

ています。<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必要
ひつよう

なことについては、「相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

」が 78.8％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「手
て

続
つづ

きの簡
かん

素
そ

化
か

」が 66.7％、「生活
せいかつ

の場
ば

の確保
か く ほ

」

が 42.4％となっています。<サービス提供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

に気軽
き が る

に相談
そうだん

するために必要
ひつよう

だと思
おも

うことについては、

「身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で相
そう

談
だん

できる」、「どんな内
ない

容
よう

でも１つの窓
まど

口
ぐち

で相
そう

談
だん

できる」、「プライバシーが

守
まも

られる環
かん

境
きょう

になっている」、「相談
そうだん

窓口
まどぐち

に関
かん

する 情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

体
たい

制
せい

が充実
じゅうじつ

している」とする

回答
かいとう

が高
たか

い。<
＜

関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・ 休 業
きゅうぎょう

日
び

に相談
そうだん

ができるように、月
つき

に数回
すうかい

でも「 障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

」が 常 駐
じょうちゅう

できる場
ば

の

提供
ていきょう

があればと考
かんが

える。 

ヒアリング調査
ちょうさ

の意見
い け ん

等
とう

 

・通
かよ

い、在宅
ざいたく

での生活
せいかつ

ができるような環境
かんきょう

やサービスの提供
ていきょう

が必要
ひつよう

だと思
おも

う。 

・利用者
りようしゃ

の情 報
じょうほう

がないまま受
う

け入
い

れている現状
げんじょう

となっているが、日頃
ひ ご ろ

、通所
つうしょ

とかで利用
り よ う

している事業所
じぎょうしょ

とかだと情 報
じょうほう

がよくわかっているので、日中
にっちゅう

のそういった場所
ば し ょ

での

ショートステイの受
うけ

入
いれ

ができる仕
し

組
く

みができるとよいと思
おも

う。利用者側
りようしゃがわ

からみても安心
あんしん

できるのではないか。 

・６５歳
さい

以上
いじょう

になっても元気
げ ん き

な人
ひと

は、そのまま慣
な

れた施
し

設
せつ

で生活
せいかつ

していただくのが一番
いちばん

よ

いと思
おも

うが、入 院
にゅういん

や通院
つういん

の回数
かいすう

が多
おお

くなったり、医療
いりょう

行為
こ う い

が必要
ひつよう

となったり、難病
なんびょう

な

どの医療的
いりょうてき

ケアが求
もと

められ方
かた

への対応
たいおう

が難
むずか

しくなってきている。 

・法
ほう

制度
せ い ど

にとらわれない（年齢
ねんれい

制限
せいげん

により退去
たいきょ

など）アパートのような感覚
かんかく

で利用者
りようしゃ

の

自由
じ ゆ う

を確保
か く ほ

しつつ、安全
あんぜん

に生活
せいかつ

できる住
す

まいが必要
ひつよう

と考
かんが

える。 



112 
 

（３）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

について 

○障
しょう

がいのある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

について 

・18歳
さい

までの放課後
ほ う か ご

デイなどの事業
じぎょう

はありますが、卒業後
そつぎょうご

は保護者
ほ ご し ゃ

の 就 業
しゅうぎょう

時間
じ か ん

を福祉
ふ く し

事業
じぎょう

で

カバーできておらず、保護者
ほ ご し ゃ

がフルタイムの仕
し

事
ごと

を諦
あきら

める現
げん

実
じつ

があります。 

<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 
 

○障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必要
ひつよう

なこと 

・医療的
いりょうてき

ケアの必
ひつ

要
よう

な子
こ

ども達
たち

の就
しゅう

園
えん

に向
む

けた人
じん

員
いん

配
はい

置
ち

（看
かん

護
ご

師
し

）がスムーズに進
すす

むと良
よ

いか

と思
おも

います。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・医療的
いりょうてき

ケアを受
う

けている児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の在宅
ざいたく

介護者
かいごしゃ

の小休止
しょうきゅうし

や隙間
す き ま

時間
じ か ん

のレスパイトケアにつ

いて八
やつ

代
しろ

市
し

で 考
かんが

えていただければと思
おも

います。<サービス提供
ていきょう

団体
だんたい

> 
 

（４）療育
りょういく

・教育
きょういく

について 

○障
しょう

がいのある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

について 

・受給
じゅきゅう

日数
にっすう

を増
ふ

やす必
ひつ

要
よう

がある利用者
りようしゃ

さんが増
ふ

やせずに親
おや

と子
こ

共々
ともども

が困
こま

ったり 療
りょう

育
いく

の成果
せ い か

を

維持
い じ

するのが難
むずか

しいことがあります。<サービス提供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・各々
おのおの

のライフステージにおいて、子
こ

ども時
じ

代
だい

の療
りょう

育
いく

又
また

は気
き

づかずに成
せい

人
じん

へとなっていく人
ひと

も

現
げん

実
じつ

にいる。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・高等部
こうとうぶ

に入学
にゅうがく

される生徒
せ い と

が、家庭
か て い

・学校
がっこう

生活
せいかつ

で適切
てきせつ

な対応
たいおう

、支援
し え ん

を受
う

けずに自尊
じ そ ん

感情
かんじょう

の

低下
て い か

や不登校
ふとうこう

など二次障
にじしょう

がいを背
せ

負
お

う事例
じ れ い

があります。<教育
きょういく

機関
き か ん

> 

・( 小
しょう

・中学部
ちゅうがくぶ

) 通 常
つうじょう

学 級
がっきゅう

から支援
し え ん

学級
がっきゅう

への転籍
てんせき

、支援
し え ん

学校
がっこう

への転校
てんこう

についての相談
そうだん

。発達
はったつ

検査
け ん さ

、児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の行動
こうどう

観
かん

察
さつ

の相
そう

談
だん

が増
ふ

えています。<教
きょう

育
いく

機
き

関
かん

> 

・(高等部
こうとうぶ

) 福祉
ふ く し

事業所
じぎょうしょ

の活動
かつどう

内容
ないよう

や定員
ていいん

の空
あ

き 情
じょう

報
ほう

、グループホームの情報
じょうほう

についての相談
そうだん

。

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

の手
て

続
つづ

き、書類
しょるい

作成
さくせい

のお尋
たず

ねや、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

などの相談
そうだん

が増
ふ

えています。 

<教育
きょういく

機関
き か ん

> 
 

○障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必要
ひつよう

なこと 

・早期
そ う き

の療育
りょういく

や学校
がっこう

の適切
てきせつ

な対応
たいおう

によって回避
か い ひ

できる可能性
かのうせい

があると思
おも

うことから、児童
じ ど う

の

療育
りょういく

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

、学校
がっこう

の特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

教
きょう

育
いく

の充
じゅう

実
じつ

が必
ひつ

要
よう

です。<教
きょう

育
いく

機
き

関
かん

> 

・就学前
しゅうがくまえ

の児童
じ ど う

は、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が作成
さくせい

したプランだけではなく、児童
じ ど う

デイサービス事業所
じ ぎ ょ う

等
とう

が作成
さくせい

したプランですぐにサービス利用
り よ う

できるようにして欲
ほ

しい。 小
しょう

・ 中
ちゅう

・高
こう

そして

社会人
しゃかいじん

になったとき、就学前
しゅうがくまえ

から療育
りょういく

を受
う

けた人
ひと

と、就学後
しゅうがくご

に療育
りょういく

を受
う

けはじめた人
ひと

では、

大
おお

きな差
さ

が 生
しょう

じる点
てん

を再
さい

度
ど

検
けん

討
とう

してもらいたい。<サービス提供
ていきょう

団体
だんたい

> 
 

ヒアリング調査
ちょうさ

の意見
い け ん

等
とう

 

