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はじめに 

 

 本市
ほ ん し

は 2012年
ねん

（平
へい

成
せい

24年
ねん

）３月
がつ

に、2012年度
ね ん ど

（平
へい

成
せい

24年
ねん

度
ど

）から 2018年度
ね ん ど

（平
へい

成
せい

30年
ねん

度
ど

）までを計画
けいかく

期間
き か ん

とする「第
だい

２期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」を策定
さくてい

しまし

た。また、2015年
ねん

（平
へい

成
せい

27年
ねん

）３月
がつ

に計画
けいかく

の内容
ないよう

を一
いち

部
ぶ

見
み

直
なお

した、「第
だい

２期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

補足版
ほ そ く ば ん

」を策定
さくてい

し、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する様
さま

々
ざま

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

を

進
すす

めてまいりました。 

 

 国
くに

においては、2014年
ねん

（平
へい

成
せい

26年
ねん

）１月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

」が

批准
ひじゅん

され、すべての国民
こくみん

が障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊
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

の推進
すいしん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

」が 2016年
ねん

（平
へい

成
せい

28年
ねん

）４月
がつ

に施行
し こ う

される

など、国
くに

の障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

は大
おお

きく変
へん

化
か

しました。 

 

 このたび、「第
だい

２期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」の計画
けいかく

期間
き か ん

が終 了
しゅうりょう

するにあたり、

これまでの理念
り ね ん

を引
ひき

継
つ

ぎ、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を切
き

れ目
め

なく総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に

推進
すいしん

するため、「第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」を策定
さくてい

いたしました。 

 

 この計画
けいかく

は、今
こん

後
ご

５ヵ
か

年
ねん

の市
し

の障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の目標
もくひょう

と方向性
ほうこうせい

を示
しめ

してい

ます。 

 障
しょう

がいのある人々
ひとびと

が地域
ち い き

で生
い

き生
い

きと明
あか

るく豊
ゆた

かに暮
く

らしていけるまちの

実現
じつげん

に向
む

け、市民
し み ん

の皆様
みなさま

とともに、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでまいりま

す。 

 

 最後
さ い ご

に、計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたりまして、アンケート調査
ちょうさ

やパブリックコメント等
とう

を通
つう

じて貴
き

重
ちょう

なご意
い

見
けん

やご提
てい

言
げん

をいただきました市民
し み ん

の皆様
みなさま

をはじめ、第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

策定
さくてい

委員
い い ん

の皆様
みなさま

に心
こころ

より感
かん

謝
しゃ

申
もう

し上
あ

げます。また、計画
けいかく

の

推進
すいしん

にあたり、今後
こ ん ご

とも一層
いっそう

のご理
り

解
かい

とご協
きょう

力
りょく

を賜
たまわ

りますようお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げ

ます。 

 

2019年
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31年
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■「 障
しょう

がい」の表記
ひょうき

について■ 

伊達市
だ て し

では、ノーマライゼーション社会
しゃかい

の実現
じつげん

と 心
こころ

及
およ

び文
も

字
じ

のバリア

フリーを推進
すいしん

するため､「障害者
しょうがいしゃ

」の「害
がい

」の表記
ひょうき

を平仮名
ひ ら が な

の「がい」

に 改
あらた

め、平成
へいせい

14年
ねん

４月
がつ

1日
にち

から次
つぎ

のとおり実施
じ っ し

しています。 

①「障 害
しょうがい

」という言葉
こ と ば

が単語
た ん ご

あるいは熟語
じゅくご

として用
もち

いられ、「ひと」を 

直 接
ちょくせつ

・間接的
かんせつてき

に形容
けいよう

する場合
ば あ い

は「 障
しょう

がい」と表記
ひょうき

します。 

②法令
ほうれい

等
とう

に基
もと

づくもの、施設名
しせつめい

や団体
だんたい

等
とう

の固有
こ ゆ う

名詞
め い し

は除
のぞ

きます。 

 

 



*  は 57 ページからの第
だい

５章
しょう

資
し

料
りょう

編
へん

 ４用
よう

語
ご

解
かい

説
せつ

にあります。 

 

 

１ 

第
だい

１ 章
しょう

 計
けい

画
かく

の策
さく

定
てい

にあたって 

 

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

 

本市
ほ ん し

では、2012年
ねん

（平成
へいせい

24年
ねん

）３月
がつ

に、2012年度
ね ん ど

（平成
へいせい

24年度
ね ん ど

）

から 2018年度
ね ん ど

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

）までを計画
けいかく

期間
き か ん

とする「第
だい

２期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、様々
さまざま

な 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を進
すす

めて

きました。2015年
ねん

（平成
へいせい

27年
ねん

）３月
がつ

にはこの計画
けいかく

の一
いち

部
ぶ

見
み

直
なお

しを

行
おこな

い、補足版
ほ そ く ば ん

を策定
さくてい

しています。 

国
くに

では、2013年
ねん

（平成
へいせい

25年
ねん

）４月
がつ

に「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。）が施行
し こ う

され、制度
せ い ど

の谷間
た に ま

のない支援
し え ん

の提供
ていきょう

を

目的
もくてき

に、新
あら

たに難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

が支援
し え ん

対象
たいしょう

となったほか、2018年
ねん

（平成
へいせい

30年
ねん

）４月
がつ

には「自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」、「就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

」などのサービ

ス創設
そうせつ

をはじめとする制度
せ い ど

改正
かいせい

が 行
おこな

われるなど、 障
しょう

がいのある

人
ひと

が住
す

みなれた地
ち

域
いき

で暮
く

らし続
つづ

けるための環境
かんきょう

整備
せ い び

が進
すす

められ

ています。 

また、2016年
ねん

（平成
へいせい

28年
ねん

）４月
がつ

には「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。）

が施行
し こ う

され、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

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

、

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の強化
きょうか

も進
すす

められています。 

これら国
くに

の動
どう

向
こう

に基
もと

づくとともに、「第
だい

２期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

」の理念
り ね ん

を引
ひ

き継
つ

ぎ、施策
し さ く

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

、障
しょう

がいの

ある人
ひと

のニーズを踏
ふ

まえ、各種
かくしゅ

施策
し さ く

を展開
てんかい

するため「第
だい

３期
き

伊達市
だ て し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」を策定
さくてい

するものです。 

 



*  は 57 ページからの第
だい

５章
しょう

資
し

料
りょう

編
へん

 ４用
よう

語
ご

解
かい

説
せつ

にあります。 

 

 

２ 

■ノーマライゼーション■ 

ノーマライゼーション(=Normalization)は、 直訳
ちょくやく

すれば

「正常化
せいじょうか

」あるいは「標準化
ひょうじゅんか

」となります。福祉用語
ふ く し よ う ご

とし

てのノーマライゼーションは、障
しょう

がい者
しゃ

と健
けん

常者
じょうしゃ

が分
わ

け隔
へだ

てなく普
ふ

通
つう

に共存
きょうぞん

できる社会
しゃかい

こそがノーマル（正常
せいじょう

）な

状態
じょうたい

であるという理念
り ね ん

のもと、そうした 正常
せいじょう

な社会
しゃかい

を

積極的
せっきょくてき

に創造
そうぞう

していこうとする活動
かつどう

や施策
し さ く

、またその推進
すいしん

のための運動
うんどう

を意味
い み

しています。 

 

２ 計
けい

画
かく

の位
い

置
ち

付
づ

け 

 

「第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
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

における障害者
しょうがいしゃ

のための施策
し さ く

に関
かん

する基
き

本
ほん

的
てき

な計画
けいかく

」として位置
い ち

づけられるものであり、本市
ほ ん し

における 障
しょう

がい

者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の基本的
き ほ ん て き

な理念
り ね ん

と取組
とりくみ

の方針
ほうしん

を明
あき

らかにしたものです。 

 本
ほん

計
けい

画
かく

の策
さく

定
てい

に当
あ

たっては、 上
じょう

位
い

計
けい

画
かく

である国
くに

の 障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

（2018年度
ね ん ど

〔平成
へいせい

30年度
ね ん ど

〕から2022年度
ね ん ど

）及
およ

び北
ほっ

海
かい

道
どう

障
しょう

がい

者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（2013年度
ね ん ど

〔平成
へいせい

25年度
ね ん ど

〕から2022年度
ね ん ど

）に基
もと

づくと

ともに、第
だい

７次
じ

伊
だ

達
て

市
し

総合計画
そうごうけいかく

の 考
かんが

え方
かた

に即
そく

し、第
だい

４期
き

伊
だ

達
て

市
し

地域福祉計画
ち い き ふ く し け い か く

との整
せい

合
ごう

性
せい

を図
はか

ります。 
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３ 

３ 計画
けいかく

の期間
き か ん

 

 

 本計画
ほんけいかく

の期間
き か ん

は、2019年度
ね ん ど

（平成
へいせい

31年度
ね ん ど

）から 2023年度
ね ん ど

までの

５か年
ねん

とします。ただし、今後
こ ん ご

の制度
せ い ど

改正
かいせい

等
とう

の動向
どうこう

により、計画
けいかく

の

見
み

直
なお

しを 行
おこな

うことがあります。 

 また、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

に基
もと

づく 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

展開
てんかい

のため、

具体的
ぐ た い て き

な数値
す う ち

目標
もくひょう

等
とう

を盛
も

り込
こ

んだ実施
じ っ し

計画
けいかく

となる 障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

については、2018年度
ね ん ど

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

）から 2020年度
ね ん ど

を第
だい

５期
き

計
けい

画
かく

期
き

間
かん

としています。 

 

 2016

年度
ね ん ど

 

2017

年度
ね ん ど

 

2018

年度
ね ん ど

 

2019

年度
ね ん ど

 

2020

年度
ね ん ど

 

2021

年度
ね ん ど

 

2022

年度
ね ん ど

 

2023

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

 

平成
へ い せ い

 

31年度
ね ん ど

 
－ － － － 

         

国
くに

 
障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

３次
じ

） 

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

） 

 

 

         

北海道
ほっかいどう

 
第
だい

２期
き

北
ほっ

海
かい

道
どう

障
しょう

がい者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

 

         ※ 2018年
ねん

（平成
へいせい

30年
ねん

）３月
がつ

改
かい

訂
てい

 

 

         

伊達市
だ て し

 

第
だい

六
ろく

次
じ

伊
だ

達
て

市
し

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

 第
だい

７次
じ

伊
だ

達
て

市
し

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

 

（ 2019年度
ね ん ど

〔平成
へいせい

31年度
ね ん ど

〕～2028年度
ね ん ど

） 

        
第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

（平成
へいせい

27年度
ね ん ど

～平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 

第
だい

４期
き

伊
だ

達
て

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

（ 2019年度
ね ん ど

〔平成
へいせい

31年度
ね ん ど

〕～2023年度
ね ん ど

） 

        
第
だい

２期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

 

（平成
へいせい

24年度
ね ん ど

～平成
へいせい

30年度
ね ん ど

） 
第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

 

（ 2019年度
ね ん ど

〔平成
へいせい

31年度
ね ん ど

〕～2023年度
ね ん ど

）  

        
第
だい

４期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

が

い福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

第
だい

５期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 第
だい

６期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

        
 

 



*  は 57 ページからの第
だい

５章
しょう

資
し

料
りょう

編
へん

 ４用
よう

語
ご

解
かい

説
せつ

にあります。 

 

 

４ 

４ 対象
たいしょう

とする 障
しょう

がい者
しゃ

の範囲
は ん い

 

 

 障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

第
だい

２ 条
じょう

において、「身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障害
しょうがい

（以下
い か

「障害
しょうがい

」

と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、 障
しょう

害
がい

及
およ

び社
しゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
へき

により

継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける 状
じょう

態
たい

にあ

るものをいう。」と定
てい

義
ぎ

されたことを踏
ふ

まえ、この計画
けいかく

で対象
たいしょう

と

する 障
しょう

がい者
しゃ

は次
つぎ

の人
ひと

とします。 

・身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

 

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

 

・精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

（発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

を含
ふく

む。） 

・難
なん

病
びょう

患
かん

者
じゃ

などのその他
た

心
しん

身
しん

の機
き

能
のう

の 障
しょう

がいがある人
ひと

で、 障
しょう

が

い及
およ

び社
しゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
へき

により継続的
けいぞくてき

に日
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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける 状
じょう

態
たい

にある人
ひと

 

 

５ 計画
けいかく

策定
さくてい

の体制
たいせい

と方法
ほうほう

 

 

(１) 計画
けいかく

策定
さくてい

の体制
たいせい

 

 

①   第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

委
い

員
いん

会
かい

の設
せっ

置
ち

 

本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたっては、医療
いりょう

、教育
きょういく

、福祉
ふ く し

等
とう

の事業
じぎょう

に

従事
じゅうじ

する専門家
せ ん も ん か

、 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の代表
だいひょう

に加
くわ

え、公募
こ う ぼ

による

市民
し み ん

の 12名
めい

で構成
こうせい

する「第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

委
い

員
いん

会
かい

」(以下
い か

「策定
さくてい

委員会
い い ん か い

」という｡)を設置
せ っ ち

し、審
しん

議
ぎ

を 行
おこな

いま

した。 
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５ 

②   市
し

役所
やくしょ

内部
な い ぶ

の体制
たいせい

 

   障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ効果的
こ う か て き

に推進
すいしん

するため、

関係
かんけい

各課
か く か

の課長
かちょう

により構成
こうせい

される「第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

に係
かか

る 庁
ちょう

内
ない

調
ちょう

整
せい

会
かい

議
ぎ

」(以下
い か

「庁内
ちょうない

調整
ちょうせい

会議
か い ぎ

」とい

う｡)を設置
せ っ ち

し、全庁的
ぜんちょうてき

な体制
たいせい

の下
もと

に、計画
けいかく

策定
さくてい

を進
すす

めました。 

 

(２)計画
けいかく

策定
さくてい

の方法
ほうほう

 

 

①   アンケート調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

   障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

や意向
い こ う

についてのアンケート

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、計画
けいかく

の基礎
き そ

資料
しりょう

としました。 

   実施
じ っ し

期間
き か ん

：2018年
ねん

（平成
へいせい

30年
ねん

）８月
がつ

８日
にち

から８月
がつ

24日
にち

 

 

②   パブリックコメントの実施
じ っ し

 

 広
ひろ

く市
し

民
みん

の意
い

見
けん

を反
はん

映
えい

させるため、パブリックコメントを

実
じっ

施
し

しました。 

 パブリックコメントの期間
き か ん

：2019年
ねん

（平成
へいせい

31年
ねん

）１月
がつ

18日
にち

から２月
がつ

18日
にち
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６ 

６ 第
だい

２期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

の進
しん

捗
ちょく

状
じょう

況
きょう

 

 

 2012年
ねん

（平成
へいせい

24年
ねん

）３月
がつ

に策定
さくてい

した「第
だい

２期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

」では基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に「 障
しょう

がい者
しゃ

の基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

と

しての尊厳
そんげん

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

による共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」を掲
かか

げ、３

つの基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

に基
もと

づき施
し

策
さく

を展
てん

開
かい

してきました。各施策
か く し さ く

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の報告
ほうこく

については毎年度
ま い ね ん ど

市
し

のホームページで公開
こうかい

していま

す。それぞれの主
おも

な取組
とりくみ

は次
つぎ

のとおりです。 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 取組
とりくみ

内容
ないよう

 

１
お
互た

が

い
を
尊そ

ん

重
ち
ょ
う

し
合あ

え
る
ま
ち
づ
く
り 

１権利
け ん り

擁護
よ う ご

 
障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

や虐待
ぎゃくたい

・

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に関
かん

する施
し

策
さく

を展開
てんかい

しま

した。 

2012年度
ね ん ど

（平成
へいせい

24年度
ね ん ど

）に虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

セ

ンター（機能
き の う

）を設置
せ っ ち

し「伊達市
だ て し

障
しょう

が

い者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

対応
たいおう

実務
じ つ む

マニュアル」を作成
さくせい

し通報
つうほう

等
とう

への対応
たいおう

を 行
おこな

いました。 

２啓発
けいはつ

・広報
こうほう

 
障
しょう

がいに対
たい

する理
り

解
かい

促進
そくしん

や啓発
けいはつ

など

に関
かん

する施
し

策
さく

を展開
てんかい

しました。 

主
おも

に市
し

の広報紙
こ う ほ う し

やホームページなど

で 障
しょう

がいや 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する

情
じょう

報
ほう

を発信
はっしん

しました。 

３生活
せいかつ

環境
かんきょう

 
住
す

まいや移
い

動
どう

の支
し

援
えん

、災
さい

害
がい

対
たい

策
さく

に関
かん

す

る施
し

策
さく

を展
てん

開
かい

しました。 

２箇所
か し ょ

のグループホームが開設
かいせつ

され、

市内
し な い

のグループホームは 71箇所
か し ょ

にな

りました。 
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７ 

2018年度
ね ん ど

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

）に「伊
だ

達
て

市
し

バ

リアフリー基本
き ほ ん

構
こう

想
そう

」を策
さく

定
てい

しまし

た。 

2017年度
ね ん ど

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

）に「伊達市
だ て し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
よ う し え ん し ゃ

対策
たいさく

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、

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 整備
せ い び

や 福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

の指
し

定
てい

を 行
おこな

いました。 

４情報
じょうほう

・ｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝ 

情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

、コミュニケーション支
し

援
えん

に関
かん

する施
し

策
さく

を展
てん

開
かい

しました。 

道内
どうない

では 10番目
ば ん め

となる手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

である「伊達市
だ て し

やさしい 心
こころ

がかよいあ

う手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

」が 2017年
ねん

（平成
へいせい

29

年
ねん

）4月
がつ

から施行
し こ う

され、手話
し ゅ わ

講座
こ う ざ

講師
こ う し

派遣
は け ん

事業
じぎょう

、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

手話
し ゅ わ

を普及
ふきゅう

する取
とり

組
くみ

を 行
おこな

いました。 

２ 

地ち

域い
き

で
暮く

ら
す
こ
と 

が
で
き
る
体た

い

制せ
い

づ
く
り 

５生活
せいかつ

支援
し え ん

 
相
そう

談
だん

支
し

援
えん

、在
ざい

宅
たく

サービス、人
じん

材
ざい

の育
いく

成
せい

に関
かん

する施
し

策
さく

を展
てん

開
かい

しました。 

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

を 地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

えるため、2018年度
ね ん ど

（平成
へいせい

30

年度
ね ん ど

）に地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

を整備
せ い び

しま

した。 

６保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 
障
しょう

がいの予防
よ ぼ う

や、 障
しょう

がいのある人
ひと

の

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

などに関
かん

する施
し

策
さく

を展開
てんかい

し

ました。 

健
けん

診
しん

や保健
ほ け ん

に関
かん

する相
そう

談
だん

、啓発
けいはつ

、各種
かくしゅ

医療費
い り ょ う ひ

の助成
じょせい

を 行
おこな

いました。 
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８ 

 

３ 

自
立

じ

り

つ

へ
の
支
援

し

え

ん

と
社
会

し
ゃ
か
い

参
加

さ

ん

か

の
促
進

そ
く
し
ん 

７就労
しゅうろう

支援
し え ん

 
働
はたら

く場
ば

や日
にっ

中
ちゅう

の居
い

場
ば

所
しょ

づくりに関
かん

す

る施
し

策
さく

を展
てん

開
かい

しました。 

西
にし

胆
い

振
ぶり

心
しん

身
しん

障
しょう

がい者
しゃ

職
しょく

親
おや

会
かい

の支
し

援
えん

に

より 100名
めい

を超
こ

える 障
しょう

がいのある人
ひと

が 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

し て い ま す 。 2013 年度
ね ん ど

（平成
へいせい

25年度
ね ん ど

）に伊達市
だ て し

職員
しょくいん

採用
さいよう

試験
し け ん

に 障
しょう

がい者枠
しゃわく

を設
もう

けました。 

８ 教育
きょういく

・

育成
いくせい

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもの 療
りょう

育
いく

や保
ほ

育
いく

、

教
きょう

育
いく

に関
かん

する施
し

策
さく

を展
てん

開
かい

しました。 

保育所
ほ い く し ょ

や学校
がっこう

において療育
りょういく

・教育
きょういく

の

機会
き か い

の 充実
じゅうじつ

を 図
はか

り ま し た 。 2012 年
ねん

（平成
へいせい

24年
ねん

）から制
せい

度
ど

化
か

された放
ほう

課
か

後
ご

等
とう

デ イ サ ー ビ ス な ど に よ り 療育
りょういく

の

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

が図
はか

られました。 

９社会
しゃかい

参加
さ ん か

 
文化
ぶ ん か

活動
かつどう

、スポーツ振興
しんこう

に関
かん

する施
し

策
さく

を展開
てんかい

しました。 

様々
さまざま

な事業
じぎょう

において、障
しょう

がいのある人
ひと

が参加
さ ん か

できるよう配慮
はいりょ

しました。 
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料
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編
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よ う ご

解説
かいせつ

にあります。 

９ 

第
だい

２ 章
しょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

の 状 況
じょうきょう

と課題
か だ い

 

 

１ 身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

の現状
げんじょう

 

 

(1) 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

*の所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

*の所持者
し ょ じ し ゃ

は、2011年度
ね ん ど

（平成
へいせい

23年度
ね ん ど

）か

ら2017年度
ね ん ど

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

）の 間
あいだ

で83人
にん

の増
ぞう

となっています。 

（単位
た ん い

：人
にん

） 

区
く

 分
ぶん

 23年度
ね ん ど

 24年度
ね ん ど

 25年度
ね ん ど

 26年度
ね ん ど

 27年度
ね ん ど

 28年度
ね ん ど

 29年度
ね ん ど

 

手帳
てちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

 2,198 2,197 2,082 1,990 2,295 2,300 2,281 

市
し

の人口
じんこう

 36,427 36,201 36,011 35,620 35,330 34,871 34,579 

人口
じんこう

割合
わりあい

（％） 
6.0 6.1 5.8 5.6 6.5 6.6 6.6 

※ 市
し

資料
しりょう

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

*交付
こ う ふ

台 帳
だいちょう

登載数
とうさいすう

(各年度
か く ね ん ど

末
まつ

) 

市
し

の人口
じんこう

は、住 民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台 帳
だいちょう

登録数
とうろくすう

(各年度
か く ね ん ど

末
まつ

) 

 

2,198 2,197
2,082

2,295 2,300 2,281

1,990

1,500

1,800

2,100

2,400

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

身体障害者手帳所持者数

 

(2) 障
しょう

がいの種
しゅ

類
るい

及
およ

び 障
しょう

がい程
てい

度
ど

 

身体障
しんたいしょう

がいの 障
しょう

がい程度別
て い ど べ つ

を2017年度
ね ん ど

末
まつ

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

）でみると、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が1,353人
にん

（59.3％）で 最
もっと

も多
おお

く、
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１０ 

次
つ

いで内
ない

部
ぶ

障
しょう

がいが577人
にん

（25.3％）、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいが198人
にん

（8.7％）、視覚障
しかくしょう

がいが120人
にん

（5.3％）、音声
おんせい

･言語
げ ん ご

･そし

ゃく機能障
きのうしょう

がいが33人
にん

（1.4％）となっており、障
しょう

がい程度
て い ど

別
べつ

では１ 級
きゅう

が673人
にん

（29.5％）と 最
もっと

も多
おお

くなっています。 

肢体不自由
59.3%

内部
25.3%

聴覚
8.7%

視覚
5.3%

音声
1.4%

                       

（単位
た ん い

：人
にん

） 

区分
く ぶ ん

 視覚
し か く

 聴 覚
ちょうかく

 音声
おんせい

 肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

 内部
な い ぶ

 合計
ごうけい

 

1 級
きゅう

 40(0) 2(0) 1(0) 244(9) 386(1) 673(10) 

2 級
きゅう

 46(0) 35(1) 1(0) 253(1) 5(0) 340(2) 

3 級
きゅう

 5(0) 23(0) 21(0) 272(1) 82(1) 403(2) 

4 級
きゅう

 6(0) 39(0) 10(0) 397(4) 104(1) 556(5) 

5 級
きゅう

 15(0) 0(0) 0(0) 144(0) 0(0) 159(0) 

6 級
きゅう

 8(0) 99(0) 0(0) 43(1) 0(0) 150(1) 

合計
ごうけい

 120(0) 198(1) 33(0) 1,353(16) 577(3) 2,281(20) 

※ 市
し

資料
しりょう

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

*交付
こ う ふ

台 帳
だいちょう

登載数
とうさいすう

(平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

) 

かっこ内
ない

は1 8歳
さい

未満
み ま ん

の数値
す う ち

（内数
うちすう

） 

 (3) 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

の年齢
ねんれい

構成
こうせい

 

2017年度
ね ん ど

末
まつ

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

）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

年齢
ねんれい

構成
こうせい

では、65歳
さい

以上
いじょう

が1,860人
にん

と全体
ぜんたい

2,281人
にん

の81.5％

を占
し

めており、 最
もっと

も多
おお

くなっています。 
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１１ 

20人 58人

343人

1,860人

0

500

1000

1500

2000

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上

 

２ 知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

の現状
げんじょう

 

 

(1) 療育
りょういく

手帳
てちょう

*の所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

*の所持者
し ょ じ し ゃ

は、2011年度
ね ん ど

（平成
へいせい

23年度
ね ん ど

）から2017

年度
ね ん ど

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

）の 間
あいだ

で101人
にん

の増
ぞう

となっています。 

（単位
た ん い

：人
にん

） 

区
く

 分
ぶん

 23年度
ね ん ど

 24年度
ね ん ど

 25年度
ね ん ど

 26年度
ね ん ど

 27年度
ね ん ど

 28年度
ね ん ど

 29年度
ね ん ど

 

手帳
てちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

 442 455 438 458 507 524 543 

人口
じんこう

割合
わりあい

(％）  
1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

※ 市
し

資料
しりょう

 療 育
りょういく

手帳
てちょう

*交付
こ う ふ

台 帳
だいちょう

登載数
とうさいすう

(各年度
か く ね ん ど

末
まつ

) 

 

442 455 438

507 524
543

458

300

400

500

600

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

療育手帳所持者

 



*  は57ページからの第
だい

５章
しょう

資
し

料
りょう

編
へん

 ４用語
よ う ご

解説
かいせつ

にあります。 

１２ 

 

(2) 知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の 障
しょう

がい程度
て い ど

 

知的
ち て き

障
しょう

がいの 障
しょう

がい程度別
て い ど べ つ

を2017年度
ね ん ど

末
まつ

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

）でみると、重度
じゅうど

・最重度
さいじゅうど

（Ａ判定
はんてい

）が219人
にん

（40.3％）、

軽度
け い ど

・中度
ちゅうど

（Ｂ判定
はんてい

）が324人
にん

（59.7％）となっています。 

年齢
ねんれい

別
べつ

では、18歳
さい

未満
み ま ん

の重度
じゅうど

・最重度
さいじゅうど

が23人
にん

（4.2％）、

軽度
け い ど

・中度
ちゅうど

は60人
にん

（11.1％）となっており、また、18歳
さい

以上
いじょう

では重度
じゅうど

・最重度
さいじゅうど

が196人
にん

（36.1％）、軽度
け い ど

・中度
ちゅうど

は264人
にん

（48.6％）となっています。 

 

 

 （単位
た ん い

：人
にん

） 

区
く

  分
ぶん

 23年度
ね ん ど

 24年度
ね ん ど

 25年度
ね ん ど

 26年度
ね ん ど

 27年度
ね ん ど

 28年度
ね ん ど

 29年度
ね ん ど

 

Ａ
判
定

は

ん

て

い 

18歳
さい

未満
み ま ん

  24  24  29 22 19 18 23 

18歳
さい

以上
いじょう

 175 178 166 169 187 193 196 

計 199 202 195 191 208 211 219 

Ｂ
判
定

は

ん

て

い 

18歳
さい

未満
み ま ん

  32  33  31 46 54 60 60 

18歳
さい

以上
いじょう

 243 220 212 221 245 253 264 

計 186 253 243 267 299 313 324 

Ａ
＋
Ｂ 

18歳
さい

未満
み ま ん

  56  57  58 68 73 78 83 

18歳
さい

以上
いじょう

 386 398 380 390 434 446 460 

合計
ごうけい

 442 455 438 458 507 524 543 

※ 市
し

資料
しりょう

 療 育
りょういく

手帳
てちょう

*交付
こ う ふ

台 帳
だいちょう

登載数
とうさいすう

(各年度
か く ね ん ど

末
まつ

) 