・ご家族
か ぞ く

が積極的
せっきょくてき

に介 入
かいにゅう

されるが多
おお

くなったと感
かん

じる。具体的
ぐたいてき

には、「こうありたい」

「こうしたい」というようなしっかりしたお 考
かんが

えを持
も

ってこられる人
ひと

が増
ふ

えてきたと思
おも

う。 

・療育
りょういく

を増
ふ

やしたいという家族
か ぞ く

の要望
ようぼう

は多
おお

いが、 職
しょく

員数
いんすう

に限
かぎ

りがあることからご期
き

待
たい

に

応
こた

えられていない。 
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（５）雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

について 

○障
しょう

がいのある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

について 

・障
しょう

がいのある人
ひと

の 働
はたら

ける場
ば

所
しょ

が少
すく

ない<サービス提
てい

供
きょう

団
だん

体
たい

> 

・高等部
こうとうぶ

では、就 労
しゅうろう

に向
む

けての取組
とりくみ

を行
おこな

っていますが、本校
ほんこう

の職員
しょくいん

は義務制
ぎ む せ い

の小中学校
しょうちゅうがっこう

の

経験
けいけん

しかなく、就 労
しゅうろう

アセスメントがうまくできていない現状
げんじょう

があります。<教 育
きょういく

機関
きかん

> 

 

○障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必要
ひつよう

なこと 

・例
たと

えば 上
じょう

位
い

の事業所
じぎょうしょ

が、新規
し ん き

の利用者
りようしゃ

さんを入
い

れる際
さい

、作業
さぎょう

能力
のうりょく

が低下
て い か

した利用者
りようしゃ

さんを

下位
か い

の事業所
じぎょうしょ

へとスムーズに移行
い こ う

させることができるなら…上位
じょうい

の事業所
じぎょうしょ

は生産性
せいさんせい

を維持
い じ

で

き、利用者
りようしゃ

さんは能 力
のうりょく

に合
あ

わせて 働
はたら

き続
つづ

けることができ、下位
か い

の事業所
じぎょうしょ

は利用
り よ う

人数
にんずう

を確保
か く ほ

できるでしょう。事業所間
じぎょうしょかん

の連携
れんけい

が進
すす

めばと願
ねが

っています。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・就労
しゅうろう

に関
かん

して既
き

存
ぞん

の事
じ

業 者
ぎょうしゃ

と共 存
きょうぞん

しながら優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

に基
もと

づく優
ゆう

先
せん

調
ちょう

達
たつ

の推進
すいしん

をし

ていくと働
はたら

きやすい環
かん

境
きょう

ができてくると思
おも

います。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が 働
はたら

くために必要
ひつよう

だと思
おも

う支
し

援
えん

については、「 障
しょう

がい理解
り か い

を促進
そくしん

するため

の職場
しょくば

への働
はたら

きかけ」が 83.3％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「仕
し

事
ごと

探
さが

しから就
しゅう

労
ろう

までの総
そう

合
ごう

的
てき

な相
そう

談
だん

支
し

援
えん

」が 66.7％、「 働
はたら

くための知識
ち し き

・能力
のうりょく

を身
み

につける職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

」、「 障
しょう

がいの特性
とくせい

に

あった職 業
しょくぎょう

・雇用
こ よ う

の拡大
かくだい

」がともに 33.3％となっている。<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・障害者
しょうがいしゃ

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の達成
たっせい

に向
む

けて、障
しょう

がいのある人
ひと

が就労
しゅうろう

しやすい方策
ほうさく

の工夫
く ふ う

をお
お

願
ねが

いし

たい。<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・職
しょく

場内
ば な い

で、障
しょう

がいに対
たい

する理
り

解
かい

があること<教 育
きょういく

機関
きかん

> 

・障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

にあわせ、働
はたら

き方
かた

（仕事
し ご と

の内容
ないよう

や勤務
き ん む

時間
じ か ん

）が柔軟
じゅうなん

であること<教 育
きょういく

機関
きかん

> 

・事業
じぎょう

主
ぬし

との相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

めるため、3 か月間
げつかん

の試行
し こ う

雇用
こ よ う

を行
おこな

って常
じょう

用
よう

雇
こ

用
よう

を目指
め ざ

すトライア

ル雇用
こ よ う

の機会
き か い

が広
ひろ

がること<教 育
きょういく

機関
きかん

> 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が円滑
えんかつ

に就 労
しゅうろう

できるように職場
しょくば

内外
ないがい

の支援
し え ん

環境
かんきょう

を 整
ととの

える者
もの

（ジョブコー

チ）を派遣
は け ん

し、職
しょく

場内
ば な い

でのコミュニケーションや作業
さぎょう

の支援
し え ん

があること<教 育
きょういく

機関
きかん

> 

・障害者
しょうがいしゃ

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の達成
たっせい

促進
そくしん

や雇用率
こようりつ

の引
ひ

き上
あ

げにより、雇用
こ よ う

機会
き か い

が増
ふ

えること<教 育
きょういく

機関
きかん

> 

 

ヒアリング調査
ちょうさ

の意見
い け ん

等
とう

 

・Ｂ型
がた

が中 心
ちゅうしん

となっており、一般
いっぱん

企業
きぎょう

の就労
しゅうろう

は 難
むずか

しくなっているようだ。 

・法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の達成
たっせい

ができていないところが多
おお

い。 

・障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた支
し

援
えん

が必要
ひつよう

と感
かん

じる。 

・精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

は 薬
くすり

を常 用
じょうよう

している人
ひと

が多
おお

く、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

は 難
むずか

しいと聞
き

いている。その

ようなことから、就 労
しゅうろう

に対
たい

して本
ほん

人
にん

の意
い

欲
よく

も低
ひく

くなっているのではないか。 

・工賃
こうちん

にインセンティブをつけていこうとする動
うご

きは分
わ

かるが、事
じ

業
ぎょう

所
しょ

として利
り

用
よう

者
しゃ

を選
えら

べるかというとそれは 難
むずか

しい。生
せい

産
さん

性
せい

を上
あ

げるということが 難
むずか

しい中
なか

で、工
こう

賃
ちん

だけで

インセンティブを与
あた

えていくというやり方
かた

がいいのかと思
おも

う部
ぶ

分
ぶん

もある。 

・一般
いっぱん

企業
きぎょう

で失敗
しっぱい

した人
ひと

も多
おお

く、Ａ型
がた

の工賃
こうちん

をしっかり支
し

払
はら

うことで当事業所
とうじぎょうしょ

の方
ほう

が 働
はたら

き

やすいと継続
けいぞく

される人
ひと

も多
おお

い。 
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（６）情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
り よ う

について 

○障
しょう

がいのある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

について 

・手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の高齢化
こうれいか

に 伴
ともな

う通
つう

訳
やく

者
しゃ

の減少
げんしょう

でこの先
さき

聞
き

こえの保障
ほしょう

が守
まも

られるか心配
しんぱい

する。<

関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・福祉
ふ く し

事業所
じぎょうしょ

の活動
かつどう

状 況
じょうきょう

やグループホームを含
ふく

め、定員
ていいん

の空
あ

き 状
じょう

況
きょう

が一括
いっかつ

でまとめられて

なく、各事業所
かくじぎょうしょ

への電話
で ん わ

で直 接
ちょくせつ

情 報
じょうほう

を集
あつ

めている状 況
じょうきょう

です。<教育
きょういく

機関
き か ん

> 
 

○障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必要
ひつよう

なこと 

・例
たと

えば、熊本市
くまもとし

の KP5000（くまもと 5000 プロジェクト）のように、サイトで情報
じょうほう

が集
あつ

めら

れるようになればと思
おも

います。<教 育
きょういく

機関
き か ん

> 
 

（７）理解
り か い

促進
そくしん

、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

について 

○障
しょう

がいのある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

について 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

けて取
と

り組
く

んでいることとしては、「職員
しょくいん

に対
たい

する虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

に関
かん

する研
けん

修
しゅう

や学 習
がくしゅう

を実施
じ っ し

している」が 90.9％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

マニュ

アルやチェックリストを作成
さくせい

している」、「 虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

に関
かん

する責
せき

任
にん

者
しゃ

を定
さだ

めている」がともに

60.6％となっている。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう

法
ほう

に 伴
ともな

い具
ぐ

体
たい

的
てき

に取
と

り組
く

んでいることが、「ある」が 27.3％、「ない」が

63.6％となっている。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・利用者
りようしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

について実施
じ っ し

していることについては、「担当者
たんとうしゃ

（相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

）の設置
せ っ ち

」が

57.6％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「八代市
やつしろし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

」が 24.2％、「特
とく

にない」が

18.2％となっている。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

と社会
しゃかい

の距離
き ょ り

が遠
とお

く感
かん

じる。 障
しょう

がいのある人
ひと

でも出
で

来ることがたくさんあ

る事
こと

が世間
せ け ん

に理解
り か い

されていくとよいと思
おも

う。<サービス提供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・諸施策
しょしさく

により、人権
じんけん

意識
い し き

も向 上
こうじょう

しているように思
おも

いますが、広
ひろ

く社
しゃ

会
かい

を見
み

渡
わた

すと、 障
しょう

がい

のある人
ひと

に対
たい

する差
さ

別
べつ

や偏
へん

見
けん

はまだまだ根
ね

深
ぶか

いものがあるように感
かん

じます。<関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

> 
 

○障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必要
ひつよう

なこと 

・障害
しょうがい

のある人
ひと

の生
い

きづらさを解 消
かいしょう

して、いわゆる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の構築
こうちく

に向
む

けた、実践的
じっせんてき

、

体験的
たいけんてき

な啓発
けいはつ

のあ
あ

り方
かた

を工夫
く ふ う

していきたい。<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

を払 拭
ふっしょく

するためには、きめ細
こま

かな息
いき

の長
なが

い取
と

り組
く

みが必要
ひつよう

だと思
おも

います。 

<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・サポート 量
りょう

の違
ちが

いは個
こ

々
こ

にありますが、本
ほん

人
にん

に必
ひつ

要
よう

なサポートを受
う

ける権
けん

利
り

について、

本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

を含
ふく

め、地域
ち い き

啓発
けいはつ

を進
すす

める必
ひつ

要
よう

があると思
おも

います。<教育
きょういく

機関
き か ん

> 

・障
しょう

がいや障
しょう

がいのある人
ひと

の福
ふく

祉
し

についての啓
けい

発
はつ

<教
きょう

育
いく

機
き

関
かん

> 

・障
しょう

がいのある人
ひと

との交
こう

流
りゅう

を通
つう

じた障
しょう

がいへの理
り

解
かい

の促
そく

進
しん

<教
きょう

育
いく

機
き

関
かん

> 

・学校
がっこう

における福祉
ふ く し

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

<教 育
きょういく

機関
き か ん

> 

・障
しょう

がいに関
かん

する講
こう

演
えん

会
かい

や学
がく

習
しゅう

会
かい

の開
かい

催
さい

<教
きょう

育
いく

機
き

関
かん

> 

・障
しょう

がいのある人
ひと

の地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

への参
さん

加
か

機
き

会
かい

の促
そく

進
しん

< 教
きょう

育
いく

機
き

関
かん

>  
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ヒアリング調査
ちょうさ

の意見
い け ん

等
とう

 

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

と通 常
つうじょう

学 級
がっきゅう

との共同
きょうどう

学習
がくしゅう

など子
こ

どもたちの取
と

り組
く

みは進
すす

んでいると思
おも

う。一方
いっぽう

、大人
お と な

にはそういうシステムがないので意識
い し き

がある人
ひと

はそういった機会
き か い

に

自主的
じしゅてき

に参加
さ ん か

するがそうでない人
ひと

は意識
い し き

がない。知
し

らないということは、中々
なかなか

理
り

解
かい

が進
すす

まないと思
おも

う。 

・現在
げんざい

実施
じ っ し

しているイベント等
とう

を今後
こ ん ご

は、行政
ぎょうせい

と連携
れんけい

して実施
じ っ し

できたらよいと思
おも

ってい

る。 

・地
ち

域
いき

の協
きょう

力
りょく

を得
え

て一
いっ

緒
しょ

に取
と

り組
く

むことから始
はじ

まるのかなと思
おも

っている。 

・見
み

た目
め

ではわからない人
ひと

が多
おお

く、何
なに

気
げ

ない接
せっ

し方
かた

を学
まな

ぶ機
き

会
かい

があるとよい。 

・自分
じ ぶ ん

たちも活動
かつどう

の中
なか

でも、広報
こうほう

・啓発
けいはつ

に努
つと

めてはいるが、全体的
ぜんたいてき

にやっていかないと広
ひろ

がっていくという点
てん

では 難
むずか

しいのかなと思
おも

っている。様々
さまざま

な機関
き か ん

がつながってお知
し

らせ

していければいいのかなと思
おも

う。 

 

（９）文化
ぶ ん か

・スポーツ・交流
こうりゅう

活動
かつどう

等
とう

について 

○障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必
ひつ

要
よう

なこと 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の積極的
せっきょくてき

な地域
ち い き

・社会
しゃかい

参加
さ ん か

のために大切
たいせつ

なことについては、「参加
さ ん か

しやすい

配慮
はいりょ

」が 100.0％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「交通
こうつう

機関
き か ん

・道路
ど う ろ

の改善
かいぜん

」が 50.0％となっている。 

<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

 

ヒアリング調査
ちょうさ

の意見
い け ん

等
とう

 

・イベントや研 修
けんしゅう

の開催
かいさい

が事業所
じぎょうしょ

単
たん

位
い

となっている場合
ば あ い

が多
おお

いことから、行政
ぎょうせい

と連携
れんけい

し

て実施
じ っ し

できたらよいが、多
おお

くのボランティアが必要
ひつよう

となる。 

・ボランティア的
てき

、障
しょう

がいのある人々
ひとびと

を中心
ちゅうしん

にすえた活動
かつどう

が効果的
こうかてき

と考
かんが

える。 

・小
ちい

さい頃
ころ

から「知
し

っている」「ふれあったことがある」という経験
けいけん

は、 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する意
い

識
しき

が大
おお

きく違
ちが

うと思
おも

う。 

・出
で

て行
い

ける環
かん

境
きょう

を作
つく

るためには、 行
ぎょう

政
せい

の同
どう

行
こう

援
えん

護
ご

などのサービス利用
り よ う

に区分
く ぶ ん

別
べつ

の利用
り よ う

制限
せいげん

があることでできない部分
ぶ ぶ ん

もあることから本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

通
どお

りサービスが利用
り よ う

できる

施策
し さ く

が必要
ひつよう

と感
かん

じる。 

・利
り

用
よう

者
しゃ

にいろいろ経
けい

験
けん

してもらうことが大
たい

切
せつ

だと思
おも

うが、現
げん

在
ざい

、コロナ感染
かんせん

が心配
しんぱい

で今
いま

までできていたことができなくなり毎日
まいにち

不安
ふ あ ん

な 状 況
じょうきょう

。 

 

（１０）生活
せいかつ

環境
かんきょう

について 

○障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必要
ひつよう

なこと 

・公共
こうきょう

施設
し せ つ

・道路
ど う ろ

建物
たてもの

のバリアフリー化
か

の充実
じゅうじつ

<関係
かんけい

団
だん

体
たい

> 

・盲人
もうじん

の方
かた

が白
はく

杖
じょう

をついて歩
ある

かれるので歩道
ほ ど う

を歩
ある

きやすく整
せい

備
び

し、点字
て ん じ

ブロックをちゃんとこ

われた 所
ところ

など修理
しゅうり

する。交差点
こうさてん

では音
おと

を出
だ

して知
し

らせるようにしてほしい。盲人
もうじん

の方
かた

がひと

りで白
はく

杖
じょう

をついて安心
あんしん

して歩
ある

けるように街
まち

並
な

みを整備
せ い び

してほしい。<関係
かんけい

団体
だんたい

> 
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（１１）災害
さいがい

、防犯
ぼうはん

・安全
あんぜん

対策
たいさく

について 

○障
しょう

がいのある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちづくりのために必要
ひつよう

なこと 

・災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

（個別性
こべつせい

を重視
じゅうし

したスペースが確保
か く ほ

してあると家族
か ぞ く

で周囲
しゅうい

を気
き

にせ

ず利用
り よ う

ができる）<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

 