 

(3) 療育
りょういく

手帳
てちょう

*所持者
し ょ じ し ゃ

の年齢
ねんれい

構成
こうせい

 

2017年度
ね ん ど

末
まつ

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

）の療育
りょういく

手帳
てちょう

*所持者
し ょ じ し ゃ

の年齢
ねんれい

構成
こうせい

では、40～64歳
さい

が234人
にん

と全体
ぜんたい

の43.1％を占
し

めており、

最
もっと

も多
おお

くなっています。 
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１３ 

83人

170人

234人

56人

0

50

100

150

200

250

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上

 
 

 

 

３ 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の現状
げんじょう

 

 

(1) 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

*の所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

*の所持者
し ょ じ し ゃ

は次
つぎ

のとおりで、2011

年度
ね ん ど

（平成
へいせい

23年度
ね ん ど

）から2017年度
ね ん ど

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

）までの 間
あいだ

で5人
にん

の減
げん

となっていますが、人口
じんこう

割合
わりあい

では0.1％の増
ぞう

とな

っています。 

（単位
た ん い

：人
にん

） 

区
く

 分
ぶん

 23年度
ね ん ど

 24年度
ね ん ど

 25年度
ね ん ど

 26年度
ね ん ど

 27年度
ね ん ど

 28年度
ね ん ど

 29年度
ね ん ど

 

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 200 193 180 179 192 198 195 

人口
じんこう

割合
わりあい

（％）  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 

※ 市
し

資料
しりょう

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

*交付
こ う ふ

台 帳
だいちょう

登載数
とうさいすう

(各年度
か く ね ん ど

末
まつ

) 
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１４ 

１級 16人 8.2%

３級 51人 26.2%

２級128人
65.6%

200 193 192 198 195179180

100

150

200

250

300

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

精神保健福祉手帳所持者数

(2) 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の 障
しょう

がい程度
て い ど

 

2017年度
ね ん ど

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

）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
し ょ じ し ゃ

の 障
しょう

がい程度
て い ど

別
べつ

では、２ 級
きゅう

が128人
にん

（65.6％）と 最
もっと

も多
おお

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(3) 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

の年齢
ねんれい

構成
こうせい

 

2017年度
ね ん ど

末
まつ

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

）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
し ょ じ し ゃ

の年齢
ねんれい

構成
こうせい

では、40～64歳
さい

が121人
にん

と全体
ぜんたい

の62.1％を

占
し

めており、 最
もっと

も多
おお

くなっています。 
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１５ 

1人

31人
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42人
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１６ 

４ アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

からの現状
げんじょう

 

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

の福祉
ふ く し

に関
かん

する意
い

識
しき

、意向
い こ う

などを把握
は あ く

し、

計画
けいかく

策定
さくてい

や政策
せいさく

推進
すいしん

にあたっての資料
しりょう

とするため、障
しょう

がいの

ある人
ひと

を対象
たいしょう

とするアンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。（アン

ケート調査
ちょうさ

の概要
がいよう

は資料編
しりょうへん

に掲載
けいさい

） 

 それらの結果
け っ か

から、特
とく

にポイントとなる事柄
ことがら

を次
つぎ

のように

整理
せ い り

しました。 

 

（１）権利
け ん り

擁護
よ う ご

について 

 

 ①成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

  「名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

っている」、「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」を合
あ

わせた認
にん

知
ち

度
ど

は51.7％となっ

ている一方
いっぽう

、「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」、「名
な

前
まえ

も内
ない

容
よう

も知
し

らない」を合
あ

わせると52.6％の方
かた

が

内容
ないよう

について理解
り か い

をしていないことから、制
せい

度
ど

の 周
しゅう

知
ち

が進
すす

んでいない 状
じょう

況
きょう

にあります。 

 

 ②虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

 

  2006年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

）の調査
ちょうさ

（以下
い か

「前回
ぜんかい

の調査
ちょうさ

」と

いう。）では、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、疎外感
そ が い か ん

を「よく感
かん

じる」、「と

きどき感
かん

じる」を合
あ

わせると29.6％となっていました。今回
こんかい

の調査
ちょうさ

では、差
さ

別
べつ

・嫌
いや

な思
おも

いの経
けい

験
けん

の有
う

無
む

について「かつ

てあった」、「現在
げんざい

もある」を合
あ

わせると18.6％となって

おり減少
げんしょう

しているものの、差
さ

別
べつ

・嫌
いや

な思
おも

いを受
う

けた場
ば

所
しょ

に

ついては、前回
ぜんかい

の調査
ちょうさ

と同様
どうよう

に「学校
がっこう

・仕事場
し ご と ば

」や「外出先
がいしゅつさき

」、
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１７ 

「住
す

んでいる地域
ち い き

」が多数
た す う

を占
し

めています。 

  

（２）生活
せいかつ

環境
かんきょう

について 

 

 ①暮
く

らす場
ば

所
しょ

 

  現
げん

在
ざい

の暮
く

らし方
かた

について、「家
か

族
ぞく

と暮
く

らしている」が前回
ぜんかい

の調査
ちょうさ

では67％であったのに対
たい

し今
こん

回
かい

の 調
ちょう

査
さ

では62％と

減少
げんしょう

しています。将
しょう

来
らい

暮
く

らしたい場
ば

所
しょ

については、現
げん

在
ざい

地
ち

域
いき

で暮
く

らしている人
ひと

の約
やく

７割
わり

が同
おな

じ暮
く

らし方
かた

を望
のぞ

んでいま

す。 

 

 ②外
がい

出
しゅつ

時
じ

に困
こま

ること 

  外出
がいしゅつ

時
じ

に困
こま

ることについては、前回
ぜんかい

の調査
ちょうさ

に比
くら

べ「特
とく

に

ない」が増
ふ

えているものの、依
い

然
ぜん

として「公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

が

少ない（ない）」、「道路
ど う ろ

や駅
えき

に階段
かいだん

や段差
だ ん さ

が多
おお

い」との回
かい

答
とう

が多
おお

い結
けっ

果
か

となっています。 

 

 ③災
さい

害
がい

時
じ

に困
こま

ること 

  災
さい

害
がい

時
じ

に困
こま

ることについては、発生
はっせい

時
じ

においては「安全
あんぜん

な

ところまで、迅速
じんそく

に避難
ひ な ん

することができない」が44.2％と

最
もっと

も高
たか

く、避
ひ

難
なん

先
さき

においては「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

（トイレ等
とう

など）や生活
せいかつ

環境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

」が42.2％で 最
もっと

も高
たか

くなっていま

す。 
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（３）情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

について 

 

 ① 障
しょう

がいや福
ふく

祉
し

サービスに関
かん

する 情
じょう

報
ほう

の 入
にゅう

手
しゅ

経
けい

路
ろ

 

  前回
ぜんかい

の調査
ちょうさ

と比
くら

べると主
おも

な入手
にゅうしゅ

経路
け い ろ

に変化
へ ん か

はありませ

んが、広報紙
こ う ほ う し

の占
し

める割
わり

合
あい

が減少
げんしょう

し、本
ほん

やテレビ等
とう

のメデ

ィアや関
かん

係
けい

機
き

関
かん

の割
わり

合
あい

が増
ぞう

加
か

しています。 

 

（４）生活
せいかつ

支援
し え ん

について 

 

 ①高齢化
こ う れ い か

への対応
たいおう

 

  主
おも

に介助
かいじょ

してくれる家族
か ぞ く

の年齢
ねんれい

について、前回
ぜんかい

の調査
ちょうさ

で

は60歳
さい

以上
いじょう

が53.7％であったのに対
たい

し、今回
こんかい

の調査
ちょうさ

では

59.2％と高齢化
こ う れ い か

が進
すす

んでいます。 

 

 ②相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

  悩
なや

みや困
こま

ったことの相談
そうだん

相手
あ い て

は、「家族
か ぞ く

や親戚
しんせき

」が55.6％

と 最
もっと

も多
おお

く、市
し

の窓口
まどぐち

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が占
し

める割
わり

合
あい

は低
ひく

くなっています。 

 

（５）就労
しゅうろう

支援
し え ん

について 

 

 ①就労
しゅうろう

の場
ば

 

  仕事
し ご と

をしていない人
ひと

のうち、「仕事
し ご と

をしたい」と答
こた

えた人
ひと

が37.1％となっています。また、したいと思
おも

う仕
し

事
ごと

の業種
ぎょうしゅ

に

ついては「農業
のうぎょう

・林業
りんぎょう

」、「漁業
ぎょぎょう

」を合わせると20.4％と

なっており一次
い ち じ

産業
さんぎょう

への関心
かんしん

が高
たか

いことがうかがえます。 
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 ②就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

 必要
ひつよう

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

については、「職場
しょくば

の 障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

」が

34.0％と 最
もっと

も多
おお

く、「職場
しょくば

の上司
じょうし

や同僚
どうりょう

に 障
しょう

がいの理解
り か い

が

あること」が30.8％となっており、 障
しょう

がいへの理解
り か い

を求
もと

め

る回
かい

答
とう

が多
おお

い結
けっ

果
か

となっています。 

 

（６）伊達市
だ て し

について 

 

 伊達市
だ て し

の暮
く

らしやすさについては、「とても暮
く

らしやす

いまちだと思
おも

う」、「どちらかと言
い

えば、暮
く

らしやすいま

ちだと思
おも

う」を合
あ

わせると82.2％となっており、前回
ぜんかい

の調査
ちょうさ

の79.5％を超
こ

えています。特
とく

に知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で「とても暮
く

らしやすいまちだと思
おも

う」が39.4％と、他
ほか

の 障
しょう

がい者
しゃ

に比
くら

べて高
たか

くなっています。 
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５ 団体
だんたい

からの意見
い け ん

・提言
ていげん

 

 

第
だい

７次
じ

伊
だ

達
て

市
し

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

に係
かか

る団
だん

体
たい

懇
こん

談
だん

会
かい

で寄
よ

せられた

福
ふく

祉
し

に関
かん

する意
い

見
けん

・提
てい

言
げん

は次
つぎ

のとおりです。 

 

開催
かいさい

日
び

 2018年
ねん

（平成
へいせい

30年
ねん

）1月
がつ

15日
にち

 

参加
さ ん か

団体
だんたい

 
伊達市
だ て し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、伊達市
だ て 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

、伊達身体
だ て し ん た い

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

、伊
だ

達
て

身
しん

体
たい

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

（視覚
し か く

部会
ぶ か い

）、伊達
だ て

聴 力
ちょうりょく

障害者
しょうがいしゃ

協会
きょうかい

、 伊達市
だ て し

ボ ラ ン テ ィ ア

連絡会
れんらくかい

、伊達
だ て

手話
し ゅ わ

の会
かい

、伊達市手
だ て し て

をつなぐ

育成会
いくせいかい

 

 

意見
い け ん

・提言
ていげん

 
○ボランティア活動

かつどう

の活性化
か っ せ い か

・支援
し え ん

強化
きょうか

、若
わか

い

人
ひと

の加入
かにゅう

促進
そくしん

 

○学校
がっこう

でのボランティア教育
きょういく

、他
た

自治体
じ ち た い

への

視察
し さ つ

研修
けんしゅう

制度
せ い ど

など 

○ボランティア団体
だんたい

と 障
しょう

がい者
しゃ

との橋
はし

渡
わた

し 

○地域
ち い き

との 絆
きずな

の構築
こうちく

（災害
さいがい

時
じ

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

） 

○ 心
こころ

のバリアフリーへの取組
とりくみ

、学校
がっこう

教育
きょういく

に

おける 障
しょう

がい者
しゃ

教育
きょういく

 

○災害
さいがい

時
じ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

、 障
しょう

がい者
しゃ

の避難
ひ な ん

方法
ほうほう

・対応
たいおう

マニュアルの作成
さくせい

 

○介護
か い ご

予防
よ ぼ う

への 注 力
ちゅうりょく
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６ 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の課題
か だ い

 

 

 現状
げんじょう

とアンケートや団体
だんたい

懇談会
こんだんかい

での意見
い け ん

を基
もと

に、これまで

の取組
とりくみ

経過
け い か

や地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

での 協
きょう

議
ぎ

を踏
ふ

まえて、本
ほん

市
し

の 障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

の課
か

題
だい

について次
つぎ

のとおりまとめました。 

 

（１）お
お

互
たが

いを尊
そん

重
ちょう

し合
あ

えるまちづくり 

・障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず、誰
だれ

もがお互
たが

いに支
ささ

え合
あ

い尊
そん

重
ちょう

し

合
あ

う 共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

のためには、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが様々
さまざま

な

障
しょう

がいについて正
ただ

しい知
ち

識
しき

を得
え

て、理
り

解
かい

を深
ふか

めていく必
ひつ

要
よう

が

あります。 

これまで、権利
け ん り

擁護
よ う ご

や虐待
ぎゃくたい

・差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に関
かん

する取
とり

組
くみ

を進
すす

めてきましたが、アンケートによると、差
さ

別
べつ

や嫌
いや

な思
おも

いをし

た人
ひと

の割
わり

合
あい

は減
へ

っているものの、２割
わり

程
てい

度
ど

の人
ひと

が 職
しょく

場
ば

や学
がっ

校
こう

、

住
す

んでいる地
ち

域
いき

などでの差
さ

別
べつ

や嫌
いや

な思
おも

いを感
かん

じています。 

今後
こ ん ご

は、これまでの取組
とりくみ

を継続
けいぞく

するとともに、「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

*」をはじめとした、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ば め ん

での 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を図
はか

る取
とり

組
くみ

が必要
ひつよう

です。 

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

を送
おく

るた

めには、住
す

む場
ば

所
しょ

や移
い

動
どう

支
し

援
えん

、災害
さいがい

対策
たいさく

などの生活
せいかつ

環境
かんきょう

の

整備
せ い び

を進
すす

めていく必
ひつ

要
よう

があります。 

 これまで、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

によるグループホーム開設
かいせつ

や

「伊達市
だ て し

バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

」、「伊達市
だ て し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
よ う し え ん し ゃ

対策
たいさく

計画
けいかく

」の策定
さくてい

などの、移動
い ど う

支援
し え ん

、災害
さいがい

対策
たいさく

の取組
とりくみ

を進
すす

め

てきました。 
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 アンケートによると、現
げん

在
ざい

地
ち

域
いき

で暮
く

らしている人
ひと

の多
おお

くが、

将来
しょうらい

も地域
ち い き

で生活
せいかつ

を続
つづ

ける意
い

向
こう

を持
も

っています。また、来
きた

る

べき有
う

珠
す

山
ざん

噴
ふん

火
か

や近
きん

年
ねん

多
た

発
はつ

している自
し

然
ぜん

災
さい

害
がい

に備
そな

えた支
し

援
えん

対
たい

策
さく

の整
せい

備
び

も求
もと

められています。 

 今
こん

後
ご

も、これまでの取
とり

組
くみ

を継
けい

続
ぞく

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の生
せい

活
かつ

環
かん

境
きょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 

 

・情報
じょうほう

と意思
い し

疎通
そ つ う

は、生活
せいかつ

していくうえで欠
か

かすことのでき

ないものであり、 障
しょう

がいの種別
しゅべつ

や特性
とくせい

に応
おう

じた 情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

や

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

 これまで、手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

による意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

や手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

に

関
かん

する取
とり

組
くみ

、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

への音訳
おんやく

･点訳
てんやく

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

な

どの取組
とりくみ

を進
すす

めてきました。 

 今後
こ ん ご

は、これまでの取組
とりくみ

に加
くわ

え、多様化
た よ う か

する情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

手段
しゅだん

への対応
たいおう

や、「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

」による情報
じょうほう

提供
ていきょう

などを推進
すいしん

する

必要
ひつよう

があります。 

 

（２）地域
ち い き

で暮
く

らすことができる体制
たいせい

づくり 

・障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

するためには、生涯
しょうがい

を通
つう

じて

一人
ひ と り

ひとりの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた支
し

援
えん

を提供
ていきょう

することが必要
ひつよう

です。

また、障
しょう

がいのある人
ひと

を支
ささ

えている家族
か ぞ く

の高齢化
こ う れ い か

により、親
おや

や配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

亡
な

き後
あと

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

える取
とり

組
くみ

も必要
ひつよう

となり

ます。 

 これまで、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

や相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

などにより、障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支援
し え ん

する

取組
とりくみ

を進
すす

めてきました。アンケートによると、悩
なや

みや困
こま

った

ことの相談先
そうだんさき

は、家族
か ぞ く

や親戚
しんせき

が多
おお

い結
けっ

果
か

となっていますが、総
そう
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合
ごう

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

センター「あい」への相談
そうだん

人数
にんずう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

してお

り、地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支援
し え ん

するうえで重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を担
にな

っていま

す。 

 今後
こ ん ご

も継続
けいぞく

して、一人
ひ と り

ひとりの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた支援
し え ん

が提供
ていきょう

されるよう取組
とりくみ

を進
すす

めるとともに、 障
しょう

がいのある人
ひと

の日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

を地
ち

域
いき

全
ぜん

体
たい

で支
ささ

える体
たい

制
せい

を 充
じゅう

実
じつ

させる必
ひつ

要
よう

があります。 

 

（３）自立
じ り つ

への支援
し え ん

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が就労
しゅうろう

するためには、職場
しょくば

での 障
しょう

がいへ

の理解
り か い

や労働
ろうどう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

などが求
もと

められます。国
くに

では、2018

年度
ね ん ど

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

）から 障
しょう

がい者
しゃ

の法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

が引
ひ

き上
あ

げら

れたことから、今後
こ ん ご

は、さらなる 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

促進
そくしん

のための

取組
とりくみ

が必要
ひつよう

です。 

  

・障
しょう

がいのある子
こ

どもを支援
し え ん

するためには、障
しょう

がいや発達
はったつ

の

遅
おく

れを早期
そ う き

に発見
はっけん

し、必要
ひつよう

な相談
そうだん

や療育
りょういく

を 行
おこな

うとともに、

就学前
しゅうがくまえ

から卒業後
そつぎょうご

まで切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を受
う

けられる体
たい

制
せい

の

整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。 

また、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の「 心
こころ

のバリアフリー」を進
すす

めるためには、

幼
おさな

い頃
ころ

から福祉
ふ く し

に関
かん

する理
り

解
かい

を深
ふか

めることが重要
じゅうよう

です。 
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第
だい

３ 章
しょう

 計
けい

画
かく

の基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

 

 

１ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も互
たが

いに支
ささ

え合
あ

い、地域
ち い き

で生
い

き生
い

きと明
あか

るく豊
ゆた

かに暮
く

らしていける社会
しゃかい

を目
め

指
ざ

す「ノーマライ

ゼーション *」の 考
かんが

え方
かた

を基
き

本
ほん

とし、障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

の

中
なか

で自立
じ り つ

し、生
い

きがいを持
も

ちながら、安
あん

心
しん

してその人
ひと

らしい生
せい

活
かつ

を送
おく

ることができるよう、「 障
しょう

がい者
しゃ

の基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としての尊厳
そんげん

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

による共生
きょうせい

社会
しゃかい

の

実現
じつげん

」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とします。 

 また、前計画
ぜんけいかく

でも、 障
しょう

がいのある人々
ひとびと

が社会
しゃかい

を構成
こうせい

する

一員
いちいん

として、障
しょう

がいのない人
ひと

とともに生活
せいかつ

し活動
かつどう

できる社会
しゃかい

を目
め

指
ざ

す「ノーマライゼーション *」の理念
り ね ん

と、主体性
しゅたいせい

・自立性
じ り つ せ い

といった人間
にんげん

本来
ほんらい

の生
い

き方
かた

の回復
かいふく

、獲
かく

得
とく

を目
め

指
ざ

す「リハビリ

テーション *」の理
り

念
ねん

のもと、「ふれあい・ささえあい・やす

らぎのあるまちづくり」を目
め

指
ざ

し、障
しょう

がい者
しゃ

施
し

策
さく

を推
すい

進
しん

して

きました。「ノーマライゼーション *」と「リハビリテーショ

ン *」は、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の普遍的
ふ へ ん て き

な理念
り ね ん

であることから、本計画
ほんけいかく

においてもその理念
り ね ん

を発展
はってん

継承
けいしょう

していきます。 
 

■自立
じ り つ

■ 

 「自立
じ り つ

」とは、「他
た

の助
たす

けを受
う

けずに自分
じ ぶ ん

ひとりの 力
ちから

で物事
ものごと

を 行
おこな

うこと」の意味
い み

ですが、この計画
けいかく

において

は、「どこで暮
く

らしていても、必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を受
う

けながら、

自
みずか

らの決定
けってい

に基
もと

づき主
しゅ

体
たい

的
てき

に生
い

きて行
い

くこと」として

使用
し よ う

しています。 
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２５ 

２ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

 

(1) お互
たが

いを尊
そん

重
ちょう

し合
あ

えるまちづくり 

生活
せいかつ

の場
ば

等
とう

において、障
しょう

がいのある人
ひと

が、障
しょう

がいのない

人
ひと

と実質的
じっしつてき

に同等
どうとう

の生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよう配慮
はいりょ

し、

差別
さ べ つ

や不利益
ふ り え き

な 扱
あつか

いを禁止
き ん し

します。 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も地域
ち い き

の住民
じゅうみん

としてお互
たが

いを

支
ささ

え合
あ

い尊
そん

重
ちょう

しながら安心
あんしん

して楽
たの

しく暮
く

らすことのでき

るまちづくりを推進
すいしん

します。 

住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

でその人
ひと

の能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

に生
い

かして、

地域
ち い き

の人
ひと

とともに暮
く

らしていくことのできるまちづくりを

目指
め ざ

します。 

(2) 地
ち

域
いき

で暮
く

らすことができる体
たい

制
せい

づくり 

地
ち

域
いき

で暮
く

らす 障
しょう

がいのある人
ひと

が、地
ち

域
いき

の福
ふく

祉
し

、医
い

療
りょう

、教
きょう

育
いく

、就
しゅう

労
ろう

等
とう

のサービスを有効
ゆうこう

に活用
かつよう

できるよう、地域
ち い き

で暮
く

らすことができる体
たい

制
せい

づくりを図
はか

ります。 

(3) 自立
じ り つ

への支援
し え ん

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が 自
みずか

らの決定
けってい

に基
もと

づき主
しゅ

体
たい

的
てき

に、地域
ち い き

社会
しゃかい

のあらゆる活動
かつどう

にそれぞれの能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

して

積極的
せっきょくてき

に参画
さんかく

することができ、生
い

きがいを持
も

って暮
く

らすこ

とができる地域
ち い き

を目指
め ざ

します。 

障
しょう

がいのある人
ひと

とサポートするその家族
か ぞ く

が安心
あんしん

して

生活
せいかつ

し 働
はたら

くことができるような施策
し さ く

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

自分
じ ぶ ん

の暮
く

らしを、自
みずか

らの選択
せんたく

により決定
けってい

し、自分
じ ぶ ん

らしく

暮
く

らすことができるよう、また、障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も互
たが

いを理
り

解
かい

し合
あ

い、市民
し み ん

の一人
ひ と り

として社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる

「 心
こころ

のバリアフリー *」を目
め

指
ざ

すまちづくりを推進
すいしん

します。 



基本
き ほ ん

理念
り ね ん 施

し

　策
さ く

　の　内
ない

　容
よう

(１)権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

①　地域
ち い き

生活
せいかつ

における権利
け ん り

擁護
よ う ご

制度
せ いど

の普及
ふきゅう

②　市民
し み ん

相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

(２)虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

①　虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

②　障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の推進
すいしん

①　広報
こうほう

紙
し

、ホームページ等
とう

による啓発
けいはつ

の推進
すいしん

②　「障害者
しょうがいしゃ

週間
　しゅうかん

」等
とう

を中心
ちゅうしん

とした啓発
けいはつ

事業
　じぎょう

の推進
すいしん

③　当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

等
とう

による市民
し み ん

啓発
けいはつ

活動
　かつどう

への支援
し え ん

④　事業所
じぎょうしょ

への啓発
けいはつ

活動
　かつどう

の充実
じゅうじつ

⑤　相談
そうだん

支援
し え ん

の啓発
けいはつ

・推進
すいしん

⑥　ユニバーサルデザインの啓発
けいはつ

・推進
すいしん

⑦　バリアフリー法
ほう

の啓発
けいはつ

・推進
すいしん

⑧　生涯
しょうがい

学習
　がくしゅう

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
　ていきょう

の充実
じゅうじつ

⑨　選挙
せんきょ

制度
せ いど

の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

①　地域
ち い き

支
ささ

え合
あ

いシステムの推進
すいしん

②　地域
ち い き

活動
かつどう

の推進
すいしん

③　障
しょう

がい者
しゃ

の交流
こうりゅう

促進
　そくしん

④　関係
かんけい

機関
　きかん

との連携
れんけい

(１)住
す

まい・まちづくりの推進
すいしん

①　住宅
じゅうたく

改修費
　かいしゅうひ

の助成
じょせい

②　緊急
きんきゅう

通報
　つうほう

システム事業
じぎょう

の実施
じ っ し

③　グループホーム等
とう

の整備
せいび

促進
そくしん

①　福祉
ふ く し

有償
ゆうしょう

運送
　うんそう

への理解
り か い

促進
そくしん

②　公共
こうきょう

交通
　こうつう

機関
　きかん

のバリアフリー化
か

③　自動車
じ ど う し ゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得費
し ゅ と く ひ

の助成
じょせい

④　自動車
じ ど う し ゃ

改造費
かいぞうひ

の助成
じょせい

⑤　タクシー利用
り よ う

料
りょう

・自家用車
じ か よ う し ゃ

燃料費
ねんりょうひ

の助成
じょせい

⑥　運賃
うんちん

割引
わりびき

制度
せ いど

等
とう

の周知
しゅうち

⑦　移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

⑧　公共
こうきょう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

⑨　歩道
ほ ど う

等
とう

の整備
せいび

⑩　放置
ほ う ち

自転車等
じてんしゃとう

対策
たいさく

の推進
すいしん

⑪　専用
せんよう

駐車
　ちゅうしゃ

スペースの確保
か く ほ

・促進
そくしん

①　地域
ち い き

の防犯
ぼうはん

活動
かつどう

における障
しょう

がい者
しゃ

対応
たいおう

促進
そくしん

②　防犯
ぼうはん

意識
い し き

の啓発
けいはつ

③　緊急
きんきゅう

通報
　つうほう

システム事業
じぎょう

の実施
じ っ し

（再掲
さいけい

）

④　避難
ひ な ん

支援等
し え ん とう

関係
かんけい

団体
だんたい

による避難行動要
ひなんこうどうよう

支援者
しえん しゃ

対策
たいさく

の推進
すいしん

⑤　緊急時
きんきゅうじ

通報
つうほう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

⑥　防火
ぼ う か

・防災
ぼうさい

知識
ち し き

の向上
こうじょう

⑦　福祉
ふ く し

避難所
ひなん じょ

の設置
せ っ ち

(１)情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

①　広報
こうほう

紙
し

、ホームページなどの効果的
こうかてき

活用
かつよう

と充実
じゅうじつ

②　障
しょう

がいに応
おう

じた情報
じょうほう

提供
　ていきょう

の充実
じゅうじつ

③　情報
じょうほう

コーナーの整備
せいび

(２)意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

①　聴覚
ちょうかく

障
　しょう

がい者
しゃ

等
とう

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

②　障
しょう

がいに応
おう

じた意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

①　ケアマネジメントシステムの構築
こうちく

②　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

③　専門
せんもん

従事者
　じゅうじしゃ

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

④　地域
ち い き

づくりコーディネーターとの連携
れんけい

強化
　きょうか

⑤　地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
　しえん

拠点
きょてん

の機能
き の う

充実
じゅうじつ

(２)障
しょう

害
　がい

福祉
ふくし

サービスの提供
ていきょう

①　障
しょう

害
　がい

福祉
ふくし

サービスの周知
しゅうち

と給付
きゅうふ

②　地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
　しえん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