（１２）障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスについて 

<サービス提供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

と比較
ひ か く

した新規
し ん き

サービス利用
り よ う

希望者数
きぼうしゃすう

の増減
ぞうげん

については、「増
ふ

えている」が 48.5%

と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「変
か

わらない」が 30.3%、「減
へ

っている」が 15.2%となっている。 

・サービス利用
り よ う

希望者数
きぼうしゃすう

の増加
ぞ う か

への対応
たいおう

状 況
じょうきょう

については、「対応
たいおう

できている」が 68.8％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「対応
たいおう

できていない（断
ことわ

っている）ことが時々
ときどき

ある」が 31.3％となっている。 

・サービスを提 供
ていきょう

する上
うえ

での課題
か だ い

については、「量的
りょうてき

に、利用者
りようしゃ

の希
き

望
ぼう

通
どお

りに提供
ていきょう

できてい

ない」が 33.3％と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「質的
しつてき

に、利用者
りようしゃ

の希
き

望
ぼう

通
どお

りに提供
ていきょう

できていない」が

21.2％となっている。 

・利用者
りようしゃ

や家族
か ぞ く

から受
う

ける相
そう

談
だん

や苦情
くじょう

の内容
ないよう

については、「サービス利用
り よ う

等
とう

の手
て

続
つづ

きに関
かん

するこ

と」が 30.3％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「制度
せ い ど

やサービスの説明
せつめい

に関
かん

すること」が 27.3％、「サー

ビスの質
しつ

や内容
ないよう

に関
かん

すること」が 21.2％となっている。 

・サービス向 上
こうじょう

のために取
と

り組
く

んでいることについては、「内部
な い ぶ

の研修
けんしゅう

や講習会
こうしゅうかい

の開催
かいさい

」が

84.8％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「外部
が い ぶ

の研修
けんしゅう

や講習会
こうしゅうかい

への職員
しょくいん

の派遣
は け ん

」が 75.8％、「緊急
きんきゅう

時
じ

マニュアルの作成
さくせい

」、「利用者
りようしゃ

への説明
せつめい

の徹底
てってい

」がともに 66.7％となっている。 

・新規
し ん き

サービスに参 入
さんにゅう

する上
じょう

での課題
か だ い

については、「新
あら

たな職員
しょくいん

の確保
か く ほ

」が 84.8％と最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「収益性
しゅうえきせい

の確保
か く ほ

」が 66.7％、「 障
しょう

がいに対応
たいおう

できる職員
しょくいん

の能力
のうりょく

育成
いくせい

」が 48.5％

となっている。 

 

ヒアリング調査
ちょうさ

の意見
い け ん

等
とう

 

・定
てい

員
いん

が上
じょう

限
げん

に近
ちか

くなってきており、利
り

用
よう

者
しゃ

のニーズ（増加
ぞ う か

）に対応
たいおう

するため 

・家族
か ぞ く

によるセルフプラン作
さく

成
せい

が多
おお

くあり、相
そう

談
だん

支
し

援
えん

専
せん

門
もん

員
いん

が作
さく

成
せい

されるプランに比
くら

べる

と差
さ

が 生
しょう

じており、更
さら

に利
り

用
よう

開
かい

始
し

までの時間
じ か ん

がかかってしまう場合
ば あ い

が多
おお

くなっている

事例
じ れ い

を解 消
かいしょう

できればと思
おも

い 障
しょう

害
がい

児
じ

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

の拡充
かくじゅう

予定
よ て い

となっている。 

・以前
い ぜ ん

から計画
けいかく

には上
あ

げているが、人員
じんいん

確保
か く ほ

ができずに中々
なかなか

実施
じ っ し

に至
いた

っていない状 況
じょうきょう

。 

・放課後
ほ う か ご

デイの利用者
りようしゃ

は確実
かくじつ

に増加
ぞ う か

している。 

・他
た

の事業所
じぎょうしょ

と併用
へいよう

している方
かた

がおり、週
しゅう

においての利用
り よ う

回数
かいすう

が増
ふ

え、曜日
よ う び

によって定員
ていいん

がいっぱいになることがある。曜日
よ う び

によって定員
ていいん

オーバーとなるので毎日
まいにち

ではないこと

から拡 充
かくじゅう

は難
むずか

しい。 
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（１３）八代市
やつしろし

の 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

について 

・市
し

が 行
おこな

う 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

について今後
こ ん ご

必要
ひつよう

だと思
おも

うことについては、「事務
じ む

手続き
て つ づ き

の

簡素化
か ん そ か

」が 19件
けん

と 最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで「 障
しょう

がいのある人
ひと

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」、「地域
ち い き

生活
せいかつ

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

の推進
すいしん

」がともに 11件
けん

となっています。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・八代市
やつしろし

に不足
ふ そ く

しているサービスや支援
し え ん

の有無
う む

については、「ある」が 54.5％、「ない」が

24.2％となっています。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

・相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の不足
ふ そ く

《利用者
りようしゃ

が必要
ひつよう

な時
とき

に対処
たいしょ

していただけない現状
げんじょう

あ

り。》<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・住
す

まいの場
ば

《GH、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

又
また

は緊急性
きんきゅうせい

のある場合
ば あ い

の一時
い ち じ

避難的
ひなんてき

な場所
ば し ょ

》<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・特性
とくせい

（専門性
せんもんせい

）等
とう

に特化
と っ か

した作業
さぎょう

の場
ば

。《対応
たいおう

の困
こん

難
なん

さ等
とう

があっても「 働
はたら

きたい」という

意欲
い よ く

（希望
き ぼ う

）を叶
かな

えられる働
はたら

く場
ば

所
しょ

》<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・利用者
りようしゃ

ニーズがありながら直
す

ぐ対
たい

応
おう

できない 状 況
じょうきょう

は、非常
ひじょう

に問題
もんだい

があると 考
かんが

えます。相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

も様々
さまざま

な案件
あんけん

を抱
かか

えられている状 況
じょうきょう

で、新規
し ん き

の対応
たいおう

もなかなか 難
むずか

しい状
じょう

況
きょう

だ

と 伺
うかが

っておりますが、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスの向上
こうじょう

を図
はか

りながら当
あ

たり前
まえ

に活動
かつどう

している

事業所
じぎょうしょ

においては、経営的
けいえいてき

にも死活
し か つ

問題
もんだい

であります。この現状
げんじょう

をご理
り

解
かい

頂
いただ

き、早急
そうきゅう

なる

対応
たいおう

をお願
ねが

いいたします。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・ 障
しょう

がいを持
も

つ人
ひと

が社会
しゃかい

と交 流
こうりゅう

できる場所
ば し ょ

や気軽
き が る

に相談
そうだん

に行
い

ける環
かん

境
きょう

を拡充
かくじゅう

していただき

たいです。<サービス提 供
ていきょう

団体
だんたい

> 

・先日
せんじつ

6月
がつ

5日
にち

に国会
こっかい

で「聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

による電話
で ん わ

の利用
り よ う

の円滑化
えんかつか

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

案
あん

」が成立
せいりつ

し

た。新
しん

聞
ぶん

等
とう

でもほとんど取
と

り上
あ

げられていないが、いわゆる電話
で ん わ

リレーサービスのことで、

これでろうあ者
しゃ

の生活
せいかつ

は一変
いっぺん

するだろう。電話
で ん わ

リレーサービスは、きこえない、きこえにく

い人
ひと

がそれぞれの自分
じ ぶ ん

のことば、手話
し ゅ わ

や文字
も じ

できこえる人
ひと

とすぐに電話
で ん わ

でつながることので

きる仕
し

組
く

みである。市
し

としてどうにか制
せい

度
ど

化
か

できないか検
けん

討
とう

願
ねが

いたい。<関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

> 

・手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講習会
こうしゅうかい

について、講師
こ う し

を地元
じ も と

のろうあ者
しゃ

に任
まか

せていただきたい。<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・今後
こ ん ご

、ますます年齢
ねんれい

を重
かさ

ねていかれるろうあ者
しゃ

の実態
じったい

を 考
かんが

えると、消防
しょうぼう

署
しょ

も含
ふく

めて、ろう

協
きょう

、サークル、支援課
し え ん か

の話
はな

し合
あ

いを計画
けいかく

していただきたい。<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

・新型
しんがた

コロナウィルスの感染
かんせん

が落
お

ち着
つ

いていくと、 新
あたら

しい生
せい

活
かつ

様
よう

式
しき

を取
と

り入
い

れた対
たい

応
おう

が求
もと

めら

れる。今後
こ ん ご

、市
し

主催
しゅさい

の講演会
こうえんかい

、イベントが再開
さいかい

されると予想
よ そ う

されるが、その際
さい

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の場所
ば し ょ

にアクリル板などの設置
せ っ ち

を含
ふく

めた対
たい

応
おう

策
さく

をお願
ねが

いしたい。<関係
かんけい

団体
だんたい

> 

ヒアリング調査
ちょうさ

の意見
い け ん

等
とう

 

・八代市
やつしろし

においても積極的
せっきょくてき

な施策
し さ く

を進
すす

められているが、「見
み

えない」「知
し

らない」という

印 象
いんしょう

がある。 

・実際
じっさい

に一般
いっぱん

市民
し み ん

、 障
しょう

がいのある人
ひと

がふれあう場
ば

という 話
はなし

をしたが、ふれあいだけが中 心
ちゅうしん

でなくてもよいと思
おも

う。そのような行事
ぎょうじ

の場
ば

で法律
ほうりつ

や市
し

の施策
し さ く

を学
まな

ぶ機
き

会
かい

とすることも

効果的
こうかてき

ではないか。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

専用
せんよう

の老健
ろうけん

施設
し せ つ

は無理
む り

だとしても、今
いま

ある施設
し せ つ

の中
なか

で介護
か い ご

のウェイトを増
ふ

やすな

ど色々
いろいろ

な 考
かんが

えはあると思
おも

うが、そういった高齢
こうれい

になった人々
ひとびと

がのびのびと過
す

ごすことがで

きる施策
し さ く

があればよいと思
おも

う。 
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６ 用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

あ行
ぎょう

 

 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

聴 覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

、視覚
し か く

、その他
た

の 障
しょう

がい

のため、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに支障
ししょう

がある 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に、

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

とその他
た

の者
もの

との意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

する手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
など

の派遣
は け ん

等
とう

を 行
おこな

い、意思
い し

疎通
そ つ う

の円滑化
えんかつか

を図
はか

ることを

目的
もくてき

とする事業
じぎょう

であり、市町村
しちょうそん

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の必須
ひ っ す

事業
じぎょう

の１つ。 
 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

屋外
おくがい

での移動
い ど う

が困難
こんなん

な 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に、外 出
がいしゅつ

のための

支援
し え ん

を 行
おこな

うことで、地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

及び
お よ び

社会
しゃかい

参加
さ ん か

を 促
うなが

すことを目的
もくてき

とする事業
じぎょう

であり、市町村
しちょうそん

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の必須
ひ っ す

事業
じぎょう

の１つ。 
 

インクルーシブ教育
きょういく

 

障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず子
こ

どもたちが共
とも

に学
まな

ぶ 教
きょう

育
いく

。 障
しょう

がいのある子
こ

どもが教 育
きょういく

制度
せ い ど

一般
いっぱん

から排除
はいじょ

され

ず、地域
ち い き

において教 育
きょういく

の機会
き か い

が与
あた

えられ、個人
こ じ ん

に必要
ひつよう

な

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」が提 供
ていきょう

される教 育
きょういく

。障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

の教 育
きょういく

の条 項
じょうこう

（第
だい

24条
じょう

）に基
もと

づく理
り

念
ねん

。 
 
ウェブアクセシビリティ 

 ウェブコンテンツを利
り

用
よう

している全
すべ

ての人
ひと

が、心
しん

身
しん

の

状
じょう

態
たい

やご利
り

用
よう

になる環
かん

境
きょう

に関
かん

係
けい

することなく、ウェブ

サイトにおいて提 供
ていきょう

されている各種
かくしゅ

情 報
じょうほう

や機能
き の う

を支障
ししょう

なく利用
り よ う

できること。 
 

ＮＰＯ（非営利
ひ え い り

民間
みんかん

組織
そ し き

） 

「Non Profit Organization」の 略
りゃく

。継続的
けいぞくてき

・自発的
じはつてき

に社会
しゃかい

貢献
こうけん

活動
かつどう

を 行
おこな

う非
ひ

営
えい

利
り

の民間
みんかん

組織
そ し き

（団体
だんたい

）の

総 称
そうしょう

。「特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

促進法
そくしんほう

（ＮＰＯ法）」に基
もと

づい

て法
ほう

人
じん

格
かく

を取得
しゅとく

した団体
だんたい

はＮＰＯ法人
ほうじん

という。 

 

 

か行
ぎょう

 

 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター 

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

う機
き

関
かん

とし

て、 障
しょう

害
がい

者
しゃ

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

及
およ

び成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

利
り

用
よう

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

並
なら

びに身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

、知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び精
せい

神
しん

障
しょう

が

い者
しゃ

に対
たい

する相
そう

談
だん

等
とう

の業務
ぎょうむ

を総合的
そうごうてき

に 行
おこな

う機
き

関
かん

。 

 

 

虐待
ぎゃくたい

 

立場
た ち ば

の弱
よわ

い者
もの

が不適切
ふてきせつ

あるいは不当
ふ と う

な 扱
あつか

いを受
う

けるこ

と。児童
じ ど う

・高齢者
こうれいしゃ

・ 障
しょう

がい者
しゃ

などに対
たい

する肉体的
にくたいてき

、

精神的
せいしんてき

な虐 待
ぎゃくたい

、保護者
ほ ご し ゃ

・介助者
かいじょしゃ

などの怠慢
たいまん

や拒否
き ょ ひ

（ネグ

レクト）、健
けん

康
こう

状
じょう

態
たい

を損
そこ

なう放
ほう

置
ち

などをいう。 

これらを防止
ぼ う し

・根絶
こんぜつ

するために、児童
じ ど う

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

、

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

、高齢者
こうれいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

などが制定
せいてい

され

た。 
 

居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） 

自宅
じ た く

で、入 浴
にゅうよく

、排
はい

せつ及
およ

び 食
しょく

事
じ

等
とう

の介護
か い ご

、調理
ちょうり

、洗
せん

濯
たく

及
およ

び掃
そう

除
じ

等
とう

の家
か

事
じ

並
なら

びに生活
せいかつ

等
とう

に関
かん

する相
そう

談
だん

及
およ

び助
じょ

言
げん

その他
た

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる援助
えんじょ

を 行
おこな

うサービスであり、

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの 1 つ。 
 

グループホーム（共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

） 

地域
ち い き

で共 同
きょうどう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことに支障
ししょう

のない 障
しょう

がい者
しゃ

に

つき、主
しゅ

として夜間
や か ん

において、共 同
きょうどう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むべき

住 居
じゅうきょ

において相
そう

談
だん

、その他
た

の日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

上
じょう

の援
えん

助
じょ

を 行
おこな

うサービスであり、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス１つ。 
 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

自己
じ こ

の権利
け ん り

や援助
えんじょ

のニーズを表 明
ひょうめい

することが困難
こんなん

な

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に代
か

わり、援助者
えんじょしゃ

が 障
しょう

がい者
しゃ

の代理
だ い り

として、

その権利
け ん り

やニーズ獲得
かくとく

を 行
おこな

うこと。 
 

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

 