と実施
じ っ し

①　伊達市
だ て し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協議会
きょうぎかい

との連携
れんけい

強化
　きょうか

②　ボランティア団体
だんたい

等
 とう

への支援
し え ん

③　障
しょう

がい者
しゃ

のボランティア活動
かつどう

の推進
すいしん

④　当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

等
 とう

の育成
いくせい

・支援
し え ん

①　妊娠
にんしん

・出産
しゅっさん

・育児
い く じ

相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

②　乳幼児
にゅうようじ

健康
けんこう

診査
し ん さ

の充実
じゅうじつ

③　発育
はついく

発達
はったつ

相談
 そうだん

の充実
じゅうじつ

④　教育
きょういく

相談
　そうだん

の充実
じゅうじつ

⑤　生活
せいかつ

習慣病
　しゅうかんびょう

の予防
よぼう

支援
　しえん

⑥　健康
けんこう

診査
し ん さ

・がん検診
けんしん

の充実
じゅうじつ

⑦　重度
じゅうど

心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

医療費
い り ょ うひ

の助成
じょせい

⑧　自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

制度
せ いど

の周知
しゅうち

と給付
きゅうふ

⑨　特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

給付
きゅうふ

などの周知
しゅうち

と関係
かんけい

機関
　きかん

との連携
れんけい

(１)雇用
こ よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

①　職
しょく

親
　おや

会
　 かい

の活用
かつよう

②　事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

強化
  きょうか

③　職業
しょくぎょう

相談
　　そうだん

・情報
じょうほう

提供
　ていきょう

の充実
じゅうじつ

(２)福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

の場
ば

の確保
か く ほ

①　一般
いっぱん

就労
 しゅうろう

に向
む

けた訓練
くんれん

・相談
そうだん

機能
き の う

の強化
きょうか

②　地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターへの支援
し え ん

(３)障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設等
　　しせつとう

が供給
きょうきゅう

する物
ぶっ

品
ぴん

及
およ

び役務
えきむ

に対
たい

する需要
じゅよう

の増進
ぞうしん ①　障

しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設等
しせつとう

が供給
きょうきゅう

できる物品
ぶっぴん

及
およ

び役務
え き む

の把握
は あ く

②　障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設等
しせつとう

が供給
きょうきゅう

する物品
ぶっぴん

及
およ

び役務
え き む

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

①　保育士
ほ い く し

の資質
し し つ

向上
こうじょう

②　親
おや

などへの相談
そうだん

・指導
し ど う

体制
たいせい

の整備
せいび

③　親
おや

同士
ど う し

のネットワーク支援
し え ん

④　療
りょう

育
  いく

を必要
ひつよう

とする幼児
よ う じ

などへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

⑤　関係
かんけい

機関
　きかん

との連携
れんけい

強化
  きょうか

⑥　放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブへの支援
し え ん

⑦　障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

と給付
きゅうふ

①　福祉
ふ く し

教育
きょういく

による福祉
ふ く し

意識
い し き

の啓発
けいはつ

②　学校
がっこう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

③　交流
こうりゅう

教育
　きょういく

の充実
じゅうじつ

④　教職員
きょうしょくいん

研修
　 けんしゅう

の充実
　　じゅうじつ

⑤　特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーターの資質
し し つ

向上
こうじょう

⑥　親
おや

などへの相談
そうだん

・指導
し ど う

体制
たいせい

の整備
せいび

（再掲
さいけい

）

⑦　指導
し ど う

内容
ないよう

・方法
ほうほう

の改善
かいぜん

⑧　通級
つうきゅう

指導
しどう

教室
きょうしつ

の実施
じ っ し

⑨　進路
し ん ろ

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

⑩　教育
きょういく

相談
　そうだん

の充実
じゅうじつ

（再掲
さいけい

） ⑪　就学
しゅうがく

に向
む

けた支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

⑫　特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

推進
　すいしん

委員会
　いいんかい

の充実
じゅうじつ

①　各種
かくしゅ

講座
こ う ざ

の充実
じゅうじつ

と参加
さ ん か

の促進
そくしん

②　障
しょう

がいがあっても参加
さ ん か

できる事業
じぎょう

の推進
すいしん

③　障
しょう

がい者
しゃ

のスポーツ交流
こうりゅう

の促進
そくしん

④　学習
がくしゅう

機会
　きかい

の充実
じゅうじつ

⑤　バリアフリーの推進
すいしん

第
だ い

３期
き

伊達
だ て

市
し

障
し ょ う

がい者
し ゃ

計画
け い か く

　施策
し さ く

の体系
た い け い

基
き

　　本
ほん

　　目
もく

　　標
ひょう

施
し

　　策
さ く

　　の　　展
てん

　　開
かい

障し
ょ
うが

い
者し

ゃ

の
基
本
的

き
ほ
ん
て
き

人
権

じ
ん
け
ん

を
享
有

き
ょ
う
ゆ
うす

る
個
人

こ

じ

ん

と
し
て
の
尊
厳

そ
ん
げ
ん

と
社
会

し
ゃ
か
い

参
加

さ

ん

か

の
促
進

そ
く
し
ん

に
よ
る
共
生

き
ょ
う
せ
い社

会

 
し
ゃ
か
いの

実
現

じ
つ
げ
ん

お
互た

が

い
を
尊
重

そ
ん
ち
ょ
うし

合あ

え
る
ま
ち
づ
く
り

１権利
けんり

擁護
よ う ご

２啓発
けいはつ

・広報
こうほう

(１)啓発
けいはつ

活動
　かつどう

の推進
すいしん

(２)地域
ちいき

活動
かつどう

の推進
すいしん

３生活
せいかつ

環境
　かんきょう

(２)移動
い どう

・交通
こうつう

のバリアフリーなど

の促進
そくしん

(３)防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

４情報
じょうほう

・意思
い し

疎
そ

通
つう

支援
しえん

　
　
　
地
域

ち
い
き

で
暮く

ら
す
こ
と
が

　
　
　
　
で
き
る
体
制

た
い
せ
い

づ
く
り

５生活
せいかつ

支援
しえん

(１)生活
せいかつ

支援
　しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

(３)人材
じんざい

の育成
いくせい

と確保
か くほ

６保健
ほけん

・医療
いりょう (１)障

しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

などの

予防
よぼう

・早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
しえん

自
立

じ

り

つ

へ
の
支
援

し

え

ん

と

社
会

し

ゃ
か
い

参
加

さ

ん

か

の
促
進

そ
く
し
ん

７就労
しゅうろう

支援
　しえん

８教育
きょういく

・育成
いくせい

(２)学校
がっこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

９社会
しゃかい

参加
さんか

(１)本人
ほんにん

活動
　かつどう

、余暇
よ か

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

(１)障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

・療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

２

１

３

26
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２７ 

第
だい

４ 章
しょう

 施
し

策
さく

の展
てん

開
かい

 

 

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

の点検
てんけん

・評価
ひょうか

 

計画
けいかく

の 着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

を図
はか

るため、伊達市
だ て し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

において各年度
か く ね ん ど

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

の点検
てんけん

・評価
ひょうか

に関
かん

し 協
きょう

議
ぎ

を

行
おこな

い、その結果
け っ か

に応
おう

じて必
ひつ

要
よう

な対策
たいさく

を実施
じ っ し

していきます。 

 

 

１ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

 

(1) 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

 

①   地域
ち い き

生活
せいかつ

における権利
け ん り

擁護
よ う ご

制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

 

判断
はんだん

能 力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な 障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

と財産
ざいさん

に関
かん

する

自
じ

己
こ

選
せん

択
たく

・自己
じ こ

決定
けってい

を保障
ほしょう

する成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

*や 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

*についての周知
しゅうち

を図
はか

り、 障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

やその家族
か ぞ く

の利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

> 

 

② 市民
し み ん

相談
そうだん

の充 実
じゅうじつ

 

毎月
まいつき

開催
かいさい

されている人権
じんけん

擁護
よ う ご

委員
い い ん

、行 政
ぎょうせい

相談
そうだん

委員
い い ん

によ

る「困
こま

りごと相談
そうだん

」や弁護士
べ ん ご し

による「無料
むりょう

法律
ほうりつ

相談
そうだん

」な

ど各種
かくしゅ

市民
し み ん

相談
そうだん

業務
ぎょうむ

を周知
しゅうち

し、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における困
こま

りご

と等
とう

の相談
そうだん

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを推進
すいしん

します｡<市民課
し み ん か

> 
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２８ 

(2) 虐 待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

 

 

 ① 虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する 虐
ぎゃく

待
たい

の防止
ぼ う し

や早期
そ う き

発見
はっけん

、その対応
たいおう

を迅速
じんそく

に図
はか

り、適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

うよう、市
し

が設置
せ っ ち

する

障
しょう

がい者
しゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターを拠点
きょてん

に関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との

連携
れんけい

・ 協 力
きょうりょく

を図
はか

ります。       <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

② 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

の推進
すいしん

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

に定
さだ

める不
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
と

り 扱
あつか

いの

禁止
き ん し

及
およ

び合理的配慮
ご う り て きはい り ょ

の提 供
ていきょう

*の趣旨
し ゅ し

に基
もと

づき、障
しょう

がいを

理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

について、市民
し み ん

への理解
り か い

と関心
かんしん

を

深
ふか

めるため周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を 行
おこな

います。  <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

  

２ 啓発
けいはつ

・広報
こうほう

 
 

(1) 啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 

① 広報紙
こ う ほ う し

、ホームページ等
とう

による啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

障
しょう

がい者
しゃ

への理解
り か い

を深
ふか

めるため、市
し

の広報紙
こ う ほ う し

やホーム

ページなどによる啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 

<企画課
き か く か

広報室
こうほうしつ

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 関係
かんけい

各課
か く か

> 

 

② 「障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

*」等
とう

を中 心
ちゅうしん

とした啓発
けいはつ

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

ノーマライゼーション *の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

るため、

北海道
ほっかいどう

や 障
しょう

がい者
しゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

した「障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん*

*

（毎年
まいとし

12月
がつ

３日
にち

～９日
にち

までの１ 週
しゅう

間
かん

)」等
とう

の啓発
けいはつ

事業
じぎょう

を

推進
すいしん

します。            <社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

課
か

> 
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２９ 

③ 当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

等
とう

による市民
し み ん

啓発
けいはつ

活動
かつどう

への支援
し え ん

 

障
しょう

がい者
しゃ

への理解
り か い

を深
ふか

めるため、 障
しょう

がい者
しゃ

自身
じ し ん

によ

る 障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

についての体験
たいけん

発 表
はっぴょう

や、手話
し ゅ わ

・点字
て ん じ

の

指導
し ど う

など、当事者
と う じ し ゃ

や当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

による市民
し み ん

への 働
はたら

きかけ

や啓発
けいはつ

活動
かつどう

などを支援
し え ん

するとともに、地域
ち い き

との交 流
こうりゅう

活動
かつどう

等
とう

を支援
し え ん

します｡           <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

④ 事業所
じぎょうしょ

への啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

についての理解
り か い

を促進
そくしん

するため、企業
きぎょう

や

事業所
じぎょうしょ

への啓発
けいはつ

に努
つと

めるとともに、ジョブコーチ *による

支援
し え ん

、トライアル雇用
こ よ う

*など 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に対
たい

する各
かく

種
しゅ

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

ります｡  <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 商 工
しょうこう

観光課
か ん こ う か

> 

 

⑤ 相談
そうだん

支援
し え ん

の啓発
けいはつ

・推進
すいしん

 

総合
そうごう

相談
そうだん

や 情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

な ど を 行
おこな

う 伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

が い 者
しゃ

総合
そうごう

相談
そうだん

支援
し え ん

センター「あい」の利用
り よ う

促進
そくしん

のため、市
し

の

広報紙
こ う ほ う し

、ホームページ等
とう

により周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

⑥ ユニバーサルデザイン *の啓発
けいはつ

・推進
すいしん

 

様々
さまざま

な人
ひと

に配慮
はいりょ

するユニバーサルデザイン *の 考
かんが

え方
かた

に基
もと

づいたまちづくりを推進
すいしん

します。 

<企画課
き か く か

広報室
こうほうしつ

 都市
と し

住宅課
じゅうたくか

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 関係
かんけい

各課
か く か

> 

 

⑦ バリアフリー法
ほう

*の啓発
けいはつ

・推進
すいしん

 

バリアフリー法
ほう

*等
とう

に基
もと

づき、多
おお

くの市民
し み ん

が利用
り よ う

する公
こう

共
きょう

的
てき

建
けん

築
ちく

物
ぶつ

及
およ

び民
みん

間
かん

建
けん

築
ちく

物
ぶつ

について、 障
しょう

がい者
しゃ

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

した施設
し せ つ

・設備
せ つ び

となるよう指導
し ど う

、助言
じょげん

等
とう

を 行
おこな

い、
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３０ 

バリアフリー *化
か

を推進
すいしん

します。     <都市
と し

住宅課
じゅうたくか

> 

 

⑧ 生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

に関
かん

する 情
じょう

報
ほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

 

様々
さまざま

な学 習
がくしゅう

や活動
かつどう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、ホームペ

ージ等
とう

による情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

< 生
しょう

涯
がい

学
がく

習
しゅう

課
か

> 

 

⑨ 選挙
せんきょ

制度
せ い ど

の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

障
しょう

がい者
しゃ

が投 票
とうひょう

しやすい環
かん

境
きょう

づくりのため、期
き

日
じつ

前
まえ

投
とう

票
ひょう

及
およ

び郵
ゆう

便
びん

投
とう

票
ひょう

など法令
ほうれい

に基
もと

づく制
せい

度
ど

の周知
しゅうち

、選挙
せんきょ

制度
せ い ど

に関
かん

する 情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

には音声
おんせい

による選挙
せんきょ

期間
き か ん

や候補者
こ う ほ し ゃ

の周知
しゅうち

などを

行
おこな

い、点字
て ん じ

投票
とうひょう

にも対応
たいおう

していきます｡ 

<選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

> 

    

(2) 地域
ち い き

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 

① 地
ち

域
いき

支
ささ

え合
あ

いシステムの推進
すいしん

 

地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るため、地域
ち い き

の人々
ひとびと

と関係者
かんけいしゃ

の協 働
きょうどう

による支
ささ

え合
あ

い活
かつ

動
どう

の実施
じ っ し

に向
む

けた体
たい

制
せい

づくり

を推進
すいしん

します｡      <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

> 

 

② 地域
ち い き

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

地域
ち い き

活動
かつどう

や行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

による交 流
こうりゅう

を推進
すいしん

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

③ 障
しょう

がい者
しゃ

の交 流
こうりゅう

促進
そくしん

 

障
しょう

がい者
しゃ

の交 流
こうりゅう

を促進
そくしん

し、相互
そ う ご

の理解
り か い

や情 報
じょうほう

の交換
こうかん

、
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特技
と く ぎ

や趣味
し ゅ み

を生
い

かした活
かつ

動
どう

等
とう

を支援
し え ん

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

④ 関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

 

障
しょう

がい者
しゃ

への援助
えんじょ

について、保健所
ほ け ん じ ょ

や医療
いりょう

機関
き か ん

、関連
かんれん

施設
し せ つ

と連携
れんけい

し、対応
たいおう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 健康
けんこう

推進課
す い し ん か

> 

 

３ 生活
せいかつ

環 境
かんきょう

 

 

 (1) 住
す

まい・まちづくりの推進
すいしん

 

 

① 住 宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

の助成
じょせい

 

重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

等
とう

の 障
しょう

がい者
しゃ

が在宅
ざいたく

で安全
あんぜん

・快適
かいてき

に

生活
せいかつ

するため、また介護者
か い ご し ゃ

の負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するため、居宅
きょたく

の改 修
かいしゅう

に必要
ひつよう

な費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します｡<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

② 緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

システム *事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

ひとり暮
ぐ

らしの高
こう

齢
れい

者
しゃ

及
およ

び 重
じゅう

度
ど

心
しん

身
しん

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の

日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の緊 急
きんきゅう

事態
じ た い

に対処
たいしょ

するため、高齢者
こうれいしゃ

等
とう

緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

システム *事業
じぎょう

を引
ひ

き続
つづ

き実
じっ

施
し

します。 

  <高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

> 

 

③ グループホーム *等
とう

の整備
せ い び

促進
そくしん

 

障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

での自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

等
とう

によるグループホーム *の整備
せ い び

を促進
そくしん

し

ます｡                <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 
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３２ 

(2) 移動
い ど う

・交通
こうつう

のバリアフリー *などの促進
そくしん

 

 

① 福祉
ふ く し

有 償
ゆうしょう

運送
うんそう

*への理解
り か い

促進
そくしん

 

移動
い ど う

に制約
せいやく

のある 障
しょう

がい者
しゃ

などが利用
り よ う

できる福祉
ふ く し

有 償
ゆうしょう

運送
うんそう

*の推進
すいしん

と、制度
せ い ど

の周知
しゅうち

・理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

<高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

② 公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

のバリアフリー *化
か

 

市内
し な い

運行
うんこう

バスの 低 床
ていしょう

ノンステップバス * 導 入
どうにゅう

など、

公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

のバリアフリー *化
か

を推進
すいしん

します｡  

 <企画課
き か く か

> 

 

③ 自動車
じ ど う し ゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得費
し ゅ と く ひ

の助成
じょせい

 

障
しょう

がい者
しゃ

の就 労
しゅうろう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するため、自動車
じ ど う し ゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

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

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

④ 自動車
じ ど う し ゃ

改造費
か い ぞ う ひ

の助成
じょせい

 

重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するため、所有
しょゆう

する

自動車
じ ど う し ゃ

を 障
しょう

がいに応
おう

じて改
かい

造
ぞう

する場合
ば あ い

、改造
かいぞう

費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します｡            <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

⑤ タクシー利用料
りようりょう

・自家用車
じ か よ う し ゃ

燃料費
ねんりょうひ

の助成
じょせい

 

在宅
ざいたく

重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

の外 出
がいしゅつ

を支援
し え ん

するため、タクシー

利用券
り よ う け ん

・ 燃 料
ねんりょう

併用
へいよう

助成券
じょせいけん

を交付
こ う ふ

し、利用料
りようりょう

や燃料費
ねんりょうひ

の

一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します｡          <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 
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３３ 

⑥ 運賃
うんちん

割引
わりびき

制度
せ い ど

等
とう

の周知
しゅうち

 

障
しょう

がい者
しゃ

の 外 出
がいしゅつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、 公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の旅客
りょかく

運賃
うんちん

割引
わりびき

や有 料
ゆうりょう

道路
ど う ろ

の通行
つうこう

料 金
りょうきん

割引
わりびき

な

どの制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。      <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

⑦ 移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するため、一人
ひ と り

での外 出
がいしゅつ

が困難
こんなん

な方
かた

を対 象
たいしょう

に移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

⑧ 公 共
こうきょう

施設
し せ つ

のバリアフリー *化
か

 

障
しょう

がい者
しゃ

が利用
り よ う

しやすい施設
し せ つ

を目
め

指
ざ

して、公 共
こうきょう

施設
し せ つ

のバリアフリー *化
か

を推進
すいしん

します。 

<建設課
け ん せ つ か

 都市
と し

住宅課
じゅうたくか

 関係
かんけい

各課
か く か

> 

⑨ 歩道
ほ ど う

等
とう

の整備
せ い び

 

障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して利用
り よ う

できる歩行
ほ こ う

空間
くうかん

確保
か く ほ

のため

の歩道
ほ ど う

整備
せ い び

や段差
だ ん さ

解 消
かいしょう

を推進
すいしん

します。また、視覚障
しかくしょう

がい

者
しゃ

の安全
あんぜん

歩行
ほ こ う

を確保
か く ほ

するため、誘導用
ゆうどうよう

ブロックの敷設
ふ せ つ

を

推進
すいしん

します｡    <建設課
け ん せ つ か

 都市
と し

住宅課
じゅうたくか

 関係
かんけい

各課
か く か

> 

 

⑩ 放置
ほ う ち

自転車
じ て ん し ゃ

等
とう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

障
しょう

がい者
しゃ

の歩行
ほ こ う

空間
くうかん

を確保
か く ほ

するため、自転車
じ て ん し ゃ

などの

利用者
り よ う し ゃ

への啓発
けいはつ

・指導
し ど う

を推進
すいしん

し、放置
ほ う ち

自転車
じ て ん し ゃ

等
とう

対策
たいさく

の

推進
すいしん

強化
きょうか

を図
はか

ります｡      <総務課
そ う む か

 関係
かんけい

各課
か く か

> 

 

⑪ 専用
せんよう

駐 車
ちゅうしゃ

スペースの確保
か く ほ

・促進
そくしん

 

多
おお

くの市民
し み ん

が利用
り よ う

する公
こう

共
きょう

的
てき

及
およ

び民
みん

間
かん

建
けん

築
ちく

物
ぶつ

などへ

の 障
しょう

がい者
しゃ

専用
せんよう

駐 車
ちゅうしゃ

スペースの確保
か く ほ

を促進
そくしん

します。 

<都市
と し

住宅課
じゅうたくか

> 
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３４ 

(3) 防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 

① 地域
ち い き

の防犯
ぼうはん

活動
かつどう

における 障
しょう

がい者
しゃ

対応
たいおう

促進
そくしん

 

地
ち

域
いき

ぐるみの防犯
ぼうはん

活動
かつどう

を推進
すいしん

し、犯罪
はんざい

の予防
よ ぼ う

に努
つと

める

とともに、 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

を中 心
ちゅうしん

とした

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します｡       <総務課
そ う む か

> 

 

② 防犯
ぼうはん

意識
い し き

の啓発
けいはつ

 

警察
けいさつ

署
しょ

、防犯
ぼうはん

協 会
きょうかい

と連携
れんけい

し、広報
こうほう

やホームページを通
とお

して防
ぼう

犯
はん

意識
い し き

の高揚
こうよう

と啓発
けいはつ

を図
はか

ります。   <総務課
そ う む か

> 

 

③ 緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

システム *事業
じぎょう

の実施
じ っ し

（再掲
さいけい

） 

ひとり暮
ぐ

らしの高齢
こうれい

者
しゃ

及
およ

び重度心身
じゅうどしんしん

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の

日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の緊 急
きんきゅう

事態
じ た い

に対処
たいしょ

するため、高齢者
こうれいしゃ

等
とう

緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

システム *事業
じぎょう

を引
ひ

き続
つづ

き実
じっ

施
し

します。 

  <高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

> 

 

④ 避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

関係
かんけい

団体
だんたい

*による避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
よ う し え ん し ゃ

対策
たいさく

の 

推進
すいしん

 

平時
へ い じ

から避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
よ う し え ん し ゃ

の避難
ひ な ん

準備
じゅんび

を進
すす

めるため、

避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

関係
かんけい

団体
だんたい

* に 避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
よ う し え ん し ゃ

名簿
め い ぼ

を 提 供
ていきょう

し、対策
たいさく

活動
かつどう

の内容
ないよう

充 実
じゅうじつ

・支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

<総務課
そ う む か

危機
き き

管理室
か ん り し つ

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

> 

 

⑤ 緊 急
きんきゅう

時
じ

通報
つうほう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

消 防
しょうぼう

署
しょ

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

の緊 急
きんきゅう

時
じ

の

通信
つうしん

手段
しゅだん

である「ファックス 119番
ばん

」、「ＮＥＴ119」の

利用
り よ う

を促進
そくしん

します。    <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 伊達
だ て

消 防
しょうぼう

署
しょ

> 
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⑥ 防火
ぼ う か

・防災
ぼうさい

知識
ち し き

の向 上
こうじょう

 

広報紙
こ う ほ う し

での意識
い し き

啓発
けいはつ

をはじめ、訓練
くんれん

への参加
さ ん か

促進
そくしん

など

により防火
ぼ う か

・防災
ぼうさい

知識
ち し き

の向 上
こうじょう

を図
はか

ります｡ 

<総務課
そ う む か

危機
き き

管理室
か ん り し つ

> 

 

 ⑦ 福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

*の設置
せ っ ち

 

障
しょう

がい者
しゃ

、高齢者
こうれいしゃ

、難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

など、避難所
ひ な ん じ ょ

生活
せいかつ

に特別
とくべつ

な配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な人
ひと

のための福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

*の整備
せ い び

を推進
すいしん

し

ます。 <総務課
そ う む か

危機
き き

管理室
か ん り し つ

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か

> 

 

４ 情 報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

 

 

 (1) 情 報
じょうほう

アクセシビリティ *の向 上
こうじょう

 

 

① 広報紙
こ う ほ う し

、ホームページなどの効果的
こ う か て き

活用
かつよう

と充 実
じゅうじつ

 

市
し

の 広報紙
こ う ほ う し

や ホ ー ム ペ ー ジ な ど 多様
た よ う

な 広報
こうほう

媒体
ばいたい

を

活用
かつよう

し、効果的
こ う か て き

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

に努
つと

めます。 

<企画課
き か く か

広報室
こうほうしつ

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 関係
かんけい

各課
か く か

> 

 

② 障
しょう

がいに応
おう

じた 情
じょう

報
ほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

 

ボランティアによる広報
こうほう

だての音訳版
おんやくばん

・点訳版
てんやくばん

の配布
は い ふ

や、情 報
じょうほう

文 章
ぶんしょう

へのルビ付
づ

けなど、 障
しょう

がいの 状
じょう

態
たい

に応
おう

じ

た 情
じょう

報
ほう

の提
てい

供
きょう

に配
はい

慮
りょ

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 関係
かんけい

各課
か く か

> 

 

③ 情 報
じょうほう

コーナーの整備
せ い び

 

行 政
ぎょうせい

の多種多様
た し ゅ た よ う

な情 報
じょうほう

を体系的
たいけいてき

に提 供
ていきょう

できるよう、

公 共
こうきょう

施設
し せ つ

における情 報
じょうほう

コーナーの整備
せ い び

を図
はか

ります。 

<総務課
そ う む か

 関係
かんけい

各課
か く か

> 
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(2) 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

 

① 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

等
とう

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい及
およ

び音
おん

声
せい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

に 障
しょう

がいのある人
ひと

の

意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

するため、手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

員
いん

及
およ

び手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

協
きょう

力
りょく

員
いん

を派遣
は け ん

するとともに、手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

に努
つと

めます。 

          <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

② 障
しょう

がいに応
おう

じた意思疎通支援
い し そ つ う し え ん

 

伊達
だ て

手話
し ゅ わ

の 会
かい

や 点訳
てんやく

ボ ラ ン テ ィ ア の 会
かい

等
とう

の 活動
かつどう

を

促進
そくしん

し、また、ボランティア体験
たいけん

プログラム等
とう

との連携
れんけい

を通
とお

して意思疎通支援
い し そ つ う し え ん

の普及
ふきゅう

を図
はか

ります。 

また、障
しょう

がいに応
おう

じた意思疎通
い し そ つ う

を支援
し え ん

する用具
よ う ぐ

を給付
きゅうふ

します｡               <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

 

５ 生活
せいかつ

支援
し え ん

 

 

 (1)生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 

① ケアマネジメント *システムの構築
こうちく

 

障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、適切
てきせつ

なサービス

を 総合的
そうごうてき

か つ 継続的
けいぞくてき

に 提 供
ていきょう

で き る よ う 関係
かんけい

機関
き か ん

と の

連携
れんけい

のもと支援
し え ん

体制
たいせい

の確立
かくりつ

を図
はか

ります。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 関係
かんけい

各課
か く か

> 

 

② 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

 

伊達市
だ て し

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

相談
そうだん

支援
し え ん

センター「あい」との
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連携
れんけい

を図
はか

りながら、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の周知
しゅうち

・充 実
じゅうじつ

に努
つと

め

ます。また、障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

や民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

など、

地域
ち い き

の身近
み ぢ か

な相談者
そうだんしゃ

等
とう

の活用
かつよう

について周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

                 <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

③ 専門
せんもん

従事者
じゅうじしゃ

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

 

専門性
せんもんせい

のある相談
そうだん

支援
し え ん

担当
たんとう

職 員
しょくいん

の配置
は い ち

検討
けんとう

や、研 修
けんしゅう

な

どによる職 員
しょくいん

の育
いく

成
せい

及
およ

び資
し

質
しつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

ります。 

<社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

課
か

> 

 

④ 地
ち

域
いき

づくりコーディネーター *との連携
れんけい

強化
きょうか

 

障
しょう

がい者
しゃ

が希望
き ぼ う

する場所
ば し ょ

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、

地域
ち い き

の相
そう

談
だん

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

づくりや施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への

移行
い こ う

に向
む

けた助
じょ

言
げん

、調整
ちょうせい

等
とう

の広域的
こういきてき

支援
し え ん

を 行
おこな

う地
ち

域
いき

づく

りコーディネーター *と連携
れんけい

を強化
きょうか

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

 ⑤ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

*の機能
き の う

充 実
じゅうじつ

 