「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
ほう

律
りつ

」

（平成
へいせい

25年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

65号
ごう

）において 行
ぎょう

政
せい

機
き

関
かん

及
およ

び事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

に求
もと

められているもの。 

障
しょう

がい者
しゃ

が他
ほか

の者
もの

との平 等
びょうどう

を基礎
き そ

としてすべての人
じん

権
けん

及
およ

び基
き

本
ほん

的
てき

自
じ

由
ゆう

を 享
きょう

有
ゆう

し、または行使
こ う し

することを確保
か く ほ

するための必要
ひつよう

かつ適当
てきとう

な変
へん

更
こう

及
およ

び 調
ちょう

整
せい

であって、特定
とくてい

の場合
ば あ い

において必要
ひつよう

とされるものであり、かつ、均
きん

衡
こう

を

失
しっ

した、または過
か

度
ど

の負
ふ

担
たん

を課
か

さないものをいう。 

 

 

さ行
ぎょう

 

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター 

障
しょう

がいのある児童
じ ど う

が通所
つうしょ

し、 日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における

基本的
きほんてき

動作
ど う さ

の指導
し ど う

、自活
じ か つ

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

や技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

、又
また

は集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のための訓練
くんれん

を行う
おこなう

施設
し せ つ

。 
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児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

 

児童
じ ど う

の健全
けんぜん

な育成
いくせい

、児童
じ ど う

の福祉
ふ く し

の保障
ほしょう

とその積極的
せっきょくてき

増進
ぞうしん

を基本
き ほ ん

精神
せいしん

とする総合的
そうごうてき

法律
ほうりつ

。児童
じ ど う

福祉
ふ く し

の原理
げ ん り

につ

いて、「すべて国民
こくみん

は児童
じ ど う

が心
しん

身
しん

ともに健
すこ

やかに生
う

まれ、

且
か

つ、育成
いくせい

されるように努
つと

め」、また「児童
じ ど う

はひとしくそ

の生活
せいかつ

を保障
ほしょう

され、愛護
あ い ご

され」なければならないとうた

い、この原理
げ ん り

を実現
じつげん

するための国
くに

・地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

の責任
せきにん

、

児童
じ ど う

福祉司
ふ く し し

などの専門
せんもん

職 員
しょくいん

、育成
いくせい

医療
いりょう

の給付
きゅうふ

等
とう

福祉
ふ く し

の

措置
そ ち

、児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

、保育所
ほいくしょ

等
とう

の施設
し せ つ

、費用
ひ よ う

問題
もんだい

等
とう

につい

て定
さだ

めている。昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

164号
ごう

。 
 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

に定
さだ

められた、公共性
こうきょうせい

・公益性
こうえきせい

の高
たか

い民
みん

間
かん

非
ひ

営
えい

利
り

団
だん

体
たい

であり、様々
さまざま

な問題
もんだい

を地域
ち い き

社会
しゃかい

で 力
ちから

を合
あ

わせ

て解
かい

決
けつ

する地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

を推進
すいしん

することを目指
め ざ

している。 
 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

就 労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する 65歳
さい

未満
み ま ん

の 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して、生産
せいさん

活動
かつどう

や職場
しょくば

体験
たいけん

などの機会
き か い

の提 供
ていきょう

を通
つう

じた、就 労
しゅうろう

に

必要
ひつよう

な知識
ち し き

や能 力
のうりょく

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

、就 労
しゅうろう

に

関
かん

する相
そう

談
だん

や支援
し え ん

を 行
おこな

うサービスであり、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの１つ。 
 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ型
がた

） 

企業
きぎょう

等
とう

に就 労
しゅうろう

することが困難
こんなん

な 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して、

雇用
こ よ う

契約
けいやく

に基
もと

づく生
せい

産
さん

活
かつ

動
どう

の機会
き か い

の 提 供
ていきょう

、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

などを 行
おこな

うサービスで

あり、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの

１つ。 
 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ型
がた

） 

通 常
つうじょう

の事業所
じぎょうしょ

に雇用
こ よ う

されることが困難
こんなん

な 障
しょう

がい者
しゃ

に

対
たい

し、生産
せいさん

活動
かつどう

などの機会
き か い

の提 供
ていきょう

、知
ち

識
しき

及
およ

び能
のう

力
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

などを 行
おこな

うサービスであり、

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの１つ。 
 

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼ う し ほ う

 

「障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支
し

援
えん

等
とう

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

」（平
へい

成
せい

23年
ねん

６月
がつ

17日
にち

成
せい

立
りつ

、平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

１日
にち

施行
し こ う

）。主
おも

な内容
ないよう

は、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

を定義
て い ぎ

する（１

擁護者
ようごしゃ

、２障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

従事者
じゅうじしゃ

等
とう

、３使用者
しようしゃ

による

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

）とともに、障害者
しょうがいしゃ

の 虐 待
ぎゃくたい

禁止
き ん し

規定
き て い

、

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

の努力
どりょく

義務
ぎ む

規定
き て い

を置
お

き、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

等
とう

に 係
かかわ

る具
ぐ

体
たい

的
てき

枠
わく

組
ぐ

みを定
さだ

める。なお、虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の枠
わく

組
ぐ

みは、家庭
か て い

の障害児
しょうがいじ

には児童
じ ど う

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

を、

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

には、施設
し せ つ

等
とう

の種類
しゅるい

（障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

、児童
じ ど う

養護
よ う ご

施設
し せ つ

等
とう

、養
よう

介護
か い ご

施設
し せ つ

）に応
おう

じて、この法律
ほうりつ

、児童
じ ど う

福
ふく

祉法
し ほ う

または高齢者
こうれいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

を、家庭
か て い

の高齢者
こうれいしゃ

には、こ

の法
ほう

律
りつ

及
およ

び高
こう

齢
れい

者
しゃ

虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

法
ほう

をそれぞれ適用
てきよう

する。 

 

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

 

あらゆる障 害
しょうがい

（身体
しんたい

障 害
しょうがい

、 即
すなわ

ち肢
し

体
たい

不
ふ

自
じ

由
ゆう

、内部
な い ぶ

障 害
しょうがい

、視覚
し か く

障 害
しょうがい

、聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

、精
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

及
およ

び知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

）のある人
ひと

の尊厳
そんげん

と権利
け ん り

を保障
ほしょう

するための人権
じんけん

条 約
じょうやく

で

あり、平成
へいせい

18年
ねん

に国連
こくれん

総会
そうかい

において採択
さいたく

された。日本
に ほ ん

に

おいては、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の成立
せいりつ

に

よる国
こく

内法
ないほう

の整備
せ い び

が進
すす

んだこと等
とう

から、平成
へいせい

26年
ねん

１月
がつ

に

批准
ひじゅん

された。 
 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

 

「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
ほう

律
りつ

」

（平
へい

成
せい

25年
ねん

６月
がつ

26日
にち

公
こう

布
ふ

、平
へい

成
せい

28年
ねん

４月
がつ

１日
にち

施
し

行
こう

）。全
すべ

て

の国民
こくみん

が、障 害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、

相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊
そん

重
ちょう

し合
あ

いながら 共
きょう

生
せい

する社会
しゃかい

の

実現
じつげん

に向
む

け、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

を推進
すいしん

する

ことを目的
もくてき

に制定
せいてい

された。主
おも

な内容
ないよう

としては、障 害
しょうがい

を

理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

等
とう

の権利
け ん り

侵害
しんがい

行為
こ う い

の禁止
き ん し

、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の

除去
じょきょ

を 怠
おこた

ることによる権利
け ん り

侵害
しんがい

の防止
ぼ う し

、国
くに

による啓発
けいはつ

・

知識
ち し き

の普
ふ

及
きゅう

を図
はか

るための取
とり

組
くみ

等
とう

が挙
あ

げられる。 
 

障
しょう

がい者
しゃ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

をはじめとする地域
ち い き

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

す

るシステムづくりに関
かん

し、中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を果
は

たす定
てい

期
き

的
てき

な協議
きょうぎ

の場
ば

として、都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

及
およ

び市
し

町
ちょう

村
そん

が障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づき設
せっ

置
ち

する協議会
きょうぎかい

。 
 

障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

 