障
しょう

がい者
しゃ

の 入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

や 病 院
びょういん

からの地域
ち い き

移行
い こ う

を進
すす

め

るとともに、重度化
じ ゅ う ど か

・高齢化
こ う れ い か

や「親
おや

・配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

亡
な

き後
あと

」を

見
み

据
す

え、 障
しょう

がい者
しゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

える体
たい

制
せい

を整備
せ い び

し、機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。   <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

  

(2)障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提 供
ていきょう

 

 

 ① 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの周知
しゅうち

と給付
きゅうふ

 

   障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

り、 障
しょう

がい者
しゃ

の
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ニーズや実態
じったい

に応
おう

じたサービスの給付
きゅうふ

に努
つと

めます。 

                 <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

 ② 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

と実施
じ っ し

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

を図
はか

り、 障
しょう

がい者
しゃ

のニーズ

や実態
じったい

に応
おう

じた事業
じぎょう

の実施
じ っ し

に努
つと

めます。 

<社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

課
か

> 

 

(3) 人材
じんざい

の育成
いくせい

と確保
か く ほ

 

 

① 伊達市
だ て 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

強化
きょうか

 

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

の促進
そくしん

やボランティアの育成
いくせい

など、

民間
みんかん

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の推進
すいしん

主体
しゅたい

である伊達市
だ て 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

を強化
きょうか

します。      <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

② ボランティア団体
だんたい

等
とう

への支援
し え ん

 

伊達市
だ て し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

ボランティアセンター、伊達市
だ て し

ボランティア連絡会
れんらくかい

等
とう

と連携
れんけい

して、福祉
ふ く し

に関
かん

するボラン

ティアの育成
いくせい

や情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

など活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

③ 障
しょう

がい者
しゃ

のボランティア活動
かつどう

の推進
すいしん

 

   障
しょう

がい者
しゃ

自
みずか

らがボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

したり、

身近
み ぢ か

な活動
かつどう

を紹 介
しょうかい

できる体
たい

制
せい

づくりを支援
し え ん

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

④ 当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

等
とう

の育成
いくせい

・支援
し え ん

 

障
しょう

がい者
しゃ

の活動
かつどう

母体
ぼ た い

である当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

等
とう

を育成
いくせい

し、
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自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するとともに様々
さまざま

な活動
かつどう

を支援
し え ん

します｡               <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

６ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 

 

 (1) 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

などの予防
よ ぼ う

・早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

 

 

① 妊娠
にんしん

・出 産
しゅっさん

・育児
い く じ

相談
そうだん

の充 実
じゅうじつ

 

妊娠
にんしん

、出 産
しゅっさん

が安全
あんぜん

に経過
け い か

できるように、妊娠
にんしん

届出
とどけで

時
じ

や

母子
ぼ し

健康
けんこう

手帳
てちょう

交付
こ う ふ

時
じ

などの面接
めんせつ

相談
そうだん

の実施
じ っ し

や、新生児
し ん せ い じ

訪問
ほうもん

、乳幼児
にゅうようじ

健康
けんこう

相談
そうだん

の実施
じ っ し

など各種
かくしゅ

相談
そうだん

を継続
けいぞく

し、

予防
よ ぼ う

と早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めます｡      <健康
けんこう

推進課
す い し ん か

> 

 

② 乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

の充 実
じゅうじつ

 

母子
ぼ し

保健法
ほ け ん ほ う

に基
もと

づく 乳
にゅう

幼
よう

児
じ

健
けん

診
しん

や相談
そうだん

を実施
じ っ し

するこ

とで 障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

め、継続
けいぞく

した相談
そうだん

の充 実
じゅうじつ

を

図
はか

ります｡              <健
けん

康
こう

推
すい

進
しん

課
か

> 

 

③ 発育
はついく

発達
はったつ

相談
そうだん

の充 実
じゅうじつ

 

幼児
よ う じ

健康
けんこう

相談
そうだん

や保健師
ほ け ん し

による家庭
か て い

訪問
ほうもん

、心理
し ん り

相談員
そうだんいん

に

よる 小 集 団
しょうしゅうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

うなど発育
はついく

発達
はったつ

相談
そうだん

の 充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。               <健
けん

康
こう

推
すい

進
しん

課
か

> 

 

④ 教 育
きょういく

相談
そうだん

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

一人
ひ と り

ひとりの状 態
じょうたい

に応
おう

じた相
そう

談
だん

に的確
てきかく

に対応
たいおう

できるよう、就学前
しゅうがくまえ

の発達
はったつ

相談
そうだん

や学校
がっこう

に

おける教 育
きょういく

相談
そうだん

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります｡     <指導室
し ど う し つ

> 
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⑤ 生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

支援
し え ん

 

生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

を予防
よ ぼ う

・改善
かいぜん

することにより予防
よ ぼ う

できる

障
しょう

がいに対
たい

して、適切
てきせつ

で効果的
こ う か て き

な健康
けんこう

相談
そうだん

、健康
けんこう

教 育
きょういく

、

訪問
ほうもん

指導
し ど う

等
とう

の保健
ほ け ん

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります｡ 

<健康
けんこう

推進課
す い し ん か

> 

 

⑥ 健康診査
け ん こ う し ん さ

・がん検診
けんしん

の充 実
じゅうじつ

 

高齢者
こうれいしゃ

の医療
いりょう

の確保
か く ほ

に関
かん

する法律
ほうりつ

及
およ

び健康増進法
けんこうぞうしんほう

に

基
もと

づく健康診査
け ん こ う し ん さ

やがん検診
けんしん

などを実施
じ っ し

し、生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

や疾
しっ

病
ぺい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と健康
けんこう

への意識
い し き

向 上
こうじょう

を図
はか

ります｡ 

    <健康
けんこう

推進課
す い し ん か

 保険
ほ け ん

医療課
い り ょ う か

> 

 

⑦ 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

の助成
じょせい

 

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

の周知
しゅうち

を徹底
てってい

する

とともに、適切
てきせつ

な支給
しきゅう

に努
つと

めます。   <保
ほ

険
けん

医
い

療
りょう

課
か

> 

 

⑧ 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

*制度
せ い ど

の周知
しゅうち

と給付
きゅうふ

 

身体
しんたい

の 障
しょう

がいを軽減
けいげん

するために、適切
てきせつ

な更生
こうせい

医療
いりょう

*の

給付
きゅうふ

を 行
おこな

うとともに、精神障
せいしんしょう

がいの通院
つういん

医療費
い り ょ う ひ

の軽減
けいげん

措置
そ ち

である精
せい

神
しん

通
つう

院
いん

医
い

療
りょう

*及
およ

び育成医療
いくせいいりょう

の周知
しゅうち

を図
はか

りま

す。                 <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

⑨ 特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

給付
きゅうふ

などの周知
しゅうち

と関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

 

特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

給付
きゅうふ

や小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

給付
きゅうふ

など

の各種
かくしゅ

医療
いりょう

給付
きゅうふ

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

について、保健所
ほ け ん じ ょ

や医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

ります｡         <健康
けんこう

推進課
す い し ん か

> 
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４１ 

７ 就 労
しゅうろう

支援
し え ん

 

 

(1) 雇用
こ よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

 

 

① 職
しょく

親会
おやかい

*の活用
かつよう

 

職
しょく

親会
おやかい

*を中 心
ちゅうしん

に職場
しょくば

への定着性
ていちゃくせい

を高
たか

め雇
こ

用
よう

の促進
そくしん

を

図
はか

ります｡              <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

② 事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

強化
きょうか

 

障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

を促進
そくしん

するため、地域
ち い き

の特性
とくせい

を活
い

かし

ながら、事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

体制
たいせい

の整備
せ い び

と強化
きょうか

を図
はか

ります。 

<社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

課
か

 商
しょう

工
こう

観
かん

光
こう

課
か

 職
しょく

員
いん

法
ほう

制
せい

課
か

> 

 

③ 職 業
しょくぎょう

相談
そうだん

・情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

 

障
しょう

がい者
しゃ

の 職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

における自立
じ り つ

を支援
し え ん

するため、

国
くに

の制度
せ い ど

を見
み

据
す

えながら、室蘭
むろらん

公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

との

連携
れんけい

による就 労
しゅうろう

相談
そうだん

や情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

(2) 福祉的
ふ く し て き

就 労
しゅうろう

の場
ば

の確保
か く ほ

 

 

① 一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

に向
む

けた訓
くん

練
れん

・相談
そうだん

機能
き の う

の強化
きょうか

 

福祉的
ふ く し て き

就 労
しゅうろう

は、 障
しょう

がい者
しゃ

の 働
はたら

く場
ば

、また、日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

として大
おお

きな役割
やくわり

を担
にな

っていることから、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

の場
ば

を確保
か く ほ

し、利用者
り よ う し ゃ

の能 力
のうりょく

に応
おう

じ一
いっ

般
ぱん

就 労
しゅうろう

に向
む

け

た訓
くん

練
れん

や相談
そうだん

機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

が図
はか

られるよう、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

施設
し せ つ

、伊達市
だ て し

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

相談
そうだん

支援
し え ん

センターあい及
およ

び胆
い
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４２ 

振
ぶり

日
ひ

高
だか

障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターすて～じとの

連携
れんけい

を強化
きょうか

します｡          <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

② 地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターへの支援
し え ん

 

障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

での自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターの施設
し せ つ

運営
うんえい

等
とう

を支援
し え ん

します。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

(3) 障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

が 供 給
きょうきゅう

する物
ぶっ

品
ぴん

及
およ

び役
えき

務
む

に対
たい

す

る需
じゅ

要
よう

の増進
ぞうしん

 

 

①  障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

が 供 給
きょうきゅう

できる物
ぶっ

品
ぴん

及
およ

び役
えき

務
む

の

把握
は あ く

 

障
しょう

がい者
しゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

が提 供
ていきょう

する物品
ぶっぴん

や役務
え き む

を需要
じゅよう

に

結
むす

びつけるため、的確
てきかく

に把握
は あ く

することに努
つと

めます。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

②  障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

が 供 給
きょうきゅう

する物
ぶっ

品
ぴん

及
およ

び役
えき

務
む

の

調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

 

   障
しょう

がい者
しゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

が 供 給
きょうきゅう

する物品
ぶっぴん

や役務
え き む

の調 達
ちょうたつ

を推進
すいしん

するため、市
し

が調 達
ちょうたつ

方針
ほうしん

を作成
さくせい

し、市民
し み ん

が調 達
ちょうたつ

す

ることの理解
り か い

を深
ふか

めるため、市
し

の広報紙
こ う ほ う し

やホームページ

等
とう

により周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

<社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 
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４３ 

８ 教 育
きょういく

・育成
いくせい

 

 

(1) 障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

・療 育
りょういく

の充 実
じゅうじつ

 

 

① 保育士
ほ い く し

の資質
し し つ

向 上
こうじょう

 

保育士
ほ い く し

などの 障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

・教 育
きょういく

従事者
じゅうじしゃ

に対
たい

して研
けん

修
しゅう

を実施
じ っ し

し、資質
し し つ

の向 上
こうじょう

を図
はか

ります｡ 

<子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

課
か

> 

 

② 親
おや

などへの相談
そうだん

・指導
し ど う

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

に関
かん

する相
そう

談
だん

に的確
てきかく

に対応
たいおう

できるよう、

家庭
か て い

相談員
そうだんいん

の配置
は い ち

や子
こ

育
そだ

て支援
し え ん

センター、各保育所
か く ほ い く し ょ

での

相談
そうだん

指導
し ど う

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。また、子
こ

どもの育成
いくせい

や

教 育
きょういく

に関
かん

しての様々
さまざま

な悩
なや

みのある親
おや

、保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に対
たい

して

の相談
そうだん

や指導
し ど う

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

<子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

課
か

 指導室
し ど う し つ

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

③ 親
おや

同士
ど う し

のネットワーク支援
し え ん

 

互
たが

いの子
こ

育
そだ

ての経験
けいけん

や情 報
じょうほう

交換
こうかん

を通
とお

し、それぞれの悩
なや

みの解決
かいけつ

や、 協 力
きょうりょく

して子
こ

育
そだ

てを支
ささ

えあうなど、 障
しょう

がい

児
じ

の親
おや

同士
ど う し

の交 流
こうりゅう

やネットワークづくりを支援
し え ん

します。 

<子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

課
か

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

④ 療 育
りょういく

を必要
ひつよう

とする幼児
よ う じ

などへの支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

児童
じ ど う

デイサービスセンター(児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

)にお

いて、心身
しんしん

に発達
はったつ

の遅
おく

れや 障
しょう

がいのある在宅
ざいたく

の児童
じ ど う

に対
たい

して、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
き ほ ん て き

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

や集 団
しゅうだん

生活
せいかつ
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４４ 

への 適応
てきおう

訓練
くんれん

などの 早期
そ う き

療 育
りょういく

を支援
し え ん

します 。また 、

保育所
ほ い く し ょ

や幼稚園
よ う ち え ん

などからの療 育
りょういく

に関
かん

する相
そう

談
だん

や指導
し ど う

に

ついて支援
し え ん

します｡         <子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

課
か

> 

 

⑤ 関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

 

医療
いりょう

・指導
し ど う

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、療 育
りょういく

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります｡      <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

課
か

> 

 

⑥ 放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブへの支援
し え ん

 

市
し

内
ない

８か所
しょ

に設置
せ っ ち

している学童
がくどう

保育
ほ い く

*の充 実
じゅうじつ

（ 障
しょう

がい

児
じ

に対
たい

する支
し

援
えん

員
いん

加
か

配
はい

検
けん

討
とう

等
とう

）を図
はか

ります｡ 

<生 涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

> 

 

 ⑦ 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

の周知
しゅうち

と給付
きゅうふ

 

   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

デイサービス等
とう

の周知
しゅうち

を図
はか

り、 障
しょう

がい児
じ

のニーズや実態
じったい

に応
おう

じたサービスの 給
きゅう

付
ふ

に努
つと

めます。             <社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

課
か

> 

 

(2) 学校
がっこう

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

 

① 福祉
ふ く し

教 育
きょういく

による福祉
ふ く し

意識
い し き

の啓発
けいはつ

 

福祉
ふ く し

に関
かん

する体
たい

験
けん

的
てき

な学 習
がくしゅう

の積極的
せっきょくてき

な推進
すいしん

を図
はか

り、

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

められるよう啓
けい

発
はつ

に努
つと

めま

す｡             <指
し

導
どう

室
しつ

 社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

課
か

> 

 

② 学校
がっこう

施設
し せ つ

のバリアフリー *化
か

 

災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

として利用
り よ う

することも考慮
こうりょ

し、学校
がっこう

での学 習
がくしゅう

や生活面
せいかつめん

で支障
ししょう

をきたさないよう学校
がっこう

施設
し せ つ

の
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４５ 

バリアフリー *化
か

を進
すす

めます。      <学校
がっこう

教育課
きょういくか

> 

 

③ 交 流
こうりゅう

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもとない子
こ

どもとの交
こう

流
りゅう

及
およ

び 共
きょう

同
どう

学
がく

習
しゅう

を積極的
せっきょくてき

に 行
おこな

うとともに、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

との交
こう

流
りゅう

を 行
おこな

い、障
しょう

がい児
じ

理
り

解
かい

の推
すい

進
しん

を図
はか

ります｡  <指
し

導
どう

室
しつ

> 

 

④ 教 職 員
きょうしょくいん

研 修
けんしゅう

の充 実
じゅうじつ

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

担当
たんとう

教 職 員
きょうしょくいん

の資質
し し つ

と専門性
せんもんせい

を高
たか

めると

ともに、通 常
つうじょう

の学 級
がっきゅう

の教 職 員
きょうしょくいん

に対
たい

しても 障
しょう

がいについ

ての理
り

解
かい

を深
ふか

めるための研
けん

修
しゅう

を 充
じゅう

実
じつ

します｡<指
し

導
どう

室
しつ

> 

 

⑤ 特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

*コーディネーター *の資質
し し つ

向 上
こうじょう

 

障
しょう

がいのあるすべての児童
じ ど う

生徒
せ い と

の教育的
きょういくてき

ニーズに応
こた

えるため、小
しょう

・ 中
ちゅう

学校
がっこう

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

*コーディ

ネーター *の資質
し し つ

向 上
こうじょう

に努
つと

めます｡     <指導室
し ど う し つ

> 

 

⑥ 親
おや

などへの相談
そうだん

・指導
し ど う

体制
たいせい

の整備
せ い び

（再掲
さいけい

） 

障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

に関
かん

する相
そう

談
だん

に的確
てきかく

に対応
たいおう

できるよう、

家庭
か て い

相談員
そうだんいん

の配置
は い ち

や子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

センター、各保育所
か く ほ い く し ょ

での

相談
そうだん

指導
し ど う

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。また、子
こ

どもの育成
いくせい

や

教 育
きょういく

に関
かん

しての様々
さまざま

な悩
なや

みのある親
おや

、保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に対
たい

して

の相談
そうだん

や指導
し ど う

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

<子
こ

育
そだ

て支
し

援
えん

課
か

 指導室
し ど う し つ

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

⑦ 指導
し ど う

内容
ないよう

・方法
ほうほう

の改善
かいぜん

 

個別
こ べ つ

の 教
きょう

育
いく

支
し

援
えん

計
けい

画
かく

及
およ

び指
し

導
どう

計
けい

画
かく

を作成
さくせい

し、効果的
こ う か て き

な

支援
し え ん

に努
つと

めるとともに、評価
ひょうか

を踏
ふ

まえ見
み

直
なお

しや改善
かいぜん

を 行
おこな

うなど、一人
ひ と り

ひとりの 障
しょう

がいに応
おう

じた継
けい

続
ぞく

的
てき

な指導
し ど う

の
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充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます｡             <指導室
し ど う し つ

> 

 

 

⑧ 通 級
つうきゅう

指導
し ど う

教 室
きょうしつ

の実施
じ っ し

 

障
しょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の学 習
がくしゅう

を支援
し え ん

するため、言語
げ ん ご

指導
し ど う

等
とう

を 行
おこな

う「ことばの教 室
きょうしつ

」などの 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

<指
し

導
どう

室
しつ

> 

 

⑨ 進路
し ん ろ

指導
し ど う

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

が適切
てきせつ

な進路
し ん ろ

を選択
せんたく

できるよ

う、進路
し ん ろ

に関
かん

する相
そう

談
だん

、支援
し え ん

等
とう

を充 実
じゅうじつ

します｡<指導室
し ど う し つ

> 

 

⑩ 教 育
きょういく

相談
そうだん

の充 実
じゅうじつ

（再掲
さいけい

） 

障
しょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりの状 態
じょうたい

に応
おう

じた相
そう

談
だん

に的確
てきかく

に対応
たいおう

できるよう、就学前
しゅうがくまえ

の発達
はったつ

相談
そうだん

や学校
がっこう

に

おける教 育
きょういく

相談
そうだん

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります｡     <指導室
し ど う し つ

> 

 

⑪ 就 学
しゅうがく

に向
む

けた支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の充 実
じゅうじつ

 

就学先
しゅうがくさき

を選択
せんたく

するために十 分
じゅうぶん

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

が受
う

けられ

るよう、児童
じ ど う

生徒
せ い と

の就 学
しゅうがく

に向
む

けた早
そう

期
き

相
そう

談
だん

支援
し え ん

を 充
じゅう

実
じつ

します｡                 <指
し

導
どう

室
しつ

> 

 

⑫ 特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

*推進
すいしん

委員会
い い ん か い

の充 実
じゅうじつ

 

学校
がっこう

関係者
かんけいしゃ

のほか、医療
いりょう

や相談
そうだん

機関
き か ん

の関係者
かんけいしゃ

を委員
い い ん

に

加
くわ

えた特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

教
きょう

育
いく

*推進
すいしん

委員会
い い ん か い

における専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。            <指導室
し ど う し つ

> 
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９ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

 

 

(1) 本人
ほんにん

活動
かつどう

、余暇
よ か

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

 

① 各種
かくしゅ

講座
こ う ざ

の充 実
じゅうじつ

と参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

障
しょう

がい者
しゃ

のニーズに応
おう

じた講
こう

座
ざ

の開催
かいさい

や 障
しょう

がいがあ

っても参加
さ ん か

できる講座
こ う ざ

の企画
き か く

など、講座
こ う ざ

の充 実
じゅうじつ

と 障
しょう

が

い者
しゃ

の参加
さ ん か

を促進
そくしん

します｡       <生 涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

> 

 

② 障
しょう

がいがあっても参加
さ ん か

できる事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

障
しょう

がい者
しゃ

も参加
さ ん か

できる文化
ぶ ん か

活動
かつどう

事業
じぎょう

・スポーツ振興
しんこう

事業
じぎょう

を関係
かんけい

団体
だんたい

とともに推進
すいしん

します｡  <生 涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

> 

 

③ 障
しょう

がい者
しゃ

のスポーツ交 流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

障
しょう

がい者
しゃ

がスポーツを通
とお

して交
こう

流
りゅう

が図
はか

られるよう

大会
たいかい

等
とう

への参加
さ ん か

促進
そくしん

を図
はか

ります。    <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

 

④ 学 習
がくしゅう

機会
き か い

の充 実
じゅうじつ

 

  利用者
り よ う し ゃ

が求
もと

める調
しら

べもの・探
さが

しものを手
て

伝
つだ

う機
き

能
のう

の

強化
きょうか

に努
つと

め、障
しょう

がいの状 態
じょうたい

に応
おう

じた学
がく

習
しゅう

機
き

会
かい

の 充
じゅう

実
じつ

を

図
はか

ります。                <図
と

書
しょ

館
かん

> 

 

⑤ バリアフリー *の推進
すいしん

 

バリアフリー *に関
かん

する意
い

識
しき

の啓発
けいはつ

を図
はか

り、市内
し な い

の公 共
こうきょう

施設
し せ つ

ですべての人
ひと

が安全
あんぜん

かつ快適
かいてき

に利用
り よ う

できるよう整備
せ い び

を進
すす

めていくよう 働
はたら

きかけます。 

今後
こ ん ご

も「ともに支
ささ

え合
あ

い助
たす

け合
あ

う人
ひと

にやさしいまち」、

「 心
こころ

のバリアフリー *」を目
め

指
ざ

すまちづくりを推進
すいしん

しま
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す｡                 <社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

> 

また、障
しょう

がい者
しゃ

の投票
とうひょう

を促進
そくしん

するため、投票所
とうひょうじょ

の段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

や一部
い ち ぶ

投票所
とうひょうじょ

においては、マット等
とう

を敷
し

いて土
ど

足
そく

対
たい

応
おう

し、投票
とうひょう

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを推進
すいしん

します。 

<選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

> 

 

10 計画
けいかく

の推進
すいしん

 

 

(1) 各主体
かくしゅたい

の役割
やくわり

 

計画
けいかく

を推進
すいしん

するにあたっては、障
しょう

がいや 障
しょう

がいのある人
ひと

についての理解
り か い

と関心
かんしん

を高
たか

めていくとともに、行政
ぎょうせい

はもと

より、 障
しょう

がいのある人
ひと

、地域
ち い き

、学校
がっこう

、団体
だんたい

、企業
きぎょう

等
とう

がそれ

ぞれの役割
やくわり

を果
は

たしながら、互
たが

いに連
れん

携
けい

・ 協 力
きょうりょく

し、一体
いったい

と

なって取
と

り組
く

むことが必
ひつ

要
よう

です。 

 

(2) 全庁的
ぜんちょうてき

な推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

計画
けいかく

の着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

を図
はか

るため、社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

を中心
ちゅうしん

として、

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、労働
ろうどう

、生活
せいかつ

環境
かんきょう

等
とう

に関連
かんれん

する部局
ぶきょく

との

連携
れんけい

を一層
いっそう

強化
きょうか

するとともに、体系的
たいけいてき

に施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

 

(3) 進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の公開
こうかい

 

計画
けいかく

の 進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

については、市
し

のホームページ等
とう

で

毎年
まいとし

公開
こうかい

します。 



４９ 

 

第
だい

５ 章
しょう

 資
し

 料
りょう

 編
へん

 

 伊達市
だ て し

の 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の歩
あゆ

み 
 

本市
ほ ん し

には 障
しょう

がい者
しゃ

とともに歩
あゆ

んできた50年
ねん

以上
いじょう

の歴史
れ き し

があります。 

 

本市
ほ ん し

が本格的
ほんかくてき

に 障
しょう

がい者
しゃ

と向
む

き合
あ

うきっかけとなったのは、1968年
ねん

（昭和
しょうわ

43年
ねん

）、全国
ぜんこく

に先
さき

駆
が

けて北海道
ほっかいどう

が知的
ち て き

障
しょう

がい児
じ

（者
しゃ

）の総合
そうごう

援護
え ん ご

施設
し せ つ

「太陽
たいよう

の園
その

」を本市
ほ ん し

に開設
かいせつ

したことに始
はじ

まります。 

「太陽
たいよう

の園
その

」は、開設
かいせつ

当初
とうしょ

から「決
けっ

して閉
へい

鎖
さ

的
てき

な施設
し せ つ

にしない」を

モットーに、様々
さまざま

な機会
き か い

を捉
とら

えて地
ち

域
いき

に溶
と

け込
こ

むよう努力
どりょく

してきまし

た。比
ひ

較
かく

的
てき

軽
かる

い 障
しょう

がいの人
ひと

たちには 働
はたら

く場
ば

を、また重
おも

い 障
しょう

がいの人
ひと

た

ちにはショッピングやレストランの利用
り よ う

など、まちの人
ひと

たちとふれあ

う機
き

会
かい

を多
おお

くしてきました。 

「 障
しょう

がいのある本人
ほんにん

たちがまちに適応
てきおう

する」ことと同
おな

じように「ま

ちの人
ひと

たちが 障
しょう

がいのある人
ひと

たちに慣
な

れる」ことも大切
たいせつ

で、障
しょう

がいの

ある人
ひと

たちを包
つつ

み込
こ

んだ「誰
だれ

にもやさしい地
ち

域
いき

づくり」を目
め

指
ざ

した伊
だ

達
て

市
し

としてのまちづくりが始
はじ

まりました。 

 

施設
し せ つ

に入 所
にゅうしょ

した多
おお

くの人
ひと

たちが「一日
いちにち

も早
はや

く施
し

設
せつ

を出
で

て地
ち

域
いき

で暮
く

ら

したい」と願
ねが

っています。こうした願
ねが

いをかなえるため、1973年
ねん

（昭和
しょうわ

48年
ねん

）には施設
し せ つ

から地域
ち い き

への中 間
ちゅうかん

施設
し せ つ

として伊達
だ て

市立
し り つ

通勤
つうきん

センター

「 旭 寮
あさひりょう

」が開設
かいせつ

され、地域
ち い き

での暮
く

らしの第一歩
だ い い っ ぽ

を踏
ふ

みだし、育成会
いくせいかい

や

家族会
か ぞ く か い

が運営
うんえい

する地域
ち い き

共 同
きょうどう

作業所
さぎょうしょ

での作業
さぎょう

訓練
くんれん

を経
へ

て一般企業
いっぱんきぎょう

での

就 労
しゅうろう

に結
むす

びつくケースも見
み

られるようになりました。 

 

その後
ご

、2003年
ねん

（平成
へいせい

15年
ねん

）には社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

伊達
だ て

コスモス21の通所
つうしょ

授産
じゅさん

施設
し せ つ

「ふみだす」や社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

タラプの通所
つうしょ

授産
じゅさん

施設
し せ つ

「i-box」

が開設
かいせつ

され着 実
ちゃくじつ

な歩
あゆ

みを見
み

せています。 

また、同年
どうねん

には本市
ほ ん し

が運営
うんえい

主体
しゅたい

となり、胆振
い ぶ り

西部
せ い ぶ

を対 象
たいしょう

とした広域的
こういきてき

な取
と

り組
く

みとして「児童
じ ど う

デイサービスセンターあいあいROOM」を開設
かいせつ

し

ました。 



５０ 

 

2004年
ねん

（平成
へいせい

16年
ねん

）には社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

タラプが精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の「生活
せいかつ

訓練
くんれん

施設
し せ つ

ちゅに」を開設
かいせつ

し、地域
ち い き

社会
しゃかい

に溶
と

け込
こ

んでいくために必要
ひつよう

な

生活
せいかつ

の場
ば

を提 供
ていきょう

すると共
とも

に、生活
せいかつ

の指導
し ど う

を行
おこ

なうことによって社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

の促進
そくしん

を図
はか

っています。 

 