国民
こくみん

の 間
あいだ

に広
ひろ

く 障
しょう

がい者
しゃ

の福祉
ふ く し

について関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

が社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

等
とう

あら

ゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

する意欲
い よ く

を高
たか

めるため、

平成
へいせい

16年
ねん

６月
がつ

に障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において 12月
がつ

３日
にち

から 12

月
がつ

９日
にち

までの１ 週
しゅう

間
かん

と定
さだ

められた。 
 

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター 

就 職
しゅうしょく

や職場
しょくば

への定 着
ていちゃく

が困難
こんなん

な 障
しょう

がいのある人
ひと

を

対 象
たいしょう

に、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で、雇用
こ よ う

、福祉
ふ く し

、教 育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の拠点
きょてん

として連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

等
とう

を 行
おこな

いながら、

就
しゅう

業
ぎょう

及
およ

びこれに 伴
ともな

う日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

を

一体的
いったいてき

に 行
おこな

う機
き

関
かん

。 
 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

 

障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

と就 労
しゅうろう

を進
すす

め、自立
じ り つ

を支援
し え ん

する

観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の基本的
きほんてき

理念
り ね ん

に 則
のっと

り、福祉
ふ く し

サービスや公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

医療
いりょう

等
とう

について共 通
きょうつう

の制度
せ い ど

で一元化
いちげんか

するとともに、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

や就 労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

を定
さだ

め、安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

を目
もく

的
てき

とする法
ほう

律
りつ

。平成
へいせい

18年
ねん

に施行
し こ う

されたが、制度
せ い ど

の見
み

直
なお

しに 伴
ともな

い

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に引
ひ

き継
つ

がれた。 
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障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に代
か

わって、平成
へいせい

25年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から

新
あら

たに施行
し こ う

された法律
ほうりつ

であり、正式名
せいしきめい

は「障害者
しょうがいしゃ

の日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

生
せい

活
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

」。

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

を踏
ふ

まえた基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

を新
あら

たに設
もう

けたほか、

障
しょう

がい者
しゃ

の範囲
は ん い

に難 病
なんびょう

等
とう

を追加
つ い か

するなどの見直
み な お

しがさ

れた。 
 

ジョブコーチ（職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

） 

就 職
しゅうしょく

または職場
しょくば

への定 着
ていちゃく

に課題
か だ い

のある 障
しょう

がい者
しゃ

に

対
たい

して、職場
しょくば

で安定
あんてい

して 働
はたら

くことができるように、職場
しょくば

で一定
いってい

期間
き か ん

、 障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

、家族
か ぞ く

、事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

し支
し

援
えん

を

行
おこな

うことを業務
ぎょうむ

とする者
もの

。事業
じぎょう

主
ぬし

や職場
しょくば

の従 業 員
じゅうぎょういん

に対
たい

しての助
じょ

言
げん

や 職
しょく

務
む

・ 職
しょく

場
ば

環
かん

境
きょう

の改
かい

善
ぜん

も提
てい

案
あん

する。 
 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

機能
き の う

訓練
くんれん

と生活
せいかつ

訓練
くんれん

があり、機能
き の う

訓練
くんれん

は、身体障
しんたいしょう

がい

者
しゃ

または難 病
なんびょう

の方
かた

などに、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

または 障
しょう

がい者
しゃ

の居宅
きょたく

において、理学
り が く

療 法
りょうほう

、作業
さぎょう

療 法
りょうほう

、その他
た

の必要
ひつよう

なリハビリテーション、

生活
せいかつ

等
とう

に関
かん

する相
そう

談
だん

及
およ

び助
じょ

言
げん

などの支援
し え ん

を 行
おこな

うサービス。 

生活
せいかつ

訓練
くんれん

は、知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

または精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

に、

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

または、障
しょう

がい者
しゃ

の居宅
きょたく

において、入 浴
にゅうよく

、排せつ
は い せ つ

、食事
しょくじ

等
とう

に関
かん

する

自
じ

立
りつ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

、生活
せいかつ

等
とう

に

関
かん

する相
そう

談
だん

及
およ

び助
じょ

言
げん

などの支援
し え ん

を 行
おこな

うサービスであり、

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの１つ。 
 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

 

心身
しんしん

の 障
しょう

がいを除去
じょきょ

・軽減
けいげん

するための医療
いりょう

について、

医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

額
がく

を軽減
けいげん

する障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づ

く公
こう

費
ひ

負
ふ

担
たん

医
い

療
りょう

制度
せ い ど

。 

更生
こうせい

医療
いりょう

、育成
いくせい

医療
いりょう

、精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

の３つの種類
しゅるい

があ

る。 
 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

の別 表
べつひょう

に掲
かか

げる一
いっ

定
てい

以
い

上
じょう

の 障
しょう

が

いがある人
ひと

に対
たい

し、申請
しんせい

に基
もと

づいて 障
しょう

害
がい

程
てい

度
ど

を認定
にんてい

し、

法
ほう

に定
さだ

める身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

であることの 証 票
しょうひょう

として交付
こ う ふ

するもの。 
 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の社
しゃ

会
かい

復
ふっ

帰
き

及
およ

び自
じ

立
りつ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を

目的
もくてき

として、精神
せいしん

疾患
しっかん

を有
ゆう

する者
もの

のうち、精神障
せいしんしょう

がいの

ため、長期
ちょうき

にわたり日 常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

への制約
せいやく

が

ある者
もの

を対 象
たいしょう

として交付
こ う ふ

する手帳
てちょう

。 
 

 

 

 

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

判断力
はんだんりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な人
ひと

について、契約
けいやく

の締結
ていけつ

などを代
か

わ

りに 行
おこな

う代
だい

理
り

人
にん

などを選任
せんにん

したり、本人
ほんにん

が 誤
あやま

った判
はん

断
だん

に基
もと

づいて契
けい

約
やく

を締結
ていけつ

した場合
ば あ い

に、それを取
と

り消
け

すこと

ができるようにすることなどにより、これらの人
ひと

を

不利益
ふ り え き

から守
まも

る制
せい

度
ど

。 

 

た行
ぎょう

 

 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ） 

自宅
じ た く

で介護
か い ご

を 行
おこな

っている人
ひと

が病気
びょうき

などの理由
り ゆ う

により

介護
か い ご

を 行
おこな

うことができない場合
ば あ い

に、 障
しょう

がい者
しゃ

に障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

や児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

に短期間
たんきかん

入 所
にゅうしょ

してもらい、

入 浴
にゅうよく

、排せつ
は い せ つ

、食事
しょくじ

のほか、必要
ひつよう

な介護
か い ご

を 行
おこな

うサービ

スであり、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービ

スの 1 つ。 
 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

に 入 所
にゅうしょ

している人
ひと

または精神科
せいしんか

病 院
びょういん

に入 院
にゅういん

している人
ひと

に対
たい

して、住 居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

や地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

するための活動
かつどう

に関
かん

する相
そう

談
だん

、外 出
がいしゅつ

時
じ

の同行
どうこう

、

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの体験的
たいけんてき

な利用
り よ う

支援
し え ん

など必要
ひつよう

な支援
し え ん

を

行
おこな

うサービスであり、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの 1 つ。 
 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

単身
たんしん

等
とう

で生活
せいかつ

する 障
しょう

がい者
しゃ

に、常
つね

に連
れん

絡
らく

がとれる体制
たいせい

を確保
か く ほ

し、緊 急
きんきゅう

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

な事態
じ た い

が 生
しょう

じた際
さい

に、

緊 急
きんきゅう

訪問
ほうもん

や相談
そうだん

などの必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うサービスであ

り、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの１

つ。 
 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して 創
そうさ

作
さく

的
てき

活
かつ

動
どう

または生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

の提 供
ていきょう

、社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

などを 行
おこな

う施
し

設
せつ

。 
 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

 

学校
がっこう

教育法
きょういくほう

に基
もと

づき、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

、高等
こうとう

学校
がっこう

及
およ

び 中
ちゅう

等
とう

教 育
きょういく

学校
がっこう

に置
お

くことができる学 級
がっきゅう

で、心身
しんしん

に

障
しょう

がいをもつ児童
じ ど う

・生
せい

徒
と

のためにニーズに応
おう

じた 教
きょう

育
いく

を 行
おこな

うことを目
もく

的
てき

としている。 
 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

 