また、道立
どうりつ

児童
じ ど う

養護
よ う ご

施設
し せ つ

・有珠
う す

優
ゆう

健
けん

学園
がくえん

が社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

タラプに2005

年
ねん

（平成
へいせい

17年
ねん

）４月
がつ

に移管
い か ん

となり運営
うんえい

を始
はじ

め、同
どう

年
ねん

７月
がつ

には道内
どうない

初
はつ

の

情 緒
じょうちょ

障害児
しょうがいじ

短期
た ん き

治療
ちりょう

施設
し せ つ

に変更
へんこう

となりました。同法人
どうほうじん

は施設
し せ つ

整備
せ い び

にも

着 手
ちゃくしゅ

し、ミネルバ病 院
びょういん

の隣
りん

接地
せ つ ち

に、新
あたら

しい情緒障害児
じょうちょしょうがいじ

短期治療施設
た ん き ち り ょ う し せ つ

と

家族
か ぞ く

療法棟
りょうほうとう

、体育館
たいいくかん

、グラウンドを建設
けんせつ

、伊達市
だ て し

が星
ほし

の丘
おか

小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

を

建設
けんせつ

し翌年
よくねん

４月
がつ

に供 用
きょうよう

開始
か い し

・開校
かいこう

しました。 

 

2005年
ねん

（平成
へいせい

17年
ねん

）12月
がつ

には社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

伊達
だ て

コスモス21が、どん

なに 障
しょう

がいが重
おも

くても誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で暮
く

らしたいという思
おも

いを受
う

け止
と

めるため、北海道
ほっかいどう

初
はつ

となる重度
じゅうど

重 複 障
ちょうふくしょう

がい者
しゃ

を受
う

け入
い

れる

グループホーム *「野
の

ぶどう」を開設
かいせつ

しました。 

 

さらに、2006年
ねん

（平成
へいせい

18年
ねん

）には社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

陵雲厚生会
りょううんこうせいかい

の身体
しんたい

障 害
しょうがい

者 療
しゃりょう

護
ご

施設
し せ つ

「伊達
だ て

リハビリセンター」が開設
かいせつ

されるなど身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

の面
めん

でも福祉
ふ く し

の充 実
じゅうじつ

が図
はか

られてきています。 

 

また、北海道
ほっかいどう

立
りつ

「太陽
たいよう

の園
その

」と伊達
だ て

市立
し り つ

通勤
つうきん

センター「 旭 寮
あさひりょう

」は、

2006年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

）より社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

北海道
ほっかいどう

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業団
じぎょうだん

に移譲
いじょう

され、新
あら

たな歩
あゆ

みを始
はじ

めています。 

 

2008年
ねん

（平成
へいせい

20年
ねん

）４月
がつ

には、太陽
たいよう

の園
その

の通所
つうしょ

授産
じゅさん

施設
し せ つ

を障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

に基
もと

づく生活介護
せ い か つ か い ご

及
およ

び就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

Ｂ型
がた

に移行
い こ う

し、2010年
ねん

（平成
へいせい

22年
ねん

）４月
がつ

には、だて地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターの知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

通勤寮
つうきんりょう

「 旭 寮
あさひりょう

」が宿泊型
しゅくはくがた

の自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

）に移行
い こ う

しました。 

 

 本市
ほ ん し

に事業所
じぎょうしょ

を構
かま

える「胆振
い ぶ り

日
ひ

高 障
だかしょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センタ

ーすて～じ」は、就 労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する 障
しょう

がいのある人
ひと

又
また

は在 職 中
ざいしょくちゅう

の 障
しょう

が

いのある人
ひと

が抱
かか

えている不安
ふ あ ん

や課題
か だ い

に応
おう

じて、雇
こ

用
よう

及
およ

び福
ふく

祉
し

の関係
かんけい
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機関
き か ん

との緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

り、就 業 面
しゅうぎょうめん

や生活面
せいかつめん

の一体的
いったいてき

な支援
し え ん

サービス

を提 供
ていきょう

するため、2009年
ねん

（平成
へいせい

21年
ねん

）４月
がつ

から北海道
ほっかいどう

より指定
し て い

を受
う

け

事
じ

業
ぎょう

を開始
か い し

しています。 

 

また、「胆
い

振
ぶり

圏
けん

域
いき

障
しょう

がい者
しゃ

総合
そうごう

相談
そうだん

支援
し え ん

センターるぴなす」は、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

できるよう、地
ち

域
いき

づくりコーディ

ネーター *３名
めい

を配置
は い ち

し、2009年度
ね ん ど

（平成
へいせい

21年度
ね ん ど

）より北海道
ほっかいどう

の広域
こういき

相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

としての委託
い た く

を受
う

けて、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

等
とう

の

構築
こうちく

や施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への適切
てきせつ

な移行
い こ う

に向
む

けた地
ち

域
いき

づくりに関
かん

する助
じょ

言
げん

、調 整
ちょうせい

等
とう

の広域的
こういきてき

支援
し え ん

を実施
じ っ し

しています。 

  

さらに、2010年
ねん

（平成
へいせい

22年
ねん

）には、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

伊達
だ て

コスモス21が

「第
だい

２ふみだす」を開設
かいせつ

、2012年
ねん

（平成
へいせい

24年
ねん

）４月
がつ

には「太陽
たいよう

の園
その

」

が同一
どういつ

敷地内
し き ち な い

に新築
しんちく

移転
い て ん

し、新棟
しんとう

での生活
せいかつ

が始
はじ

まりました。 

 

2014年
ねん

（平成
へいせい

26年
ねん

）には、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

伊達
だ て

コスモス21が、高齢
こうれい

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

を対 象
たいしょう

としたグループホーム「麦
むぎ

わらぼうし」を、2017年
ねん

（平成
へいせい

29年
ねん

）３月
がつ

には、重度
じゅうど

重 複 障
ちょうふくしょう

がい者
しゃ

を対 象
たいしょう

としたグループホ

ーム「わたぼうし」を開設
かいせつ

しました。さらに、同年
どうねん

５月
がつ

、医療的
いりょうてき

ケア

が必要
ひつよう

な人
ひと

の短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

利用
り よ う

のニーズに応
こた

えるため、「野
の

ぶどう」、「わ

たぼうし」の１室
しつ

で福祉型
ふ く し が た

強化
きょうか

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

事業
じぎょう

を開始
か い し

しました。 

 

また、2014年
ねん

（平成
へいせい

26年
ねん

）４月
がつ

に株式
かぶしき

会社
がいしゃ

メディアスが、市
し

内
ない

２ヶ所
しょ

目
め

となる児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

・放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

「まぁぶる」を

開設
かいせつ

し、2016年
ねん

（平成
へいせい

28年
ねん

）４月
がつ

には児童
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

ービス事業所
じぎょうしょ

「まぁぶるキッズ」を開設
かいせつ

しました。 

 

一方
いっぽう

、大滝区
お お た き く

では、1960年代
ねんだい

（昭和
しょうわ

40年代
ねんだい

）以降
い こ う

の過疎化
か そ か

進行
しんこう

を踏
ふ

ま

えて、「福祉
ふ く し

村
むら

構想
こうそう

」の実現
じつげん

に取
と

り組
く

んできました。 

1973年
ねん

（昭和
しょうわ

48年
ねん

）に開設
かいせつ

された「北湯沢
き た ゆ ざ わ

リハビリセンター」の更生部
こ う せ い ぶ

は、温泉
おんせん

を利用
り よ う

した身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

の入 所
にゅうしょ

更生
こうせい

施設
し せ つ

として機能
き の う

訓練
くんれん

や

社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

へ向
む

けた支
し

援
えん

に取
と

り組
く

んできました。2012年度
ね ん ど

（平成
へいせい

24年度
ね ん ど

）

からは、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

及
およ

び施
し

設
せつ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

）に移行
い こ う

し、機能
き の う
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訓練
くんれん

体制
たいせい

を維持
い じ

しながら 障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

について支援
し え ん

す

るとともに、利用者
り よ う し ゃ

の希望
き ぼ う

に添
そ

って地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

移行
い こ う

へ向
む

けた支
し

援
えん

を 行
おこな

っ

ていましたが、2016年
ねん

（平成
へいせい

28年
ねん

）６月
がつ

30日
にち

をもって廃止
は い し

しています。 

 

1974年
ねん

（昭和
しょうわ

49年
ねん

）には、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

ビバランドが、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

入 所
にゅうしょ

更生
こうせい

施設
し せ つ

「大滝
おおたき

学園
がくえん

」を開設
かいせつ

し、入 所
にゅうしょ

した知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の保
ほ

護
ご

及
およ

び社
しゃ

会
かい

復
ふっ

帰
き

を目 標
もくひょう

として、農作業
のうさぎょう

を主
しゅ

とした作
さ

業
ぎょう

訓
くん

練
れん

及
およ

び生
せい

活
かつ

訓
くん

練
れん

を

行
おこな

ってきました。2011年
ねん

（平成
へいせい

23年
ねん

）４月
がつ

からは、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

及
およ

び施設入所支援
しせつにゅうしょ しえん

）に移行
い こ う

し、重度
じゅうど

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

の

介護
か い ご

や、生
せい

産
さん

活
かつ

動
どう

及
およ

び創
そう

作
さく

的
てき

活
かつ

動
どう

を 行
おこな

っています。 

 

また、1976年
ねん

（昭和
しょうわ

51年
ねん

）に知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

である優
ゆう

徳
とく

荘
そう

が開設
かいせつ

しました。2017年
ねん

（平成
へいせい

29年
ねん

）４月
がつ

より40名
めい

定員
ていいん

となり、高齢者
こうれいしゃ

中 心
ちゅうしん

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

として生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

及
およ

び施
し

設
せつ

入
にゅう

所
しょ

支援
し え ん

を 行
おこな

っています。

高齢者
こうれいしゃ

特有
とくゆう

の疾病
しっぺい

が多
おお

く、利用者
り よ う し ゃ

の状 態
じょうたい

が日々
ひ び

変化
へ ん か

する中
なか

で多種多様
た し ゅ た よ う

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

とされており、支援
し え ん

する側
がわ

の専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

や、個々
こ こ

の生
い

き

甲
が

斐
い

にもなるような趣味的
し ゅ み て き

な支援
し え ん

を継続
けいぞく

し、個々
こ こ

に焦 点
しょうてん

をあてた個別
こ べ つ

の支援
し え ん

を進
すす

めています。 

 

さらに、1988年
ねん

（昭和
しょうわ

63年
ねん

）には社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

わらしべ会
かい

の重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

援護
え ん ご

施設
し せ つ

「大滝
おおたき

わらしべ園
えん

」が開設
かいせつ

されました。身体障
しんたいしょう

が

い者
しゃ

を中 心
ちゅうしん

に知的障
ちてきしょう

がいや頭部
と う ぶ

外 傷
がいしょう

の比較的
ひ か く て き

若年層
じゃくねんそう

の方々
かたがた

と共
とも

に、

乗馬
じょうば

やハンガリーの訓練法
くんれんほう

を取
と

り入
い

れた活
かつ

動
どう

を 行
おこな

い、利用者
り よ う し ゃ

の生活
せいかつ

を

支援
し え ん

しています。また、札幌
さっぽろ

わらしべ園
えん

と連携
れんけい

し、利用者
り よ う し ゃ

の札幌
さっぽろ

への

地域
ち い き

移行
い こ う

を支援
し え ん

、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

希望者
き ぼ う し ゃ

も受
う

け入
い

れています。そのほか札幌
さっぽろ

在 住
ざいじゅう

の 障
しょう

がい児
じ

を大滝区
お お た き く

に招
まね

いて 療
りょう

育
いく

（乗馬
じょうば

）キャンプなど、夏
なつ

は

森林浴
しんりんよく

、冬
ふゆ

は雪
ゆき

遊
あそ

びを 行
おこな

い、自
し

然
ぜん

豊
ゆた

かな大滝
おおたき

での活動
かつどう

を提 供
ていきょう

していま

す。 

 

住 民
じゅうみん

が安心
あんしん

して住
す

み続
つづ

けられる「福祉
ふ く し

村
むら

構想
こうそう

」を大
おお

きな 柱
はしら

として取
と

り組
く

みを続
つづ

けてきた大滝区
お お た き く

では、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活用
かつよう

し、充 実
じゅうじつ

した

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を基盤
き ば ん

としながら「総合的
そうごうてき

な地域
ち い き

福祉
ふ く し

」を推進
すいしん

してきました。 

このように、本市
ほ ん し

の 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

は着 実
ちゃくじつ

にその歩
あゆ

みを進
すす

めています。 
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伊達市内の主な障がい者団体・施設等の歩み

これまでの歩み これまでの歩み

25 伊達身体障がい者福祉協会設立 伊達視力障がい者協会設立

33 胆振ろうあ福祉協会設立 ふみだす開設

43 北海道立太陽の園開設 ｉ・ｂｏｘ開設

46 伊達市手をつなぐ育成会設立 伊達市児童デイサービスセンター開設

北湯沢リハビリセンター更生部開設 ちゅに開設

北湯沢リハビリセンター療護部開設 サポートハンズころころ開設

伊達市立通勤センター旭寮開設

精神障害者家族会設立（後のかしわ会）

伊達市立有珠小学校優健分校開校

大滝学園開設

50 伊達手話の会結成 伊達リハビリセンター開設

51 優徳荘開設

53 栄寮等の援助付き住居が開設

55 わかば会結成

西胆振心身障害者職親会設立

北海道伊達高等養護学校開校 育成会地域活動センターあゆみ開設

57 伊達肢体不自由児者父母の会設立 特定非営利活動法人かしわ会開設

地域家族会かしわ会設立 バウムハウス開設

つくしんぼ教室開設

61 ワークセンターえるむ開設

大滝わらしべ園開設 伊達市立星の丘小学校開校

ロッヂやすらぎ開設 伊達市立星の丘中学校開校

ふれ愛ショップふきのとう開設 相談室あい開設

のぞみ等ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ制度化(国認可) クローバ結成

かしわ会小規模作業所開設 ロッヂやすらぎ地域活動支援センター開設

伊達市保健センター開設 さくらの会結成

伊達市幼児ことばの教室開設 胆振西部児童デイサービスセンター開設

放課後児童対策事業に着手

5 朗読ボランティアやまびこ結成

8 伊達市点訳ボランティアの会結成 第２ふみだす開設

地域援助センターらいむ開設 生活介護事業所あつまーる開設

伊達地方腎友会結成 23 共生型事業　伊達湯ったり館開設

北海道社会福祉事業団太陽の園新棟建設

どんぐりころころ開設

ミネルバ病院開院 麦わらぼうし開設

伊達市立有珠中学校優健分校開校 まぁぶる開設

さわやかともの会設立 28 まぁぶるキッズ開設

12 ハッピーサークル設立 29 わたぼうし開設

野ぶどう(重度重複障がい者グループホー
ム)開設

道立児童養護施設・有珠優健学園が閉園し
情緒障害児短期治療施設となる。

北海道より移譲され北海道社会福祉事業団
太陽の園となる。

北海道社会福祉事業団太陽の園生活介護事
業所開設

第１回ＮＥバンクミケルセン記念賞最優秀
賞を伊達市立通勤センター旭寮が受賞

伊達市より移譲され北海道社会福祉事業団
だて地域生活支援センターとなる。

胆振圏域障がい者総合相談支援センターる
ぴなす開設

22

49

20

6

3

59

胆振日高障がい者就業・生活支援センター
すて～じ開設

17

伊達市立有珠小学校優健分校及び有珠中学
校優健分校閉校

年号 年号

56

平
　
　
　
　
　
成

平
　
　
　
　
成

21

15

胆振ろうあ福祉協会が伊達聴力障害者協会
に改称

10 地域援助センターらいむ、通勤センター旭
寮とあわせ総称を伊達市地域生活支援セン
ターに改称

26

24

昭
　
　
　
　
　
和

63

元

19

18

11

16

48

 



５４ 

 

２ 計画
けいかく

策定
さくてい

の経過
け い か

 

 

 

年
ねん

 月
がっ

 日
ぴ

 内
ない

     容
よう

 

平
へい

成
せい

30年
ねん

７月
がつ

18日
にち

 

策定
さくてい

委員会
い い ん か い

（第
だい

１回
かい

） 

・第
だい

２期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

について 

・第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

    ８月
がつ

 ８日
にち

 

～８月
がつ

24日
にち

 
アンケート調査

ちょうさ

実施
じ っ し

 

    ８月
がつ

30日
にち

 
庁 内
ちょうない

調 整
ちょうせい

会議
か い ぎ

（第
だい

１回
かい

） 

・施策
し さ く

のとりまとめ 

10月
がつ

17日
にち

 

策定
さくてい

委員会
い い ん か い

（第
だい

２回
かい

） 

・アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

について 

・第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

（素案
そ あ ん

）について 

    12月
がつ

 ６日
にち

 
策定
さくてい

委員会
い い ん か い

（第
だい

３回
かい

） 

・第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

（素案
そ あ ん

）について 

   12月
がつ

14日
にち

 
庁 内
ちょうない

調 整
ちょうせい

会議
か い ぎ

（第
だい

２回
かい

） 

・素案
そ あ ん

調 整
ちょうせい

 

平
へい

成
せい

31年
ねん

１月
がつ

18日
にち

～２月
がつ

18日
にち

 
市民
し み ん

意見
い け ん

の公募
こ う ぼ

（パブリックコメント） 

   ２月
がつ

27日
にち

 

策定
さくてい

委員会
い い ん か い

（第
だい

４回
かい

） 

・第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

（案
あん

）に対
たい

するパブリ

ックコメントについて 

 

 

 

 



５５ 

 

３ 第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
い い ん か い

 
 

 第３期伊達市障がい者計画策定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 第３期伊達市障がい者計画の策定に当たり、市民が主体となった障がい者の福祉

を推進する計画を策定するため、伊達市障がい者計画策定委員会（以下「委員会」という｡)

を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、「第３期伊達市障がい者計画」の原案について検討を行うものとする。 

 （組織） 

第３条 委員会は、14名以内の委員で構成する。 

２ 委員は、医療、教育、福祉等の事業に従事する専門家、学識経験者、障がい者団体の

代表者及び公募による者のうちから市長が委嘱する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は委嘱の日から平成31年３月31日までとする。 

２ 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

 （意見聴取） 

第７条 委員長は、検討を進めるに当たり必要と認めるときは、委員会において関係者の

出席を求め、その意見、説明又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 委員の公募の実施に必要な準備行為は、前項に規定する施行の日前においても、行う

ことができる。 

 （経過措置） 

３ 委員会の最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

 （要綱の失効） 

４ この要綱は、平成31年３月31日限り、その効力を失う。 



５６ 

 

第
だい

３期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

委
い

員
いん

会
かい

 委
い

員
いん

名
めい

簿
ぼ

 

（五
ご

十
じゅう

音
おん

順
じゅん

） 

氏
し

  名
めい

 所
しょ

 属
ぞく

 名
めい

 

◎椎
しい

 名
な

 保
やす

 彦
ひこ

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

伊達市
だ て し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

○松
まつ

 添
ぞえ

 慎
しん

 吾
ご

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

タラプ 

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

i･box 

岩
いわ

 本
もと

 浩
こう

 吉
きち

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

ビバランド 

大滝
おおたき

学園
がくえん

 

木
き

 村
むら

 正
まさ

 裕
ひろ

 伊
だ

達
て

身
しん

体
たい

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 

島
しま

 川
かわ

 弘
ひろ

 美
み

 公募
こ う ぼ

  

清
し

 水
みず

 悦
えつ

 朗
ろう

 伊達市
だ て し

ボランティア連絡会
れんらくかい

 

太刀川
た ち か わ

 友
とも

 江
え

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

北海道
ほっかいどう

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業団
じぎょうだん

 

だて地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター 

寺
てら

 田
だ

 憲
のり

 夫
お

 伊達市
だ て 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

  

富
とみ

 田
た

 鈴
すず

 枝
え

 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

陵
りょう

雲
うん

厚生会
こうせいかい

 

伊達
だ て

リハビリセンター 

冨
とみ

 田
た

   稔
みのる

 室蘭
むろらん

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていしょ

伊達
だ て

分室
ぶんしつ

 

守
もり

 谷
や

 保
やす

 夫
お

 胆振
い ぶ り

西部
せ い ぶ

医師会
い し か い

 

山
やま

 﨑
ざき

 淳
じゅん

 也
や

 伊達
だ て

高等
こうとう

養護
よ う ご

学校
がっこう

 

                （◎委
い

員
いん

長
ちょう

、○副
ふく

委
い

員
いん

長
ちょう

） 



５７ 

 

４ 用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

 

【あ 行
ぎょう

】 

【か 行
ぎょう

】 

 

学童
がくどう

保育
ほ い く

（放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ） 

親
おや

が 働
はたら

いていて放課後
ほ う か ご

の保育
ほ い く

が十 分
じゅうぶん

保障
ほしょう

されない児童
じ ど う

に対
たい

し、

家庭
か て い

に代
か

わる保
ほ

育
いく

を 行
おこな

う施
し

設
せつ

・事業
じぎょう

 

 

緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

システム 

ひとり暮
ぐ

らしの身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

などが、家
か

庭内
ていない

で病気
びょうき

などの

緊 急
きんきゅう

事態
じ た い

に 陥
おちい

ったときに、ボタンを押
お

すだけで消 防
しょうぼう

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

に

通報
つうほう

され、救 助
きゅうじょ

をしてもらうことができるようシステム化
か

されたも

の。 

 

グループホーム 

地域
ち い き

の住 宅
じゅうたく

（アパート、マンション、一
いっ

戸
こ

建
だ

て等
とう

）において、病気
びょうき

や 障
しょう

がいなどで生活
せいかつ

に困難
こんなん

を抱
かか

えた人
ひと

たちが一定
いってい

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を

負
お

って 共
きょう

同
どう

で生活
せいかつ

する形態
けいたい

であり、世話人
せ わ に ん

により食事
しょくじ

の世話
せ わ

、服薬
ふくやく

管理
か ん り

等
とう

の日常的
にちじょうてき

援助
えんじょ

が 行
おこな

われるもの。 

 

ケアマネジメント 

対象者
たいしょうしゃ

の社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

での複数
ふくすう

のニーズを充 足
じゅうそく

させるため、適切
てきせつ

な

社会
しゃかい

資源
し げ ん

と結
むす

びつける手
て

続
つづき

の総体
そうたい

をいい、総合的
そうごうてき

かつ継続的
けいぞくてき

なサー

ビスの 供 給
きょうきゅう

を確保
か く ほ

し、さらには社会
しゃかい

資源
し げ ん

の改
かい

善
ぜん

及
およ

び開
かい

発
はつ

を推進
すいしん

す

る援助
えんじょ

方法
ほうほう

である。 

 



５８ 

 

更生
こうせい

医療
いりょう

 

1 8歳
さい

以上
いじょう

の身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

に対
たい

して、医療
いりょう

を給付
きゅうふ

することによりそ

の 障
しょう

がいを軽減
けいげん

し、それによって、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

能 力
のうりょく

又
また

は 職 業
しょくぎょう

能 力
のうりょく

を

回復
かいふく

し獲得
かくとく

させることを目的
もくてき

として 行
おこな

われる医
い

療
りょう

。知事
ち じ

の定
さだ

める

指
し

定
てい

医
い

療
りょう

機関
き か ん

において給付
きゅうふ

される。 

 

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

から何
なん

らかの助
たす

けを求
もと

める意思
い し

の表 明
ひょうめい

があった

場合
ば あ い

、過度
か ど

の負担
ふ た ん

になりすぎない範囲
は ん い

で対応
たいおう

すること。 

 

コーディネーター 

  物事
ものごと

の調 整
ちょうせい

をする人
ひと

やまとめ役
やく

。 

 

【さ 行
ぎょう

】 

 

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、2004年
ねん

（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1 2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

の日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

及
およ

び社会生活
しゃかいせいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

 

  障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず国民
こくみん

が相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し、安心
あんしん

して暮
く

らせる地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

とし、障
しょう

がいの

ある人
ひと

や子
こ

どもが基本的人権
き ほ ん て き じ ん け ん

を享 有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

として尊厳
そんげん

ある生活
せいかつ

を 営
いとな

めるよう必要
ひつよう

な障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの給付
きゅうふ

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

などの支援
し え ん

を総合的
そうごうてき

に定
さだ

めた法
ほう

律
りつ

。 



５９ 

 

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

 

  障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

する具
ぐ

体
たい

的
てき

な措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

め

ることにより、 障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

第
だい

４ 条
じょう

に定
さだ

める差
さ

別
べつ

禁
きん

止
し

の基本
き ほ ん

原則
げんそく

を具体化
ぐ た い か

し、すべての国民
こくみん

が 障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられる

ことなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

する社会
しゃかい

の

実現
じつげん

に向
む

け、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

とした法律
ほうりつ

。 

 

情 報
じょうほう

アクセシビリティ 

  パソコンや WEB ページなどをはじめとする情 報
じょうほう

関連
かんれん

のハード、ソ

フト、サービスなどを高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

を含
ふく

む多
おお

くの人
ひと

が不自由
ふ じ ゆ う

な

く利用
り よ う

できること。 

 

職
しょく

親会
おやかい

 

雇用
こ よ う

主
ぬし

の立場
た ち ば

から仕事
し ご と

の場
ば

を提 供
ていきょう

し、障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

を促進
そくしん

する

とともに、 働
はたら

きながら暮
く

らす 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

支援
し え ん

をする事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の

会
かい

。 

 

ジョブコーチ 

障
しょう

がいのある人
ひと

と一緒
いっしょ

に職場
しょくば

に入
はい

り、企業
きぎょう

や本人
ほんにん

の不安
ふ あ ん

が解 消
かいしょう

さ

れるにつれて、少
すこ

しずつ付
つ

き添
そ

うレベルを少
すく

なくし最終的
さいしゅうてき

には一人
ひ と り

で仕事
し ご と

ができるよう継続的
けいぞくてき

に就 労
しゅうろう

支援
し え ん

する人
ひと

をいう。また、就職後
しゅうしょくご

も職場
しょくば

を定期的
て い き て き

に訪問
ほうもん

するなどアフターケアなどもする。 

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

 

障
しょう

がいにかかる公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

医療
いりょう

制度
せ い ど

が各種
かくしゅ

法律
ほうりつ

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

、

児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふ く し ほ う

）により異
こと

なる制
せい

度
ど

であったものを手
て
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続
つづ

きや負担
ふ た ん

の仕
し

組
く

み等
とう

を共通化
きょうつうか

したもの。 

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

に基
もと

づき、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

障 害
しょうがい

程度
て い ど

等 級 表
とうきゅうひょう

に掲
かか

げ

る身
しん

体
たい

上
じょう

の 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し、都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

から交付
こ う ふ

される

もので、最
もっと

も 障
しょう

がいの程度
て い ど

の重
おも

い１ 級
きゅう

から６ 級
きゅう

に区分
く ぶ ん

されている。

これを所持
し ょ じ

することにより、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

に基
もと

づく各
かく

種
しゅ

サービ

スを受
う

けることができるとともに、税制
ぜいせい

や運賃
うんちん

割引
わりびき

等
とう

の他法他
た ほ う た

施策
し さ く

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

がある。 

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

ることを目的
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

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

への制約
せいやく

がある人
ひと

に対し
た い し

、都道府県
と ど う ふ け ん

から交付
こ う ふ

され

るもので、１ 級
きゅう

から３ 級
きゅう

に区分
く ぶ ん

されている。税制
ぜいせい

等
とう

の他法他
た ほ う た

施策
し さ く

の

優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

がある。 

 