学校
がっこう

教育法
きょういくほう

に基
もと

づき、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

、

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

、肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

または 病
びょう

弱
じゃく

者
もの

（身体
しんたい

虚
きょ

弱 者
じゃくしゃ

を含
ふく

む）に対
たい

して、幼稚園
ようちえん

、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

、

高等
こうとう

学校
がっこう

に 準
じゅん

ずる教 育
きょういく

を 行
おこな

うとともに、 障
しょう

がいによ

る学 習 上
がくしゅうじょう

または生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を克服
こくふく

し自立
じ り つ

を図る
は か る

ため

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

技能
ぎ の う

を授
さず

けることを目的
もくてき

に設置
せ っ ち

される学校
がっこう

。 
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特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

 

障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向
む

けた主
しゅ

体
たい

的
てき

な取組
とりくみ

を支援
し え ん

するという視点
し て ん

に立
た

ち、幼児
よ う じ

、

児童
じ ど う

、生徒
せ い と

、一人一人
ひ と り ひ と り

の教育的
きょういくてき

ニーズを把握
は あ く

し、その持
も

てる 力
ちから

を高
たか

め、生活
せいかつ

や学 習 上
がくしゅうじょう

の困難
こんなん

を改善
かいぜん

または克服
こくふく

するため、適切
てきせつ

な指
し

導
どう

及
およ

び必
ひつ

要
よう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うもの。 
 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
し え ん い ん

 

幼稚園
ようちえん

、 小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こうとう

学校
がっこう

において 障
しょう

がいのあ

る児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

し、食事
しょくじ

、排泄
はいせつ

、教 室
きょうしつ

の移動
い ど う

補助
ほ じ ょ

等
など

学校
がっこう

における日 常
にちじょう

生活
せいかつ

動作
ど う さ

の介助
かいじょ

を 行
おこな

ったり、発達障
はったつしょう

がい

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

し学
がく

習
しゅう

活
かつ

動
どう

上
じょう

のサポートを 行
おこな

ったりす

る者
もの

。 

 

 

な行
ぎょう

 

 

難病
なんびょう

 

①発 病
はつびょう

の仕
し

組
く

みが明
あき

らかでなく、②治療
ちりょう

方法
ほうほう

が確立
かくりつ

し

ていない、③希少
きしょう

な疾病
しっぺい

であって、④長期
ちょうき

の療 養
りょうよう

を必要
ひつよう

とするものとして、整理
せ い り

される。国
くに

・県
けん

が指定
し て い

した疾患
しっかん

（特定
とくてい

疾患
しっかん

）について、都道府県
と ど う ふ け ん

に認定
にんてい

された場合
ば あ い

に

特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

が交付
こ う ふ

され、医療費
いりょうひ

の公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

等
とう

を受
う

けられる。 

 

 

は行
ぎょう

 

 

発達障
はったつしょう

がい 

自閉症
じへいしょう

、アスペルガー 症候群
しょうこうぐん

、その他
た

の広汎性
こうはんせい

発達障
はったつしょう

がい、学 習 障
がくしゅうしょう

がい（ＬＤ）、注意
ちゅうい

欠陥
けっかん

・多動
た ど う

性
せい

障
しょう

がい（ＡＤＨＤ）、その他
た

これに類
るい

する脳
のう

機
き

能
のう

の 障
しょう

が

いであってその 症
しょう

状
じょう

が通
つう

常
じょう

低
てい

年
ねん

齢
れい

において発
はつ

現
げん

するも

の。 
 
バリアフリー 

障
しょう

がい者
しゃ

が社会
しゃかい

生活
せいかつ

をしていく上
うえ

で障 壁
しょうへき

（バリア）

となるものを除去
じょきょ

するという意味
い み

。もとは物理的
ぶつりてき

な障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

という意
い

味
み

合
あ

いが強
つよ

かったが、より広
ひろ

く 障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を困難
こんなん

にしている社会的
しゃかいてき

、制度的
せいどてき

、心理的
しんりてき

な

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

という意味
い み

で用
もち

いられるようになっている。 
 
ピアカウンセリング 

「ピア（peer）」とは、「仲間
な か ま

」という意味
い み

で、ピアカ

ウンセリングは、 障
しょう

がい者
しゃ

自身
じ し ん

やその家族
か ぞ く

等
とう

が、 自
みずか

ら

の体験
たいけん

に基
もと

づいて、 障
しょう

がい者
しゃ

の悩
なや

みを聞
き

き 心
こころ

の支
ささ

えに

なったり、地域
ち い き

の中
なか

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

をする手助
て だ す

けをした

りすること。 

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
よ うし えんし ゃ

登録
とうろく

制度
せ い ど

 

災害
さいがい

時
じ

に、 一
ひとり

人暮
ぐ

らしの高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

の

中
なか

で避難
ひ な ん

支援
し え ん

が受
う

けられるように、平 常
へいじょう

時
じ

から一定
いってい

の件
けん

を満
み

たす要
よう

支
し

援
えん

者
しゃ

の情 報
じょうほう

を把握
は あ く

し、避難
ひ な ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

る制
せい

度
ど

。 
 

法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

 

常 用
じょうよう

雇用者数
こようしゃすう

に対
たい

する 障
しょう

がい者
しゃ

の割合
わりあい

。障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

に基
もと

づいて、民間
みんかん

企業
きぎょう

・国
くに

・地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は所定
しょてい

の割合
わりあい

以上
いじょう

の 障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

することが義務付
ぎ む づ

けられて

いる。 

 

や行
ぎょう

 

 

ユニバーサルデザイン 

身
み

の回
まわ

りの品物
しなもの

から住 宅
じゅうたく

、建物
たてもの

、都市
と し

空間
くうかん

のデザイン

まで、全
すべ

ての人
ひと

が使
つか

いやすいようにつくられた汎用性
はんようせい

の

ある商 品
しょうひん

、環 境
かんきょう

、情 報
じょうほう

の構築
こうちく

を目指
め ざ

したもの。 

 

 

ら行
ぎょう

 

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）に対
たい

して、一貫
いっかん

した指導
し ど う

・相談
そうだん

を

行
おこな

うとともに、各種
かくしゅ

の援護
え ん ご

措置
そ ち

を受
う

けやすくするために、

一定
いってい

以上
いじょう

の 障
しょう

がいがある人
ひと

に対
たい

し、申請
しんせい

に基
もと

づいて 障
しょう

害
がい

程
てい

度
ど

を判定
はんてい

し、県
けん

知事
ち じ

が交付
こ う ふ

するもの。 
 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 

医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする 障
しょう

がい者
しゃ

のうち、常
つね

に介
かい

護
ご

を

必要
ひつよう

とする方
かた

に対
たい

して、主
おも

に昼間
ひ る ま

において病 院
びょういん

で 行
おこな

わ

れる機能
き の う

訓練
くんれん

、療 養 上
りょうようじょう

の管理
か ん り

、看護
か ん ご

、医学的
いがくてき

管理
か ん り

の下
した

における介
かい

護
ご

及
およ

び日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

上
じょう

の世話
せ わ

を 行
おこな

うサービスで

あり、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの

1 つ。 
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第
だい

４期
き

八代市
や つ し ろ し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

 

令和
れ い わ

３（2021）年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

８（2026）年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

 

発行
はっこう

 八代市
やつしろし

 健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

 障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

 

 
   〒866-8601 

熊
く ま

本
も と

県
け ん

八
や つ

代
し ろ

市
し

松
ま つ

江
え

城
じょう

町
ま ち

1-25 

電
で ん

 話
わ

(0965)-35-0294（直 通
ちょくつう

） 

ＦＡＸ(0965)-33-4279 

E-mail syofuku@city.yatsushiro.lg.jp 

H P http://www.city.yatsushiro.lg.jp 

 

 

 