精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

のひとつで、精
せい

神
しん

保
ほ

健
けん

及
およ

び精神障害者福祉
せいしんしょうがいしゃふくし

に関
かん

する

法
ほう

律
りつ

に規定
き て い

する統合
とうごう

失 調 症
しっちょうしょう

、精
せい

神
しん

病
びょう

質
しつ

その他
た

の精神
せいしん

疾患
しっかん

を有
ゆう

する

者
もの

で、通院
つういん

による精神
せいしん

医療
いりょう

を継続的
けいぞくてき

に要
よう

する程
てい

度
ど

の 病 状
びょうじょう

にあるも

のが、通院
つういん

医療
いりょう

の際
さい

に自己
じ こ

負担
ふ た ん

が原則
げんそく

１割
わり

で済
す

む制
せい

度
ど

。 

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい、認知症
にんちしょう

などのために判断
はんだん

能 力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な人
ひと

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう補助人
ほ じ ょ じ ん

、保佐人
ほ さ に ん

、後見人
こうけんにん

を定
さだ

めて支
し

援
えん

する制度
せ い ど

。 
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各種
かくしゅ

契約
けいやく

や財産
ざいさん

管理
か ん り

などの法律
ほうりつ

行為
こ う い

を、家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

などにより

選任
せんにん

された後見人
こうけんにん

等
とう

が本人
ほんにん

の意思
い し

を尊 重
そんちょう

し、契約
けいやく

などの法律
ほうりつ

行為
こ う い

の

同意
ど う い

や代行
だいこう

などを 行
おこな

う。 

判断
はんだん

能 力
のうりょく

が十 分
じゅうぶん

なうちに後見人
こうけんにん

と契約
けいやく

を結
むす

び、判断
はんだん

能 力
のうりょく

が 衰
おとろ

え

たときに備
そな

える「任意
に ん い

後見
こうけん

」と、判断
はんだん

能 力
のうりょく

が 衰
おとろ

えた後
あと

に家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

への 申
もうし

立
た

てをして後見人
こうけんにん

を選
えら

ぶ「法定
ほうてい

後見
こうけん

」がある。 

 

【た 行
ぎょう

】 

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

 

  障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こ う れ い か

、重度化
じ ゅ う ど か

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」を見
み

据
す

え、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で

安心
あんしん

して暮
く

らしていけるよう、複数
ふくすう

の事業所
じぎょうしょ

や機関
き か ん

により構築
こうちく

され

た、相談
そうだん

、体験
たいけん

の機会
き か い

、緊 急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

などの様々
さまざま

な支援
し え ん

を切
き

れ目
め

な

く提 供
ていきょう

していく地域
ち い き

の体制
たいせい

。 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

 

従 来
じゅうらい

の特殊
とくしゅ

教 育
きょういく

の対 象
たいしょう

の 障
しょう

がい（視覚障
しかくしょう

がい、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい、知的
ち て き

障
しょう

がい、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

、病 弱
びょうじゃく

・身体
しんたい

虚 弱
きょじゃく

等
とう

）だけでなく、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（AD/HD）、高機能
こ う き の う

自閉症
じへいしょう

を含
ふく

め

て、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、その一人
ひ と り

ひと

りの教育的
きょういくてき

ニーズに応
おう

じた適
てき

切
せつ

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

を 行
おこな

うもの。 

 

トライアル雇用
こ よ う

 

障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

する知
ち

識
しき

や雇用
こ よ う

経験
けいけん

がないことから 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

をためらっている事業所
じぎょうしょ

に、 障
しょう

がい者
しゃ

を試行
し こ う

雇用
こ よ う

の 形
かたち

で受
う

け入
い

れ

ていただき、本格的
ほんかくてき

な 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に取
と

り組
く

むきっかけづくりを進
すす
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める事
じ

業
ぎょう

。 

 

【な 行
ぎょう

】 

 

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

） 

高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

など、判断
はんだん

能 力
のうりょく

が十 分
じゅうぶん

でない方々
かたがた

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

での困
こま

りごとの相談
そうだん

に応
おう

じたり、福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

に対
たい

する援
えん

助
じょ

や、日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

の管理
か ん り

のお手
て

伝
つだ

いをして、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

をする

事業
じぎょう

。 

 

ノーマライゼーション 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、お互
たが

いが特別
とくべつ

に区別
く べ つ

されることなく、

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を共
とも

にするのが正 常
せいじょう

なことであり、本来
ほんらい

の望
のぞ

ましい 姿
すがた

であ

るとする 考
かんが

え方
かた

。また、それに向
む

けた運
うん

動
どう

や施策
し さ く

なども含
ふく

まれる。 

 

ノンステップバス 

車 両
しゃりょう

の一部
い ち ぶ

あるいは全体
ぜんたい

について、床
ゆか

の高
たか

さを下
さ

げ、床面
ゆかめん

までの

ステップをなくしたバス。歩道
ほ ど う

のかさ上
あ

げにより、ほぼ平面移動
へ い め ん い ど う

で

バスに乗 降
じょうこう

可能
か の う

となる。 

 

【は 行
ぎょう

】 

 

パブリックコメント 

パブリックコメントとは行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

が 行
おこな

う意見公募
い け ん こ う ぼ

手続
てつづき

のことを

いう。計画
けいかく

や条 例
じょうれい

など重 要
じゅうよう

な政策
せいさく

などを決
き

める際
さい

に、案
あん

の段階
だんかい

でそ

の趣旨
し ゅ し

や内容
ないよう

などを市民
し み ん

に公 表
こうひょう

し、意見
い け ん

を求
もと

める方
ほう

法
ほう

をいう。  
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バリアフリー 

バリア（障 壁
しょうへき

）をなくすこと。建築用語
け ん ち く よ う ご

では、建物内
たてものない

の段差
だ ん さ

をな

くす、出入口
で い り ぐ ち

や廊下
ろ う か

の幅員
ふくいん

を広
ひろ

げるなど、障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者
こうれいしゃ

などが

生活
せいかつ

するのに支障
ししょう

のない構造
こうぞう

や仕様
し よ う

にすることを意味
い み

する。 

障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

をはばむ制度的
せ い ど て き

、心理的
し ん り て き

な 障
しょう

がいの除去
じょきょ

と

いう意味
い み

でも使
つか

われる。 

 

バリアフリー法 

  正式
せいしき

名 称
めいしょう

は、「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

」といい、2006年
ねん

（平成
へいせい

18年
ねん

）12月
がつ

20日
か

に施
し

行
こう

された。ハー

トビル法
ほう

と交
こう

通
つう

バリアフリー法
ほう

を統合
とうごう

・拡 充
かくじゅう

し、一体的
いったいてき

・総合的
そうごうてき

な

バリアフリー施策
し さ く

を推進
すいしん

している。 

 

避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

関係
かんけい

団体
だんたい

 

  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

の提出先
ていしゅつさき

で、 消 防
しょうぼう

機関
き か ん

、警察
けいさつ

機関
き か ん

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

、自治会
じ ち か い

組織
そ し き

、民生
みんせい

委員
い い ん

、地区
ち く

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、等
とう

を想定
そうてい

している。 

 

福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

  

  地震
じ し ん

や豪雨
ご う う

、津波
つ な み

といった大
おお

きな災
さい

害
がい

が起
お

こったときに、介護
か い ご

の

必要
ひつよう

な高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

、妊産婦
に ん さ ん ぷ

、乳幼児
にゅうようじ

、病 人
びょうにん

のうち、特別
とくべつ

の配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

たちを一時的
い ち じ て き

に受
う

け入
い

れてケアする施設
し せ つ

。小学校
しょうがっこう

等
とう

、

通 常
つうじょう

の 避難所
ひ な ん じ ょ

での 生活
せいかつ

が 困難
こんなん

な 人
ひと

たち の ため の 避難所
ひ な ん じ ょ

で ある 。

原則的
げんそくてき

に健
けん

常 者
じょうしゃ

は避難
ひ な ん

することができない。専門
せんもん

スタッフを配置
は い ち

し

た介護
か い ご

施設
し せ つ

や学校
がっこう

を自治体
じ ち た い

が指定
し て い

することになっている。施設
し せ つ

はバ

リアフリー化
か

されていて援護
え ん ご

が必要
ひつよう

な人
ひと

の利用
り よ う

に適
てき

している施設
し せ つ

で

なければならない。  
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福祉
ふ く し

有 償
ゆうしょう

運送
うんそう

 

ＮＰＯ法人
ほうじん

や社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

等
とう

の非営利
ひ え い り

法人
ほうじん

が、高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

などの公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を使用
し よ う

して移動
い ど う

することが困難
こんなん

な人
ひと

を対 象
たいしょう

に、

通院
つういん

、通所
つうしょ

、レジャー等
とう

を目的
もくてき

に有 償
ゆうしょう

で 行
おこな

う車
しゃ

両
りょう

による移送
い そ う

サー

ビスのこと。 

 

【や 行
ぎょう

】 

 

ユニバーサルデザイン 

あらゆる年齢
ねんれい

や性別
せいべつ

、障
しょう

がいの有無
う む

等
とう

にかかわらず、誰
だれ

にでも使
つか

いやすい製
せい

品
ひん

、都市
と し

・生活
せいかつ

環 境
かんきょう

等
とう

をデザインすること。特定
とくてい

の障 壁
しょうへき

を解 消
かいしょう

するというバリアフリーから一
いっ

歩
ぽ

進
すす

んだ発想
はっそう

をいう。 

 

【ら 行
ぎょう

】 

 

リハビリテーション 

リハビリテーションとは、「その人
ひと

らしくいられる状 態
じょうたい

、状 況
じょうきょう

の

再構築
さいこうちく

」であり、その実現
じつげん

のためのあらゆる手段
しゅだん

を含
ふく

む概
がい

念
ねん

である。 

 世界
せ か い

保健
ほ け ん

機関
き か ん

（WHO）の定義
て い ぎ

によると「能 力 障
のうりょくしょう

がいあるいは社会的
しゃかいてき

不利
ふ り

を起
お

こす諸
しょ

条
じょう

件
けん

の悪
あく

影 響
えいきょう

を減 少
げんしょう

させ、 障
しょう

がい者
しゃ

が社会
しゃかい

に融
と

け

込
こ

むことを実現
じつげん

するためのあらゆる手段
しゅだん

を含
ふく

む概
がい

念
ねん

である。リハビ

リテーションは 障
しょう

がい者
しゃ

が環 境
かんきょう

に適応
てきおう

するための訓練
くんれん

を 行
おこな

うばか

りでなく、 障
しょう

がい者
しゃ

の 直
ちょく

接
せつ

的
てき

環
かん

境
きょう

及
およ

び社
しゃ

会
かい

全
ぜん

体
たい

に介 入
かいにゅう

して社会
しゃかい

に

融
と

け込
こ

むことを容易
よ う い

にすることも目的
もくてき

とする。 

障
しょう

がい者
しゃ

自身
じ し ん

、その家族
か ぞ く

、そして地域
ち い き

社会
しゃかい

はリハビリテーション

に関係
かんけい

する諸種
しょしゅ

のサービスの計画
けいかく

と実施
じ っ し

に関与
か ん よ

しなければならな

い」とされている。 



６５ 

 

療 育
りょういく

手帳
てちょう

 

知的
ち て き

障
しょう

がい児
じ

・者
しゃ

に一貫
いっかん

した相談
そうだん

・援助
えんじょ

を 行
おこな

い、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制度化
せ い ど か

された手帳
てちょう

で、都道府県
と ど う ふ け ん

から交付
こ う ふ

さ

れるもの。交付
こ う ふ

対象者
たいしょうしゃ

は児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

または知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

に

おいて知的障
ちてきしょう

がいと判定
はんてい

された者
もの

である。 障
しょう

がいの程度
て い ど

が重度
じゅうど

の

「Ａ」と、それ以外
い が い

の「Ｂ」に区分
く ぶ ん

されている。 

手帳
てちょう

の所持
し ょ じ

により福祉
ふ く し

サービスが受
う

けられるほか、税制面
ぜいせいめん

など

他法他
た ほ う た

施策
し さ く

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

がある。
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５ アンケート結果
け っ か

 

１．調査
ちょうさ

の目的
もくてき

 

     本調査
ほんちょうさ

は、平成
へいせい

31年度
ね ん ど

を初年度
し ょ ね ん ど

とする第
だい

３期
き

伊達
だ て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の策定
さくてい

に向
む

け、

伊達市
だ て し

の障
しょう

がい者
しゃ

の方々
かたがた

の生活
せいかつ

実態
じったい

や障
しょう

がい施策
し さ く

に対
たい

する意
い

識
しき

・意向
い こ う

等
とう

を把握
は あ く

し、

市
し

が今
こん

後
ご

取
と

り組
く

むべき方向性
ほうこうせい

や市
し

に期待
き た い

されている障
しょう

がい施策
し さ く

等
とう

の検討
けんとう

・立案
りつあん

に

資
し

するため、障
しょう

がい者
しゃ

を対象
たいしょう

とするアンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

したものです。 

 

２．調査
ちょうさ

の種類
しゅるい

と調査
ちょうさ

対 象
たいしょう

 

     実施
じ っ し

したアンケート調査
ちょうさ

の種類
しゅるい

とその対象
たいしょう

は次
つぎ

のとおりです。 

    【
（

調査
ちょうさ

の種類
しゅるい

（名称
めいしょう

）】
）

 

     ◇ 福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

 

    【
（

調査
ちょうさ

対象
たいしょう

】 

     ◇ 伊達
だ て

市内
し な い

に居住
きょじゅう

する、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

、療育
りょういく

手帳
てちょう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の所持者
し ょ じ し ゃ

 

 

３．調査
ちょうさ

の方法
ほうほう

と回 収
かいしゅう

状 況
じょうきょう

 

     調査
ちょうさ

の方法
ほうほう

と回収
かいしゅう

状 況
じょうきょう

は下記
か き

のとおりです。 

    【調査
ちょうさ

方法
ほうほう

】 

     ◇ 無作為
む さ く い

抽 出
ちゅうしゅつ

による標本
ひょうほん

調査
ちょうさ

 

     ◇ 郵送法
ゆうそうほう

 

    【調査
ちょうさ

基準
きじゅん

日
び

】 

     ◇ 平成
へいせい

30年
ねん

8月
がつ

1日
にち

 

    【調査
ちょうさ

期間
き か ん

】 

     ◇ 平
へい

成
せい

30年
ねん

8月
がつ

8日
にち

～8月
がつ

24日
にち

 

    【回収
かいしゅう

状 況
じょうきょう

】 

 配布数
は い ふ す う

 回収数
かいしゅうすう

 回収率
かいしゅうりつ

 有効
ゆうこう

回収数
かいしゅうすう

 

福
ふく

祉
し

に関
かん

するアンケ

ート調
ちょう

査
さ

 

1565票
ひょう

 696票
ひょう

 44.5％ 692票
ひょう

 

       ※回収数
かいしゅうすう

には、白票
はくひょう

（3票
ぴょう

）と理解
り か い

不能
ふ の う

という旨
むね

が記
しる

され回
かい

収
しゅう

された調査票
ちょうさひょう

（1票
ひょう

）

を合
あ

わせた 4票
ひょう

が含
ふく

まれている。 
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○調査結果詳細 

調査票の記入者 

（SA，n=692） 

 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査 

/Q. この調査票にお名前を記入する必要はありませんが、この調査票に記入される方はどなたですか。 

あてはまる番号一つに○印をつけてください。(SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=692)

身体障がい者(n=531)

知的障がい者(n=127)

精神障がい者(n=59)

障
が
い
種
別

本人（この調査票が
郵送された宛名の方）

本人の家族 家族以外の介助者 不 明

62.7 

67.6 

42.5 

55.9 

20.8 

18.6 

33.9 

20.3 

5.5 

3.4 

15.7 

6.8 

11.0 

10.4 

7.9 

16.9 

〇 調査票の記入者は、「本人（この調査票が郵送された宛名の方）」が過半数を占め 62.7％、次い

で「本人の家族」が 20.8％となっています。 

● 障がい種別にみると、いずれも「本人（この調査票が郵送された宛名の方）」が最も高くなって

いますが、知的障がい者では42.5％と他の障がいを持った人に比べ低く、「本人の家族」が33.9％

と高い割合になっています。 

◎ 平成 18 年度調査では「調査対象の本人」が 22.1％となっています。 

※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 

68 

 

１．調査対象者のプロフィール 

 

（SA，n=692） 

 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 年齢をおうかがいします。（平成 18 年６月１日現在の年齢）(SA) 

 

  

１
８
歳
未
満

１
８
歳
以
上

３
０
歳
未
満

３
０
歳
代

４
０
歳
代

５
０
歳
代

６
０
歳
代

７
０
歳
以
上

不
明

692 2.3 3.8 3.5 7.1 9.1 17.6 51.3 5.3

身体障がい者 531 0.9 0.9 1.7 3.2 8.1 18.6 62.0 4.5

知的障がい者 127 11.8 16.5 12.6 21.3 15.7 13.4 6.3 2.4

精神障がい者 59 - 3.4 5.1 18.6 16.9 13.6 30.5 11.9

合計

障
が
い
種
別

2.3 3.8 3.5 
7.1 9.1 

17.6 

51.3 

5.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
(%)

問２ 年齢 

〇 「70 歳以上」が過半数を占め 51.3％、次いで「60 歳代」が 17.6％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者では「70 歳以上」が 62.0％、精神障がい者でも「70 歳以上」

が 30.5％を占め最も高くなっていますが、精神障がい者では年齢による大きな偏りはみられま

せん。 

◎ 平成 18 年度調査では「75 歳以上」が 31.6％で最も高く、次いで「40～64 歳」が 29.1％となっ

ています。 
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（SA，n=692） 

 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q.性別をおうかがいします。(SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=692)

身体障がい者(n=531)

知的障がい者(n=127)

精神障がい者(n=59)

男性 女性 不明

障
が
い
種
別

43.8 

40.5 

65.4 

42.4 

51.6 

55.6 

32.3 

45.8 

4.6 

4.0 

2.4 

11.9 

問３ 性別 

〇 調査対象者の性別は「男性」が 43.8％、「女性」が 51.6％となっており、女性は男性より高くな

っています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「男性」が 65.4％、「女性」が 32.3％となっており、男

性は女性より高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 
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（MA，n=692） 

 

 

 

 

  

父
母
・
祖
父
母
・
兄
弟

配
偶
者

（
夫
ま
た
は
妻

）

子
ど
も

そ
の
他

い
な
い

不
明

692 12.1 44.2 15.2 3.8 30.5 6.9

身体障がい者 531 8.1 52.0 17.5 3.2 28.1 5.5

知的障がい者 127 33.9 11.0 3.9 4.7 44.1 6.3

精神障がい者 59 13.6 33.9 13.6 5.1 23.7 20.3

合計

障
が
い
種
別

12.1 

44.2 

15.2 

3.8 

30.5 

6.9 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
(%)

問４ 同居家族  

〇 同居家族では、「配偶者」がいる人が 44.2％、「子ども」がいる人は 15.2％、「いない」（ひとり

暮らし）と回答した人は 30.5％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者で「配偶者」がいる人は 52.0％、知的障がい者で「いない」

と回答した人は 44.1％と比較的高くなっています。 
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２．日常生活について 

 

（SA，n=692） 

 

 

 

 

 

  

(%)

①食事(n=692)

②トイレ(n=692)

③入浴(n=692)

④衣服の着脱(n=692)

⑤身だしなみ(n=692)

⑥家の中の移動(n=692)

⑦外出(n=692)

⑧家族以外の人との意思疎通(n=692)

⑨お金の管理(n=692)

⑩薬の管理(n=692)

ひとりでできる 一部介助が必要 全部介助が必要   不  明

81.9 

83.5 

74.3 

81.9 

75.4 

86.0 

61.4 

73.7 

64.0 

68.1 

11.4 

8.1 

12.6 

9.2 

15.5 

6.5 

19.9 

15.2 

14.7 

12.6 

3.2 

5.5 

9.8 

6.1 

5.6 

4.2 

14.5 

5.1 

17.5 

15.3 

3.5 

2.9 

3.3 

2.7 

3.5 

3.3 

4.2 

6.1 

3.8 

4.0 

問５ 日常生活における介助の必要の有無（全体）  

〇 日常生活において、①食事、②トイレ、⑥家の中の移動に関しては「ひとりでできる」と回答し

た人が 8 割以上となっています。一方、⑦外出、⑨お金の管理、⑩薬の管理に関しては、6割台

と他の行為に比べ低くなっています。 
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（SA，n=531） 

 

 

 

 

  

(%)

①食事(n=531)

②トイレ(n=531)

③入浴(n=531)

④衣服の着脱(n=531)

⑤身だしなみ(n=531)

⑥家の中の移動(n=531)

⑦外出(n=531)

⑧家族以外の人との意思疎通(n=531)

⑨お金の管理(n=531)

⑩薬の管理(n=531)

ひとりでできる 一部介助が必要 全部介助が必要   不  明

84.6 

84.9 

75.5 

83.2 

79.5 

84.7 

64.6 

78.7 

71.6 

75.3 

9.0 

6.4 

11.1 

7.5 

11.9 

7.5 

16.4 

11.1 

12.1 

9.4 

3.2 

6.0 

10.7 

6.8 

5.6 

5.1 

14.7 

3.6 

12.8 

11.9 

3.2 

2.6 

2.6 

2.4 

3.0 

2.6 

4.3 

6.6 

3.6 

3.4 

問５ 日常生活における介助の必要の有無（身体障がい者）  

● 身体障がい者においては、①食事、②トイレ、④衣服の着脱、⑥家の中の移動に関して「ひとり

でできる」と回答した人が 8 割以上となっています。一方、⑦外出に関しては、64.6％と他の行

為に比べ低くなっています。 



73 

 

 

（SA，n=127） 

 

 

 

 

  

(%)

①食事(n=127)

②トイレ(n=127)

③入浴(n=127)

④衣服の着脱(n=127)

⑤身だしなみ(n=127)

⑥家の中の移動(n=127)

⑦外出(n=127)

⑧家族以外の人との意思疎通(n=127)

⑨お金の管理(n=127)

⑩薬の管理(n=127)

ひとりでできる 一部介助が必要 全部介助が必要   不  明

74.8 

78.7 

68.5 

78.0 

56.7 

91.3 

41.7 

50.4 

27.6 

35.4 

17.3 

15.7 

22.0 

18.1 

33.9 

3.9 

37.0 

33.9 

26.0 

22.8 

5.5 

3.9 

7.9 

2.4 

6.3 

1.6 

18.9 

11.0 

43.3 

36.2 

2.4 

1.6 

1.6 

1.6 

3.1 

3.1 

2.4 

4.7 

3.1 

5.5 

問５ 日常生活における介助の必要の有無（知的障がい者）  

● 知的障がい者においては、⑥家の中の移動に関して「ひとりでできる」と回答した人が 91.3％

となっています。一方、⑦外出、⑨お金の管理、⑩薬の管理に関しては、5 割未満と他の行為に

比べ低くなっています。 
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（SA，n=59） 

 

 

 

 

 

  

(%)

①食事(n=59)

②トイレ(n=59)

③入浴(n=59)

④衣服の着脱(n=59)

⑤身だしなみ(n=59)

⑥家の中の移動(n=59)

⑦外出(n=59)

⑧家族以外の人との意思疎通(n=59)

⑨お金の管理(n=59)

⑩薬の管理(n=59)

ひとりでできる 一部介助が必要 全部介助が必要   不  明

78.0 

91.5 

78.0 

86.4 

74.6 

84.7 

64.4 

69.5 

59.3 

62.7 

13.6 

1.7 

8.5 

3.4 

15.3 

3.4 

18.6 

20.3 

20.3 

18.6 

3.4 

3.4 

10.2 

6.8 

5.1 

3.4 

10.2 

5.1 

15.3 

13.6 

5.1 

3.4 

3.4 

3.4 

5.1 

8.5 

6.8 

5.1 

5.1 

5.1 

問５ 日常生活における介助の必要の有無（精神障がい者） 

● 精神障がい者においては、②トイレ、④衣服の着脱、⑥家の中の移動に関して「ひとりででき

る」と回答した人が 8割以上となっています。一方、⑦外出、⑧家族以外の人との意思疎通、⑨

お金の管理、⑩薬の管理に関しては、7 割未満と他の行為に比べ低くなっています。  
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（問 5/①～⑩のいずれかで介助が必要と回答した人⇒ MA，n=313） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. おもな介助者はどなたですか。(SA) 

 

父
母
・
祖
父
母
・
兄
弟

配
偶
者

（
夫
ま
た
は
妻

）

子
ど
も

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や

施
設
の
職
員

そ
の
他
の
人

（
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
等

）

不
明

313 17.6 30.7 12.1 43.1 3.5 8.3

身体障がい者 214 9.3 38.8 16.8 39.3 2.3 8.9

知的障がい者 92 43.5 2.2 1.1 54.3 6.5 7.6

精神障がい者 31 16.1 41.9 9.7 35.5 - 9.7

合計

障
が
い
種
別

17.6 

30.7 

12.1 

43.1 

3.5 
8.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
(%)

問６ 主に介助してくれる方 

〇 主に介助してくれる方は「ホームヘルパーや施設の職員」が 43.1％で最も高く、次いで「配偶

者（夫または妻）」が 30.7％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者、精神障がい者では「配偶者（夫または妻）」、知的障がい者

では、「ホームヘルパーや施設の職員」が比較的高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査では、「配偶者（夫・妻）」が 28.1％で最も高くなっています。 

※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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（問 6/家族に介助されていると回答した人⇒SA，n=179） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査 

/Q.（親族で介助している方の）年齢をおうかがいします。(主な介助者が親族と回答した人/SA) 

 

 

  

２
０
歳
未
満

２
０
歳
代

３
０
歳
代

４
０
歳
代

５
０
歳
代

６
０
歳
代

７
０
歳
以
上

不
明

179 - 0.6 3.4 11.2 20.1 22.9 36.3 5.6

身体障がい者 130 - - 3.1 8.5 15.4 23.8 43.1 6.2

知的障がい者 43 - - 4.7 25.6 27.9 20.9 16.3 4.7

精神障がい者 19 - - 5.3 10.5 26.3 26.3 31.6 -

合計

障
が
い
種
別

0.0 0.6 
3.4 

11.2 

20.1 
22.9 

36.3 

5.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
(%)

問７① 主に介助してくれる家族（年齢）  

〇 主に介助してくれる家族の年齢は、「70 歳以上」が 36.3％で最も高く、次いで「60 歳代」が 22.9％

となっており、60 歳以上で 6 割弱を占めています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では 40～50 歳代が 53.5％と比較的高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較すると、60 歳以上が増加傾向となっていることから、介護している家族

の高齢化が推測されます。 
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（問 6/家族に介助されていると回答した人⇒SA，n=179） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q.（親族で介助している方の）性別をおうかがいします。(主な介助者が親族と回答した人/SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=179)

身体障がい者(n=130)

知的障がい者(n=43)

精神障がい者(n=19)

男性 女性 不明

障
が
い
種
別

35.2 

41.5 

7.0 

42.1 

60.9 

53.8 

90.7 

57.9 

3.9 

4.6 

2.3 

0.0 

問７② 主に介助してくれる家族（性別）  

〇 主に介助してくれる家族の性別は、「男性」が 35.2％、「女性」が 60.9％と女性が圧倒的に高く

なっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「女性」が 90.7％と圧倒的に高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較しても、男女のバランスに大きな差はみられません。 
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（問 6/家族に介助されていると回答した人⇒SA，n=179） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q.（親族で介助している方の）健康状態はいかがですか。 (主な介助者が親族と回答した人/SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=179)

身体障がい者(n=130)

知的障がい者(n=43)

精神障がい者(n=19)

よい ふつう よくない 不明

障
が
い
種
別

20.1 

19.2 

27.9 

26.3 

49.7 

46.9 

48.8 

47.4 

26.3 

29.2 

20.9 

26.3 

3.9 

4.6 

2.3 

0.0 

問７③ 主に介助してくれる家族（健康状態）  

〇 主に介助してくれる家族の健康状態は「よくない」と回答した人が 26.3％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者では「よくない」と回答した人が 29.2％と比較的高くなっ

ています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較すると、「よい」（健康）が 20.1％と増加傾向となっています。 

※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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３．障がいについて 

 

（SA，n=692） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査 

/Q. あなたがお持ちの手帳等（もっとも新しいもの）は「1～11」のどれですか。(身体障害者手帳の所持者/SA) 

 

 

  

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

持

っ
て
い
な
い

不
明

692 21.7 14.5 13.4 17.5 5.9 3.8 15.5 7.8

身体障がい者 531 28.2 18.8 17.5 22.8 7.7 4.9 - -

知的障がい者 127 8.7 6.3 5.5 3.1 0.8 3.9 56.7 15.0

精神障がい者 59 8.5 15.3 13.6 1.7 1.7 - 39.0 20.3

合計

障
が
い
種
別

21.7 

14.5 13.4 

17.5 

5.9 
3.8 

15.5 

7.8 

0.0

10.0

20.0

30.0
(%)

問８ 身体障害者手帳の所有の有無  

〇 身体障害者手帳の所有の有無に関しては、「１級」が最も高く 21.7％、次いで「４級」が 17.5％

となっており、所持者は 76.8％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者では「１級」が 28.2％で最も高く、次いで「４級」が 22.8％

となっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 

※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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（問 8/身体障害者手帳を持っていると回答した人⇒SA，n=531） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 手帳に記されている障がいに○印をつけてください。(身体障害者手帳の所持者/MA) 

 

  

視
覚
障
が
い

聴
覚
障
が
い

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
が
い

肢
体
不
自
由

（
上
肢

）

肢
体
不
自
由

（
下
肢

）

肢
体
不
自
由

（
体
幹

）

内
部
障
が
い

（
左
記
以
外

）

不
明

531 5.3 6.6 0.9 6.4 35.8 6.6 24.1 14.3

身体障がい者 531 5.3 6.6 0.9 6.4 35.8 6.6 24.1 14.3

知的障がい者 36 11.1 8.3 - 2.8 27.8 2.8 19.4 27.8

精神障がい者 24 - 4.2 - 4.2 20.8 - 33.3 37.5

合計

障
が
い
種
別

5.3 6.6 

0.9 

6.4 

35.8 

6.6 

24.1 

14.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
(%)

問９ 主たる障がい  

〇 身体障害者手帳を持っていると回答した人に主たる障がいについて尋ねたところ、「肢体不自由

（下肢）」が 35.8％で最も高く、次いで「内部障がい」が 24.1％となっています。 

◎ 平成 18 年度調査においても、「下肢機能障がい」が 46.3％で最も高くなっています。 

 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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（SA，n=692） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査 

/Q. あなたがお持ちの手帳等（もっとも新しいもの）は「1～11」のどれですか。(療育手帳の所持者/SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=692)

身体障がい者(n=531)

知的障がい者(n=127)

精神障がい者(n=59)

Ａ判定 Ｂ判定 持っていない 不明

障
が
い
種
別

8.5 

4.7 

46.5 

6.8 

9.8 

2.1 

53.5 

3.4 

63.7 

75.3 

0.0 

54.2 

17.9 

17.9 

0.0 

35.6 

問 10 療育手帳の所有の有無  

〇 療育手帳の所有の有無について、「Ａ判定」は 8.5％、「Ｂ判定」は 9.8％となっており、所持者

は 18.3％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「Ａ判定」は 46.5％、「Ｂ判定」は 53.5％とほぼ半数に

分かれています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較すると、「Ａ判定」は減少傾向、「Ｂ判定」は増加傾向となっています。 

   ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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（SA，n=692） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査 

/Q. あなたがお持ちの手帳等（もっとも新しいもの）は「1～11」のどれですか。(精神障害者保健福祉手帳の所持者/SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=692)

身体障がい者(n=531)

知的障がい者(n=127)

精神障がい者(n=59)

障
が
い
種
別

不明１級 ２級 ３級 持っていない

1.2 

0.9 

0.8 

13.6 

4.9 

2.1 

1.6 

57.6 

2.5 

1.5 

2.4 

28.8 

75.6 

81.0 

81.1 

0.0 

15.9 

14.5 

14.2 

0.0 

問 11 精神障害者保健福祉手帳の所有の有無  

〇 精神障害者保健福祉手帳の所有の有無について、「２級」が 4.9％、「３級」が 2.5％、「１級」が

1.2％となっており、所持者は 8.6％となっています。 

● 障がい種別にみると、精神障がい者では「２級」が 57.6％で最も高く、次いで「３級」が 28.8％、

「１級」が 13.6％となっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較しても、「１級」「２級」「３級」のバランスには大きな差はみられませ

ん。 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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４．住まいや暮らしについて 

 

（SA，n=692） 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査 

/Q. あなたの家族構成は次のどれにあたりますか。あなたを中心にしてお答えください。 

（施設に入所している方は実家の状態をお答えください）(SA) 

 

 

  

一
人
で
暮
ら
し
て
い
る

家
族
と
暮
ら
し
て
い
る

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
暮
ら

し
て
い
る

福
祉
施
設

（
障
が
い
者
支

援
施
設

）
で
暮
ら
し
て
い

る 福
祉
施
設

（
高
齢
者
支
援

施
設

）
で
暮
ら
し
て
い
る

病
院
に
入
院
し
て
い
る

そ
の
他

不
明

692 19.4 62.0 4.8 2.5 4.2 1.7 1.2 4.3

身体障がい者 531 20.0 65.9 2.1 1.5 4.9 1.9 0.8 3.0

知的障がい者 127 11.8 47.2 24.4 7.9 0.8 - 3.1 4.7

精神障がい者 59 18.6 61.0 5.1 1.7 - 3.4 - 10.2

合計

障
が
い
種
別

19.4 

62.0 

4.8 2.5 4.2 1.7 1.2 
4.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
(%)

問 12 現在の暮らし方  

〇 現在の暮らし方について、「家族と暮らしている」と回答した人が 62.0％を占め、一方「一人で

暮らしている」と回答した人は 19.4％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者、精神障がい者では「家族と暮らしている」と回答した人が

6 割以上と比較的高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較すると、「夫婦のみ」「核家族（親と未婚の子ども）」「三世代同居（親と

子ども夫婦、孫等）」を合わせた”家族と暮らしている”人は 67.0％となっていることから、家

族と同居している割合が減少傾向となっています。 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 

84 

 

 

（問 12/福祉施設もしくは病院に入院していると回答した人⇒MA，n=58） 

 

 

 

 

 

  

在
宅
で
医
療
ケ
ア
な
ど
が

適
切
に
得
ら
れ
る
こ
と

障
が
い
者
に
適
し
た
住
居

の
確
保

必
要
な
在
宅
サ
ー
ビ
ス
が

適
切
に
利
用
で
き
る
こ
と

生
活
訓
練
等
の
充
実

経
済
的
な
負
担
の
軽
減

相
談
対
応
等
の
充
実

地
域
住
民
等
の
理
解

そ
の
他

不
明

58 37.9 41.4 44.8 39.7 58.6 41.4 20.7 5.2 8.6

身体障がい者 44 43.2 40.9 50.0 38.6 59.1 43.2 11.4 4.5 6.8

知的障がい者 11 27.3 54.5 45.5 54.5 63.6 36.4 45.5 - 9.1

精神障がい者 3 - 66.7 - - - 33.3 33.3 33.3 -

合計

障
が
い
種
別

37.9 
41.4 

44.8 
39.7 

58.6 

41.4 

20.7 

5.2 
8.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
(%)

問 13 地域社会で生活するために必要だと思う支援  

〇 福祉施設もしくは病院に入院していると回答した人に、地域社会で生活するために必要だと思

う支援について尋ねたところ、「経済的な負担の軽減」が 58.6％で最も高く、次いで「必要な在

宅サービスが適切に利用できること」が 44.8％となっています。 

● 障がい種別では、回答者数が少ないため、コメントは省略させていただきます。 
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（SA，n=692） 

 

 

 

＜現在の暮らし方からみた将来暮らしたい場所＞ 

 

  

今
の
ま
ま

生
活
し
た
い

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

な
ど
を
利
用
し
た
い

福
祉
施
設

（
障
が
い
者

支
援
施
設

）

で
暮
ら
し
た
い

福
祉
施
設

（
高
齢
者

支
援
施
設

）

で
暮
ら
し
た
い

家
族
と
一
緒
に

生
活
し
た
い

一
般
の
住
宅
で

一
人
暮
ら
し
を

し
た
い

そ
の
他

不
明

692 54.3 5.6 3.5 5.6 17.3 4.3 1.7 7.5

身体障がい者 531 56.3 4.1 2.6 6.0 18.5 3.6 1.9 7.0

知的障がい者 127 45.7 18.1 6.3 0.8 14.2 7.9 2.4 4.7

精神障がい者 59 50.8 3.4 5.1 5.1 20.3 5.1 - 10.2

合計

障
が
い
種
別

54.3 

5.6 3.5 5.6 

17.3 

4.3 1.7 
7.5 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
(%)

(%)

n

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

福
祉
施
設

（
障
が
い
者
支
援
施
設

）

福
祉
施
設

（
高
齢
者
支
援
施
設

）

病
院

家
族
と
暮
ら
す

（
一
般
の
住
宅
で

）

一
人
暮
ら
し

そ
の
他

不
明

一人暮らし 134 2.2 1.5 11.2 0.0 2.2 69.4 2.2 11.2

家族と暮らしている 429 6.1 3.0 2.8 0.0 76.7 2.8 1.4 7.2

グループホームで暮らしている 33 72.7 3.0 0.0 0.0 9.1 12.1 3.0 0.0

福祉施設（障がい者支援施設）で暮らしている 17 11.8 35.3 0.0 0.0 35.3 11.8 0.0 5.9

福祉施設（高齢者支援施設）で暮らしている 29 0.0 0.0 79.3 0.0 17.2 3.4 0.0 0.0

病院に入院している 12 0.0 16.7 16.7 8.3 41.7 0.0 16.7 0.0

その他 8 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 12.5 62.5 0.0
※太枠は現在と将来、同じ暮らし方を望んでいる人

現
在
の
暮
ら
し
方

問 14 将来、暮らしたい場所  

〇 将来、暮らしたい場所について、「今のまま生活したい」と回答した人が 54.3％、「家族と一緒

に暮らしたい」と回答した人が 17.3％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「グループホームなどを利用したい」と回答した人が

18.1％と比較的高くなっています。 

● 現在の暮らし方からみると、「一人で暮らしている」「家族と暮らしている」「グループホームで

暮らしている」「福祉施設（高齢者支援施設）で暮らしている」人は 7 割前後が将来も同じ暮ら

し方を望んでいます。 
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５．日中活動や就労について 

 

（SA，n=692） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. どれくらい外出しますか。(SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=692)

身体障がい者(n=531)

知的障がい者(n=127)

精神障がい者(n=59)

不明

障
が
い
種
別

毎日外出する １週間に数回外
出する

めったに外出しな
い

まったく外出しな
い

28.3 

26.0 

42.5 

27.1 

46.2 

49.0 

40.9 

55.9 

15.3 

16.8 

12.6 

8.5 

5.5 

5.6 

2.4 

8.5 

4.6 

2.6 

1.6 

0.0 

問 15 外出頻度  

〇 外出頻度について、「毎日外出する」と回答した人は 28.3％、「１週間に数回外出する」と回答

した人は 46.2％となっており、１週間に数回以上外出する人は 74.5％となっています。 

● 障がい種別にみると、１週間に数回以上外出する人は知的障がい者で 83.4％、精神障がい者で

83.0％と身体障がい者に比べ高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較しても、「毎日外出する」（ほとんど毎日）は 3 割弱とほぼ同程度となっ

ています。 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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（問 15/外出すると回答した人⇒SA，n=622） 

 

 

 

 

 

  

父
母
・
祖
父
母
・
兄
弟

配
偶
者

（
夫
ま
た
は
妻

）

子
ど
も

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
施
設

の
職
員

そ
の
他
の
人

（
ボ
ラ
ン

テ

ィ
ア
等

）

一
人
で
外
出
す
る

不
明

622 7.2 24.1 6.6 9.6 1.0 43.7 7.7

身体障がい者 487 4.3 29.0 8.0 7.8 0.8 42.3 7.8

知的障がい者 122 24.6 4.1 1.6 21.3 0.8 37.7 9.8

精神障がい者 54 5.6 13.0 3.7 3.7 1.9 63.0 9.3

合計

障
が
い
種
別

7.2 

24.1 

6.6 
9.6 

1.0 

43.7 

7.7 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
(%)

問 16 外出時の主な同伴者  

〇 外出すると回答した人に主な同伴者について尋ねたところ、「一人で外出する」と回答した人は

43.7％、「配偶者（夫または妻）」と回答した人は 24.1％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「父母・祖父母・兄弟」が 24.6％、精神障がい者では

「一人で外出する」が 63.0％と比較的高くなっています。 
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（問 15/外出すると回答した人⇒MA，n=622） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 主にどのような目的で外出しますか。(外出すると回答した人/MA) 

 

 

  

通
学

仕
事

買
い
物

散
歩

趣
味
・
遊
び

治
療
・
リ
ハ
ビ
リ

サ
ー
ク
ル
活
動
・

団
体
活
動

各
種
手
続
き

そ
の
他

不
明

622 2.4 19.8 61.7 25.9 23.8 35.0 11.3 11.9 7.4 14.6

身体障がい者 487 0.8 15.0 62.6 24.4 23.8 40.0 11.7 11.7 7.2 13.8

知的障がい者 122 12.3 46.7 58.2 28.7 23.8 20.5 8.2 4.9 8.2 13.1

精神障がい者 54 - 16.7 61.1 25.9 11.1 29.6 13.0 20.4 7.4 14.8

合計

障
が
い
種
別

2.4 

19.8 

61.7 

25.9 23.8 

35.0 

11.3 11.9 
7.4 

14.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
(%)

問 17 外出時の目的  

〇 外出すると回答した人に外出時の目的について尋ねたところ、「買い物」と回答した人が 61.7％

で最も高く、次いで「治療・リハビリ」が 35.0％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者では「治療・リハビリ」が 40.0％、知的障がい者では「仕

事」が 46.7％と比較的高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 
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（問 15/外出すると回答した人⇒MA，n=622） 

 

 

  

公
共
交
通
機
関
が
少
な
い

（
な
い

）

列
車
や
バ
ス
の
乗
り
降
り
が
困
難

道
路
や
駅
に
階
段
や
段
差
が
多
い

切
符
の
買
い
方
や
乗
換
え
の
方
法
が

わ
か
り
に
く
い

外
出
先
の
建
物
の
設
備
が
不
便

（
通

路

、
ト
イ
レ

、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど

）

介
助
者
が
確
保
で
き
な
い

外
出
に
お
金
が
か
か
る

周
囲
の
目
が
気
に
な
る

発
作
な
ど
突
然
の
身
体
の
変
化
が
心

配 困

っ
た
時
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か

心
配

そ
の
他

特
に
な
い

不
明

622 19.3 15.6 18.0 6.1 12.7 4.8 13.0 3.9 8.0 12.9 3.4 27.8 18.2

身体障がい者 487 18.5 15.4 20.9 3.5 14.0 4.1 12.1 2.3 7.8 8.8 3.9 27.1 19.5

知的障がい者 122 20.5 17.2 12.3 15.6 12.3 9.0 15.6 6.6 8.2 28.7 2.5 27.0 16.4

精神障がい者 54 22.2 5.6 3.7 5.6 3.7 1.9 16.7 11.1 20.4 13.0 - 14.8 24.1

合計

障
が
い
種
別

19.3 

15.6 
18.0 

6.1 

12.7 

4.8 

13.0 

3.9 

8.0 

12.9 

3.4 

27.8 

18.2 

0.0

10.0

20.0

30.0
(%)

問 18  外出時に困ること 

〇 外出すると回答した人に、外出時に困ることについて尋ねたところ、「公共交通機関が少ない（な

い）」と回答した人が 19.3％で最も高く、次いで「道路や駅に階段や段差が多い」が 18.0％とな

っています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい」が

15.6％、精神障がい者では「発作など突然の身体の変化が心配」が 20.4％と比較的高くなって

います。 

◎ 平成 18 年度調査と比較しても、交通機関や道路・駅の階段や段差、外出先でのトイレなどの設

備に困ることが上位に挙がっている点は同じとなっています。 

 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 外出のとき、不便に感じたり困ることは何ですか。(外出すると回答した人/MA) 
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（SA，n=692） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. あなたは現在、働いていますか。(SA) 

 

 

  

会
社
勤
め
や

、
自
営
業

、
家
業
な
ど

で
収
入
を
得
て
仕
事
を
し
て
い
る

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
な
ど

、
収
入
を
得
な

い
仕
事
を
し
て
い
る

専
業
主
婦

（
主
夫

）
を
し
て
い
る

福
祉
施
設

、
作
業
所
等
に
通

っ
て
い

る

（
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
も
含
む

）

病
院
な
ど
の
デ
イ
ケ
ア
に
通

っ
て
い

る リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
を
受
け
て
い

る 自
宅
で
過
ご
し
て
い
る

入
所
し
て
い
る
施
設
や
病
院
等
で
過

ご
し
て
い
る

大
学

、
専
門
学
校

、
職
業
訓
練
校
な

ど
に
通

っ
て
い
る

特
別
支
援
学
校

（
小
中
高
等
部

）
に

通

っ
て
い
る

一
般
の
高
校

、
小
中
学
校
に
通

っ
て

い
る

幼
稚
園

、
保
育
所

、
障
が
い
児
通
園

施
設
な
ど
に
通

っ
て
い
る

そ
の
他

不
明

692 14.9 1.9 10.8 8.7 2.6 2.7 34.4 7.8 - 1.6 0.6 - 2.2 11.8

身体障がい者 531 15.1 2.1 12.6 3.2 2.4 3.2 38.2 8.1 - 0.4 0.2 - 2.4 12.1

知的障がい者 127 17.3 0.8 1.6 40.2 2.4 - 12.6 7.1 - 8.7 2.4 - 0.8 6.3

精神障がい者 59 10.2 - 8.5 6.8 5.1 5.1 40.7 5.1 - - - - 3.4 15.3

合計

障
が
い
種
別

14.9 

1.9 

10.8 
8.7 

2.6 2.7 

34.4 

7.8 

0.0 1.6 0.6 0.0 
2.2 

11.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
(%)

問 19 平日の日中の主な過ごし方  

〇 平日の日中の主な過ごし方について、「自宅で過ごしている」と回答した人が 34.4％で最も高

く、次いで「会社勤めや、自営業、家業などで収入を得て仕事をしている」が 14.9％となって

います。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「福祉施設、作業所等に通っている（就労継続支援Ａ型

も含む）」が 40.2％となっており、比較的高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査では、「働いている」という回答が 23.1％となっています。 

 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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（問 19/平日の日中に収入を得る仕事をしていると回答した人⇒SA，n=103） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/お勤めの形態や場所は次のどれですか（どれでしたか）。 

(働いている、もしくは以前働いていたと回答した人/SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=103)

身体障がい者(n=80)

知的障がい者(n=22)

精神障がい者(n=6)

正職員で他の
職員と勤務条
件等に違いは

ない

自営業、農林
水産業など

その他 不明

障
が
い
種
別

パート・アルバ
イト等の非常
勤職員、派遣

職員

正職員で短時
間勤務などの
障がい者配慮

がある

24.3 

26.3 

27.3 

0.0 

8.7 

7.5 

18.2 

16.7 

35.9 

31.3 

45.5 

50.0 

20.4 

25.0 

0.0 

16.7 

3.9 

2.5 

0.0 

16.7 

6.8 

7.5 

9.1 

0.0 

問 20 勤務形態  

〇 平日の日中に収入を得る仕事をしていると回答した人に勤務形態について尋ねたところ、「パー

ト・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員」と回答した人が 35.9％で最も高く、次いで「正職

員で他の職員と勤務条件等に違いはない」が 24.3％となっています。 

● 障がい種別では、回答者数が少ないため、コメントは省略させていただきます。 

◎ 平成 18 年度調査では、「会社等の正規の社員・職員（役員）」が 22.1％で最も高くなっていま

す。 

   ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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（問 19/18～64 歳で平日の日中に収入を得る仕事をしていないと回答した人⇒SA，n=132） 

 

 

 

 

 

  

(%)

合計(n=132)

身体障がい者(n=56)

知的障がい者(n=71)

精神障がい者(n=22)

仕事をしたい 仕事はしたくない、できない 不明

障
が
い
種
別

37.1 

25.0 

47.9 

31.8 

46.2 

57.1 

39.4 

50.0 

16.7 

17.9 

12.7 

18.2 

問 21 収入を得る仕事に対する意向  

〇 18～64 歳で平日の日中に収入を得る仕事をしていないと回答した人に、収入を得る仕事に対す

る意向について尋ねたところ、「仕事をしたい」と回答した人は 37.1％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「仕事をしたい」が 47.9％と比較的高くなっています。 
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（問 21/収入を得る仕事をしたいと回答した人⇒MA，n=49） 

 

 

 

 

 

  

農
業
・
林
業

漁
業

鉱
業

、
採
石
業

、
砂
利
採
取
業

建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

情
報
通
信
業

運
輸
業

、
郵
便
業

卸
売
業

、
小
売
業

金
融
業

、
保
険
業

不
動
産
業

、
物
品
賃
貸
業

宿
泊
業

、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

教
育

、
学
習
支
援
業

医
療

、
福
祉

複
合
サ
ー
ビ
ス
業

サ
ー
ビ
ス
業

そ
の
他

不
明

49 18.4 2.0 2.0 - 6.1 - 2.0 6.1 4.1 2.0 - - - 10.2 4.1 10.2 34.7 22.4

身体障がい者 14 7.1 - 7.1 - 7.1 - 7.1 21.4 - 7.1 - - - 21.4 7.1 - 57.1 7.1

知的障がい者 34 17.6 2.9 2.9 - 5.9 - - 2.9 5.9 - - - - 2.9 5.9 11.8 29.4 29.4

精神障がい者 7 42.9 - - - - - - - - - - - - 28.6 - 14.3 28.6 -

合計

障
が
い
種
別

18.4 

2.0 2.0 
0.0 

6.1 

0.0 
2.0 

6.1 
4.1 

2.0 
0.0 0.0 0.0 

10.2 

4.1 

10.2 

34.7 

22.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
(%)

問 22 したいと思う仕事の業種  

〇 収入を得る仕事をしたいと回答した人に、したいと思う仕事の業種について尋ねたところ、「農

業・林業」が 18.4％で最も高く、次いで「医療、福祉」「サービス業」が各々10.2％となってい

ます。「その他」には、”自宅でできるかんたんな仕事””パン製造””軽作業”等の回答が散

見されました。 

● 障がい種別では、回答者数が少ないため、コメントは省略させていただきます。 
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（問 21/収入を得る仕事をしたくない、できないと回答した人⇒MA，n=61） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/ Q. 働かないで家にいる理由(働かないで家にいると回答した人/SA) 

 

 

  

通
勤
手
段
が
な
い

か
ら

就
職
先
が
な
い
か

ら 高
齢
だ
か
ら

障
が
い
・
病
状
が

重
い
か
ら

福
祉
施
設
に
入
所

し
て
い
る
か
ら

リ
ハ
ビ
リ
・
職
業

訓
練
中
だ
か
ら

入
院
中
だ
か
ら

学
校
に
通

っ
て
い

る
か
ら

そ
の
他

不
明

61 11.5 18.0 8.2 67.2 13.1 1.6 8.2 - 14.8 6.6

身体障がい者 32 9.4 21.9 9.4 53.1 3.1 - 12.5 - 15.6 9.4

知的障がい者 28 3.6 17.9 - 67.9 28.6 3.6 - - 7.1 14.3

精神障がい者 11 18.2 9.1 18.2 81.8 - - 9.1 - 27.3 -

合計

障
が
い
種
別

11.5 
18.0 

8.2 

67.2 

13.1 

1.6 
8.2 

0.0 

14.8 

6.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0
(%)

問 23 仕事をしたくない、できない理由  

〇 収入を得る仕事をしたくない、できないと回答した人に、仕事をしたくない、できない理由につ

いて尋ねたところ、「障がい・病状が重いから」と回答した人が 67.2％となっています。 

● 障がい種別では、回答者数が少ないため、コメントは省略させていただきます。 

◎ 平成 18 年度調査では、働かないで家にいる理由については「病気・障がいなどの治療中」が

43.5％で最も高くなっています。 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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（SA，n=692） 

 

 

 

 

 

  

(%)

合計(n=692)

身体障がい者(n=531)

知的障がい者(n=127)

精神障がい者(n=59)

すでに職業訓練を受
けている

職業訓練を受けたい 職業訓練を受けたくな
い、受ける必要はない

不明

障
が
い
種
別

1.9 

1.1 

6.3 

3.4 

10.1 

7.3 

21.3 

15.3 

45.2 

45.8 

43.3 

42.4 

42.8 

45.8 

29.1 

39.0 

問 24 職業訓練に対する意向  

〇 職業訓練に対する意向について、「すでに職業訓練を受けている」と回答した人は 1.9％、「職業

訓練を受けたい」と回答した人は 10.1％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「職業訓練を受けたい」と回答した人が 21.3％、精神

障がい者では 15.3％と比較的高くなっています。 
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（MA，n=692） 

 

 

 

  

通
勤
手
段
の
確
保

勤
務
場
所
に
お
け
る
バ
リ

ア
フ
リ
ー
等
の
配
慮

短
時
間
勤
務
や
勤
務
等
の

配
慮

在
宅
勤
務
の
拡
充

職
場
の
障
が
い
者
理
解

職
場
の
上
司
や
同
僚
に
障

が
い
の
理
解
が
あ
る
こ
と

職
場
で
介
助
や
援
助
等
が

受
け
ら
れ
る
こ
と

就
労
後
の
フ
ォ
ロ
ー
な
ど

職
場
と
支
援
機
関
の
連
携

企
業
ニ
ー
ズ
に
合

っ
た
就

労
訓
練

仕
事
に
つ
い
て
の
職
場
外

で
の
相
談
対
応

、
支
援

そ
の
他

不
明

692 25.3 17.2 24.1 13.4 34.0 30.8 18.1 17.5 11.0 16.0 3.8 44.2

身体障がい者 531 24.1 19.0 22.8 14.7 29.0 26.4 14.5 12.8 9.4 12.2 4.3 49.3

知的障がい者 127 32.3 16.5 26.0 10.2 55.1 52.0 37.0 37.8 19.7 34.6 1.6 19.7

精神障がい者 59 20.3 6.8 30.5 11.9 39.0 35.6 11.9 22.0 8.5 20.3 1.7 42.4

合計

障
が
い
種
別

25.3 

17.2 

24.1 

13.4 

34.0 
30.8 

18.1 17.5 

11.0 
16.0 

3.8 

44.2 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
(%)

問 25 障がい者に必要と思う就労支援  

〇 障がい者に必要と思う就労支援について、「職場の障がい者理解」と回答した人が 34.0％で最も

高く、次いで「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」が 30.8％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「職場の障がい者理解」「職場の上司や同僚に障がいの

理解があること」がいずれも 50％台と比較的高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査においても、「企業等が積極的に障がい者を雇用」「事業主や職場の人の理解」

など職場に対する支援を求める意見が 40％以上で上位を占めています。 

   ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 障がいのある方が働くためには、どのようなことが必要だと思いますか。(MA) 
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６．悩みごと、困っていることについて 

 

（MA，n=692） 

 

 
  

近
所
に
診
て
く
れ
る
医
者
が

い
な
い

専
門
的
な
治
療
を
行
う
医
療

機
関
が
な
い

通
院
や
健
康
診
断
の
と
き
に

付
き
添
い
が
い
な
い

往
診
を
頼
め
る
医
者
が
い
な

い 歯
科
医
療
を
受
け
ら
れ
な
い

定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け

ら
れ
な
い

障
が
い
の
た
め
に
症
状
が
正

確
に
伝
わ
ら
ず

、
必
要
な
治

療
が
受
け
ら
れ
な
い

医
療
ス
タ

ッ
フ

（
医
師

、
看

護
師
等

）
の
障
が
い
に
対
す

る
理
解
が
不
十
分

受
診
手
続
き
な
ど

、
障
が
い

の
あ
る
人
へ
の
配
慮
が
不
十

分 医
療
機
関
の
あ
る
建
物
が
障

が
い
の
あ
る
人
に
配
慮
し
た

構
造
に
な

っ
て
い
な
い

医
療
費
の
負
担
が
大
き
い

そ
の
他

特
に
困

っ
た
り
不
便
を
感
じ

て
い
る
こ
と
は
な
い

不
明

692 8.2 12.1 3.8 7.1 1.7 1.0 5.3 5.8 5.1 5.9 14.6 4.5 40.0 20.8

身体障がい者 531 8.7 12.8 3.8 7.7 1.9 0.6 3.4 4.9 4.7 6.0 13.6 4.5 41.1 20.7

知的障がい者 127 7.1 13.4 2.4 4.7 1.6 - 14.2 11.8 8.7 7.1 12.6 5.5 41.7 17.3

精神障がい者 59 6.8 6.8 5.1 1.7 - 6.8 1.7 1.7 - - 20.3 8.5 28.8 28.8

合計

障
が
い
種
別

8.2 
12.1 

3.8 
7.1 

1.7 1.0 
5.3 5.8 5.1 5.9 

14.6 

4.5 

40.0 

20.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
(%)

問 26 健康管理や医療で困っていること、不便に感じていること  

〇 健康管理や医療で困っていること、不便に感じていることについて、「専門的な治療を行う医療

機関がない」「医療費の負担が大きい」と回答した人が各々10％以上となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「障がいのために症状が正確に伝わらず、必要な治療が

受けられない」と回答した人が 14.2％となっています。 

◎ 平成 18 年度調査では、現在の生活で困っていることや不安について「自分の健康や体力に自信

がない」が 44.8％で最も高くなっています。 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 現在の生活で困っていることや不安に思っていることがありますか。(MA) 
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（問 2/調査対象者本人が 0～22 歳と回答した人⇒MA，n=28） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査 

/Q. 幼稚園・学校などに通っていて困っていることは何ですか。 

(幼稚園や保育所、学校に通園・通学していると回答した人/MA) 

 

 

  

通
う
の
が
た
い
へ
ん

ト
イ
レ
な
ど

、
障
が
い
が

あ
る
児
童
・
生
徒
向
け
の

設
備
が
整

っ
て
い
な
い

介
助
体
制
が
十
分
で
は
な

い 先
生
の
理
解
や
配
慮
が
足

り
な
い

ま
わ
り
の
児
童
・
生
徒
た

ち
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い

友
達
が
で
き
な
い

普
通
学
級
に
入
れ
て
も
ら

え
な
い

医
療
的
な
ケ
ア

（
吸
入
・

導
入
等

）
が
受
け
ら
れ
な

い そ
の
他

通
園
・
通
学
は
し
て
い
な

い 特
に
困

っ
て
い
る
こ
と
は

な
い

不
明

28 17.9 3.6 3.6 10.7 10.7 25.0 7.1 - - 17.9 28.6 17.9

身体障がい者 6 16.7 - - - - 16.7 - - - 16.7 33.3 16.7

知的障がい者 26 19.2 3.8 3.8 11.5 11.5 26.9 7.7 - - 19.2 26.9 15.4

精神障がい者 - - - - - - - - - - - - -

合計

障
が
い
種
別

17.9 

3.6 3.6 

10.7 10.7 

25.0 

7.1 

0.0 0.0 

17.9 

28.6 

17.9 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
(%)

問 27 通園・通学で困っていること 
 幼稚園や  

〇 回答者数が 28 人と少ないので、コメントは省略させていただきます。 
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（MA，n=692） 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 障がいや生活などについて相談したことがある機関等はありますか。(MA) 

 
 

家
族
や
親
せ
き

友
人
・
知
人

近
所
の
人

職
場
の
上
司
や
同
僚

施
設
の
指
導
員
な
ど

ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー

な
ど

サ
ー

ビ
ス
事
業
所
の
人

障
が
い
者
団
体
や
家
族
会

か
か
り
つ
け
の
医
師
や
看
護
師

病
院
の
ケ
ー
ス
ワ
ー

カ
ー

や

介
護
保
険
の
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ

ャ
ー

民
生
委
員
・
児
童
委
員

通
園
施
設
や
保
育
所

、

幼
稚
園

、
学
校
の
先
生

相
談
支
援
事
業
所
な
ど
の

民
間
の
相
談
窓
口

行
政
機
関
の
相
談
窓
口

そ
の
他

特
に
悩
み
や
困

っ
た
こ
と
は
な
い

誰
に
も
相
談
し
な
い

不
明

692 55.6 19.4 3.6 4.3 11.1 8.1 1.9 17.2 9.1 1.4 1.3 3.0 4.0 2.9 6.5 4.9 13.2

身体障がい者 531 58.0 20.3 4.0 2.8 7.2 6.2 1.3 17.7 10.0 1.5 0.6 1.5 3.6 2.4 7.2 4.7 13.6

知的障がい者 127 44.9 13.4 - 11.0 32.3 16.5 5.5 8.7 3.1 0.8 6.3 8.7 4.7 3.1 3.1 7.9 11.0

精神障がい者 59 52.5 10.2 3.4 6.8 6.8 8.5 1.7 42.4 18.6 - 1.7 6.8 5.1 8.5 - 3.4 22.0

合計

障
が
い
種
別

55.6 

19.4 

3.6 4.3 

11.1 
8.1 

1.9 

17.2 

9.1 

1.4 1.3 3.0 4.0 2.9 
6.5 4.9 

13.2 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

(%)

問 28 悩みや困ったことの相談相手  

〇 悩みや困ったことの相談相手について、「家族や親せき」と回答した人が 55.6％で最も高く、次

いで「友人・知人」が 19.4％、「かかりつけの医師や看護師」が 17.2％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「施設の指導員など」が 32.3％、精神障がい者では「か

かりつけの医師や看護師」が 42.4％と比較的高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査では、障がいや生活などについて相談については「病院」が 36.9％で最も高

く、次いで「市役所の窓口」が 24.6％となっています。 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なり

ます。 
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（MA，n=692） 

 

 
  

本
や
新
聞

、
雑
誌
の
記
事

、
テ

レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
ニ

ュ
ー
ス

行
政
機
関
の
広
報
誌

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト

家
族
や
親
せ
き

、
友
人
・
知

人 サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
人
や
施

設
職
員

障
が
い
者
団
体
や
家
族
会

（
団

体
の
機
関
誌
な
ど

）

か
か
り
つ
け
の
医
師
や
看
護

師 病
院
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
や
介

護
保
険
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー

民
生
委
員
・
児
童
委
員

通
園
施
設
や
保
育
所

、
幼
稚

園

、
学
校
の
先
生

相
談
支
援
事
業
所
な
ど
の
民

間
の
相
談
窓
口

行
政
機
関
の
相
談
窓
口

そ
の
他

不
明

692 35.7 28.0 7.1 27.7 15.6 6.2 15.6 13.3 2.5 1.0 4.8 7.5 2.6 16.6

身体障がい者 531 40.1 31.5 6.0 28.2 10.5 4.7 17.1 13.9 2.8 0.2 1.9 7.5 2.4 16.0

知的障がい者 127 21.3 15.7 5.5 22.0 39.4 16.5 5.5 4.7 0.8 4.7 13.4 8.7 4.7 17.3

精神障がい者 59 20.3 13.6 20.3 30.5 11.9 5.1 28.8 22.0 - 1.7 6.8 1.7 3.4 23.7

合計

障
が
い
種
別

35.7 

28.0 

7.1 

27.7 

15.6 

6.2 

15.6 
13.3 

2.5 1.0 
4.8 

7.5 

2.6 

16.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
(%)

問 29 障がいや福祉サービスに関する情報の入手経路  

〇 障がいや福祉サービスの情報の入手経路について、「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオの

ニュース」と回答した人が 35.7％で最も高く、次いで「行政機関の広報誌」が 28.0％、「家族や

親せき、友人・知人」が 27.7％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「サービス事業所の人や施設職員」が 39.4％、精神障

がい者では「インターネット」が 20.3％、「かかりつけの医師や看護師」が 28.8％と比較的高く

なっています。 

◎ 平成 18 年度調査では、福祉サービスに関する情報については「市の広報紙やパンフレット等」

が 44.2％で最も高く、次いで「家族・親戚・友人・知人」が 35.4％となっています。 

   ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 福祉サービスに関する情報をどこから入手していますか。(3MA) 
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７．差別や虐待について  

 

（SA，n=692） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 日常生活において、差別や偏見、疎外感を感じることがありますか。(SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=692) 18.6

身体障がい者(n=531) 14.5

知的障がい者(n=127) 35.4

精神障がい者(n=59) 40.7

経
験
率

(

%

)

かつてあった 現在もある ない 不明

障
が
い
種
別

13.3 

10.0 

29.1 

25.4 

5.3 

4.5 

6.3 

15.3 

60.0 

65.0 

44.9 

32.2 

21.4 

20.5 

19.7 

27.1 

問 30① 差別・嫌な思いの経験の有無  

〇 差別・嫌な思いの経験の有無について、「かつてあった」と回答した人は 13.3％、「現在もある」

と回答した人は 5.3％となっており、合わせた経験者は 18.6％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者の経験者は 35.4％、精神障がい者の経験者は 40.7％となっ

ており、身体障がい者に比べ高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査では、日常生活において、差別や偏見、疎外感を感じると回答した人は 29.6％

となっています。 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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（SA，n=692） 

 

 

 

 

 

 

  

(%)

合計(n=692) 2.9

身体障がい者(n=531) 1.0

知的障がい者(n=127) 10.2

精神障がい者(n=59) 6.8

経
験
率

(

%

)

かつてあった 現在もある ない 不明

障
が
い
種
別

2.6 

0.8 

10.2 

5.1 

0.3 

0.2 

0.0 

1.7 

63.3 

65.7 

60.6 

49.2 

33.8 

33.3 

29.1 

44.1 

問 30② 虐待の経験の有無  

〇 虐待の経験の有無について、「かつてあった」と回答した人は 2.6％、「現在もある」と回答した

人は 0.3％となっており、合わせた経験者は 2.9％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者の経験者は 10.2％、精神障がい者の経験者は 6.8％となっ

ており、身体障がい者に比べ高くなっています。 
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（問 30①/差別や嫌な思いをしたと回答した人⇒MA，n=129） 

 

 

 

 

 

  

市
役
所
の
窓
口

社
会
福
祉
協
議
会

障
が
い
者
関
連
施
設

病
院

幼
稚
園
・
保
育
所
・
学
校

身
体
障
が
い
者
相
談
員
・

知
的
障
が
い
者
相
談
員

障
が
い
者
団
体

民
生
委
員
・
児
童
委
員

保
健
所

家
族

友
人
・
知
人

そ
の
他

相
談
し
て
い
な
い

不
明

129 8.5 2.3 4.7 17.1 3.1 3.9 2.3 - - 32.6 14.7 5.4 30.2 8.5

身体障がい者 77 11.7 1.3 2.6 18.2 1.3 1.3 - - - 31.2 15.6 5.2 31.2 10.4

知的障がい者 45 4.4 2.2 8.9 13.3 6.7 6.7 4.4 - - 33.3 11.1 4.4 31.1 6.7

精神障がい者 24 8.3 - 4.2 33.3 4.2 4.2 4.2 - - 25.0 20.8 4.2 25.0 8.3

合計

障
が
い
種
別

8.5 

2.3 
4.7 

17.1 

3.1 3.9 2.3 
0.0 0.0 

32.6 

14.7 

5.4 

30.2 

8.5 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
(%)

問 31① 差別や嫌な思いをしたときの相談相手  

〇 差別や嫌な思いをしたと回答した人に、差別や嫌な思いをしたときの相談相手について尋ねた

ところ、「家族」と回答した人が 32.6％と最も高く、次いで「病院」が 17.1％となっています。

一方、「相談していない」と回答した人は 30.2％となっています。 

● 障がい種別にみると、精神障がい者では「病院」が 33.3％と比較的高くなっています。 
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（問 30②/虐待を受けたと回答した人⇒MA，n=20） 

 

 

 

 

 

 

  

市
役
所
の
窓
口

社
会
福
祉
協
議
会

障
が
い
者
関
連
施
設

病
院

幼
稚
園
・
保
育
所
・
学
校

身
体
障
が
い
者
相
談
員
・

知
的
障
が
い
者
相
談
員

障
が
い
者
団
体

民
生
委
員
・
児
童
委
員

保
健
所

家
族

友
人
・
知
人

そ
の
他

相
談
し
て
い
な
い

不
明

20 - - 15.0 5.0 5.0 10.0 10.0 - - 25.0 15.0 20.0 25.0 5.0

身体障がい者 5 - - - 20.0 - - - - - 40.0 20.0 20.0 20.0 -

知的障がい者 13 - - 15.4 - 7.7 15.4 7.7 - - 30.8 7.7 7.7 30.8 7.7

精神障がい者 4 - - 25.0 - - - 25.0 - - - 25.0 50.0 25.0 -

合計

障
が
い
種
別

0.0 0.0 

15.0 

5.0 5.0 

10.0 10.0 

0.0 0.0 

25.0 

15.0 

20.0 

25.0 

5.0 

0.0

10.0

20.0

30.0
(%)

問 31② 虐待を受けたときの相談相手  

〇 回答者数が 20 人と少ないので、コメントは省略させていただきます。 
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（問 30①/差別や嫌な思いをしたと回答した人⇒MA，n=129） 

 

 

 

 

 

  

学
校
・
仕
事
場

仕
事
を
探
す
と
き

外
出
先

余
暇
を
楽
し
む
と
き

病
院
な
ど
の
医
療
機
関

住
ん
で
い
る
地
域

そ
の
他

不
明

129 39.5 10.9 27.1 11.6 20.2 20.2 10.9 8.5

身体障がい者 77 28.6 9.1 35.1 10.4 22.1 22.1 9.1 7.8

知的障がい者 45 68.9 6.7 20.0 17.8 13.3 17.8 4.4 8.9

精神障がい者 24 20.8 25.0 16.7 8.3 33.3 29.2 29.2 12.5

合計

障
が
い
種
別

39.5 

10.9 

27.1 

11.6 

20.2 20.2 

10.9 
8.5 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
(%)

問 32 差別・嫌な思いを受けた場所  

〇 差別や嫌な思いをしたと回答した人に、差別・嫌な思いを受けた場所について尋ねたところ、

「学校・仕事場」が 39.5％で最も高く、次いで「外出先」が 27.1％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「学校・仕事場」が 68.9％と比較的高くなっています。 
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（問 30①/差別や嫌な思いをしたと回答した人⇒FA） 

 

学校で 

小学校６年の時。人とのコミュニケーションが苦手な娘で、気持ちを許した人としか会話が難しい。そんな時に担任

から「あなたが話できるのは知ってる。このまましゃべらないのか、帰るのかと両手をさし出し選択させたようで

す。しかも学校の図書室に連れ出しての事。階段も苦手なのに２階の図書室へ連れ出された。会話が難しい事も場面

かんもくと言う障害名が付けられているのを先生自身も知っているはず。卒業した後に担任から直接この話を聞か

された。この時期娘は家でもしゃべらなくなった。(女性/17 歳/身体障がい有/知的障がい有/精神障がい無) 

中学校でまったく障がいに対する理解がない先生にゆう事を聞かないからと、３時間ずっと１人教室のイスに座ら

せたままだった。先生のゆう事をしないから楽しみにしていた運動を禁止されたりした。その事を校長に話しに行く

と、校長は「学校はただ過ごさせればいいんですよ、手を引きますよ」と理解していない先生の事は「よくやってい

る」と逆にほめていた。あまりにもひどすぎて卒業までなんとか休ませながら卒業させた。３時間なにもさせず座ら

せていた事は障害のある子にとってどんなに辛かったか、虐待です。教育委員会に話そうとしたが、相談していた方

からこれ以上やめた方がいいと言われたが、今思うと、きちっとした機関に話せばと思っている。学校は本当に理解

していない。(男性/22 歳/身体障がい無/知的障がい有/精神障がい無) 

職場で 

今までお盆休みがあったのに無くなった事、１ヵ月前に１日だけ休みの申請をして「ダメだ」と突き返された事。理

由も先に言わず、いつなら良いとかも言ってくれない事。仕事も細かい作業も多い所なので、私はそれをしないと気

が済まないので、適当にやる人、手を抜く人を見ると腹が立つ事。「やらなくて良い」と言いながらやらないでいる

と怒られる。(女性/45 歳/身体障がい無/知的障がい有/精神障がい無) 

上司や先輩・同僚などから「お前は、努力してもムダだ！」「もっと早くテキパキできないのか！」「頭おかしいんじ

ゃないの？」「お前はクズだ！異常だ！」「喋らない人だと思っていたけど、喋るんだね。」「お前といたら疲れるんだ

よ！」とこんな感じで、おこられてばかりいましたね。(女性/47 歳/身体障がい無/知的障がい無/精神障がい有) 

外出先で 

公共の場では、歩き方や話し方、見た目などで子ども達から笑われたり後をつけられることがある。（面白がってい

る）障がいがある人達の中でも（養護学校等）嫌な思いをしたようで、大人になるにつれて家に居たがるような状態

になった。他の子より話が出来るということで、本人がにがてなことや、怖がることも無理にやらせようとしたので

はないかと思う。先生が「やればできる子だから」とよく言っていたが、本人は嫌がっていたことがあり、登校させ

るのが大変な時期があった。親の私も無理矢理、力づくで連れていってしまい、うまく解決できなかった。（②の虐

待にあたると思う）現在も作業所に通うのがスムーズではなく、体力的にも弱く、その時のことが尾をひいている気

がする。(女性/22 歳/身体障がい無/知的障がい有/精神障がい無) 

歩行の時右足を引き摺る様子をみて親切心からか「大丈夫ですか？」と声をかけて下さるが「大丈夫なんかではな

い！」頑張って歩いているのだから。優しさが傷つくことも有る。(女性/70 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障

がい無) 

病院で 

整形外科の医者から脳性マヒの人はいずれ成りの果てになる、とかいずれは車イスだとか言われてショックを受け

ています。伊達に来て初めて嫌な思いをした。４才～７０才まで一度も嫌な思いをしたことがありませんでした。伊

達市は福祉の町と言われていますが…？先生私は装具をつけて杖をついて一生懸命努力して車イスにならない様に

歩いています、馬鹿にしないでもう少し理解して下さい。(女性/71 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

病気によりやせたと言われ不快な思いをした(女性/81 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

役所で 

市役所職員の理解度がない(男性/73 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

問 33 差別・嫌な思いの具体的な内容  

〇 差別や嫌な思いをしたと回答した人に、自由回答形式で差別・嫌な思いの具体的な内容につい

て尋ねました。学校、職場、外出先だけでなく、病院、役所、家族の中でも様々な差別や嫌な思

いをしていると回答しています。下記に回答を抜粋して記載しました。 

◎ 平成 18 年度調査では、差別や偏見、疎外感を感じる場面として、「外での人の視線」が 41.1％

で最も高く、次いで「隣近所づきあい」が 25.2％となっています。 

   ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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年度毎にコピーをとられた上、毎回手帳の提示をもとめられる。何の病気かをたずねられた。(男性/62 歳/身体障が

い無/知的障がい無/精神障がい有) 

家族の中で 

家族なのに家族のつき合いを拒否されている。(性別不明/不明歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

両親の気持ちに寄りそってもらえないことがあり、両親がつらい状態になり、それが子どもにも影響した。(男性/3

歳/身体障がい有/知的障がい有/精神障がい無) 

 

＜参考＞平成 18 年度調査 

/Q. 具体的にどのような場面で、差別や偏見、疎外感を感じられましたか。 

(日常生活において差別や偏見、疎外感を感じることがあると回答した人/MA) 
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８．権利擁護について  

 

（SA，n=692） 

 

 

 

 

 

  

(%)

合計(n=692) 51.7

身体障がい者(n=531) 54.8

知的障がい者(n=127) 44.1

精神障がい者(n=59) 42.3

認
知
計

(

%

)

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

不明

障
が
い
種
別

24.4 

27.3 

17.3 

16.9 

27.3 

27.5 

26.8 

25.4 

25.3 

21.1 

36.2 

28.8 

23.0 

24.1 

19.7 

28.8 

問 34 成年後見制度の認知  

〇 成年後見制度の認知について、「名前も内容も知っている」と回答した人は 24.4％、「名前を聞

いたことがあるが、内容は知らない」と回答した人は 27.3％となっており、合わせた認知度は

51.7％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者では認知度が 54.8％と比較的高くなっています。 
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９．災害時の避難について 

 

（SA，n=692） 

 

 

 

 

 

  

(%)

合計(n=692)

身体障がい者(n=531)

知的障がい者(n=127)

精神障がい者(n=59)

できる できない わからない 不明

障
が
い
種
別

38.9 

42.0 

26.0 

28.8 

31.8 

30.9 

41.7 

18.6 

21.0 

19.4 

23.6 

37.3 

8.4 

7.7 

8.7 

15.3 

問 35 災害時に一人で避難できるか  

〇 災害時に一人で避難できるかについて、「できる」と回答した人は 38.9％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者で「できる」と回答した人は 42.0％となっています。一方、

知的障がい者、精神障がい者で「できる」と回答した人は 20％台にとどまっており、知的障が

い者で「できない」と回答した人が 41.7％、精神障がい者で「わからない」と回答した人が 37.3％

と比較的高くなっています。 
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（SA，n=692） 

 

 

 

 

 

  

(%)

合計(n=692)

身体障がい者(n=531)

知的障がい者(n=127)

精神障がい者(n=59)

いる いない わからない 不明

障
が
い
種
別

29.8 

32.2 

26.0 

23.7 

27.7 

27.5 

25.2 

32.2 

30.2 

28.6 

37.0 

30.5 

12.3 

11.7 

11.8 

13.6 

問 36 近所に助けてくれる人はいるか  

〇 近所での助けてくれる人の有無について、「いる」と回答した人は 29.8％、「いない」と回答し

た人は 27.7％、「わからない」と回答した人は 30.2％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者で「いる」と回答した人は 32.2％となっています。一方、

知的障がい者、精神障がい者で「いる」と回答した人は 20％台と比較的低くなっています。 
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（MA，n=692） 

 

 

 

  

救
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

な
い

安
全
な
と
こ
ろ
ま
で

、
迅
速

に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
な

い 被
害
状
況

、
避
難
場
所
な
ど

の
情
報
が
入
手
で
き
な
い

避
難
時
に
周
囲
と
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン
が
と
れ
な
い

投
薬
や
治
療
が
受
け
ら
れ
な

い 補
装
具
の
使
用
が
困
難
に
な

る 補
装
具
や
日
常
生
活
用
具
の

入
手
が
で
き
な
く
な
る

避
難
場
所
の
設
備

（
ト
イ
レ

等
な
ど

）
や
生
活
環
境
が
不

安 避
難
所
で
周
囲
と
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン
が
と
れ
な
い

そ
の
他

特
に
な
い

不
明

692 19.4 44.2 28.6 20.1 28.8 9.5 9.5 42.2 18.9 3.8 16.0 15.0

身体障がい者 531 16.4 46.1 25.0 15.1 32.2 10.7 10.9 44.3 13.7 3.0 17.3 14.1

知的障がい者 127 36.2 44.1 43.3 44.1 16.5 6.3 4.7 37.0 44.1 9.4 13.4 15.7

精神障がい者 59 16.9 25.4 30.5 28.8 42.4 6.8 8.5 33.9 32.2 3.4 8.5 18.6

合計

障
が
い
種
別

災害の発生時 避難先

19.4 

44.2 

28.6 

20.1 

28.8 

9.5 9.5 

42.2 

18.9 

3.8 

16.0 15.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
(%)

問 37 災害時に困ること  

〇 災害時に困ることについて、「安全なところまで、迅速に避難することができない（災害の発生

時）」が 44.2％で最も高く、次いで「避難場所の設備（トイレ等など）や生活環境が不安（避難

先）」が 42.2％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「被害状況、避難場所などの情報が入手できない（災害

の発生時）」「避難時に周囲とコミュニケーションがとれない（災害の発生時）」「避難所で周囲と

コミュニケーションがとれない（避難先）」が 40％台で比較的高くなっています。また、精神障

がい者では「投薬や治療が受けられない（避難先）」が 42.4％と比較的高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査では、「自力で避難するのがむずかしい」が 48.2％で最も高く、次いで「避難

所生活はむずかしい」が 40.0％となっています。 ※平成 30 年度調査とは質問形式が異なります。 
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＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 地震などの大規模な災害がおきたときの心配は何ですか。(MA) 
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10．余暇の過ごし方 

 

（MA，n=692） 

 

 

 

 

 

 

 

  

テ
レ
ビ
を
み
る

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
ビ
デ
オ
を
み
る

ゲ
ー
ム
を
す
る

パ
ソ
コ
ン
を
操
作
す
る

携
帯
電
話
を
操
作
す
る

音
楽
を
聴
く

読
書
を
す
る

家
事

（
手
伝
い

）
を
す
る

会
話
を
す
る

そ
の
他
の
屋
内
活
動

買
い
物
を
す
る

ス
ポ
ー
ツ
を
す
る

（

ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
を
含
む

）

散
歩
を
す
る

ド
ラ
イ
ブ
を
す
る

映
画
や
芸
術
を
鑑
賞
す
る

余
暇
サ
ー
ク
ル
に
参
加
す
る

各
種
講
座

、

習
い
ご
と
に
出
席
す
る

公
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

外
食
に
行
く

旅
行
を
す
る

友
人
と
過
ご
す

そ
の
他
の
屋
外
活
動

不
明

692 74.1 27.5 14.7 12.6 24.1 34.2 27.0 37.7 37.6 7.2 51.9 17.1 33.7 21.5 9.4 8.5 4.3 6.9 31.9 18.5 21.2 6.8 17.1

身体障がい者 531 74.8 24.5 12.4 12.2 24.1 32.4 29.0 38.4 38.6 6.8 51.4 17.3 33.9 22.4 10.0 9.2 4.7 6.4 30.7 18.3 24.1 6.8 16.6

知的障がい者 127 77.2 44.1 27.6 8.7 22.0 43.3 20.5 27.6 35.4 7.1 59.1 17.3 39.4 20.5 7.9 7.1 3.1 13.4 48.0 23.6 10.2 7.1 11.8

精神障がい者 59 69.5 28.8 11.9 15.3 23.7 42.4 22.0 42.4 27.1 8.5 52.5 11.9 32.2 15.3 6.8 8.5 1.7 - 20.3 10.2 10.2 3.4 20.3

合計

障
が
い
種
別

74.1 

27.5 

14.7 12.6 

24.1 

34.2 
27.0 

37.7 37.6 

7.2 

51.9 

17.1 

33.7 

21.5 

9.4 8.5 
4.3 6.9 

31.9 

18.5 21.2 

6.8 

17.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0
(%)

問 38① 普段の余暇の過ごし方  

〇 普段の余暇の過ごし方について、「テレビをみる」と回答した人が 74.1％で最も高く、次いで「買

い物をする」が 51.9％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「ゲームをする」「外食に行く」、精神障がい者では「音

楽を聴く」「家事（手伝い）をする」が比較的高くなっています。 
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（MA，n=692） 

 

 

 

 

 

  

テ
レ
ビ
を
み
る

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
ビ
デ
オ
を
み
る

ゲ
ー
ム
を
す
る

パ
ソ
コ
ン
を
操
作
す
る

携
帯
電
話
を
操
作
す
る

音
楽
を
聴
く

読
書
を
す
る

家
事

（
手
伝
い

）
を
す
る

会
話
を
す
る

そ
の
他
の
屋
内
活
動

買
い
物
を
す
る

ス
ポ
ー
ツ
を
す
る

（

ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
を
含
む

）

散
歩
を
す
る

ド
ラ
イ
ブ
を
す
る

映
画
や
芸
術
を
鑑
賞
す
る

余
暇
サ
ー
ク
ル
に
参
加
す
る

各
種
講
座

、

習
い
ご
と
に
出
席
す
る

公
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

外
食
に
行
く

旅
行
を
す
る

友
人
と
過
ご
す

そ
の
他
の
屋
外
活
動

不
明

692 32.5 15.9 7.4 9.1 12.6 20.8 16.5 19.9 23.6 5.2 27.7 14.6 24.3 17.1 13.2 9.7 7.8 10.3 24.7 24.7 17.3 4.6 41.6

身体障がい者 531 30.3 12.6 5.3 7.3 10.7 19.2 16.2 18.1 22.4 5.5 25.2 13.7 24.1 15.8 12.1 8.9 7.5 8.7 22.4 24.7 17.7 4.5 43.5

知的障がい者 127 40.9 26.8 16.5 11.0 15.7 24.4 16.5 23.6 28.3 3.1 41.7 18.1 24.4 19.7 16.5 11.0 7.9 15.0 37.0 29.1 15.7 4.7 30.7

精神障がい者 59 28.8 25.4 6.8 16.9 10.2 27.1 16.9 20.3 18.6 6.8 25.4 18.6 28.8 23.7 15.3 10.2 8.5 11.9 20.3 23.7 15.3 3.4 40.7

合計

障
が
い
種
別

32.5 

15.9 

7.4 9.1 
12.6 

20.8 
16.5 

19.9 
23.6 

5.2 

27.7 

14.6 

24.3 

17.1 
13.2 

9.7 7.8 
10.3 

24.7 24.7 

17.3 

4.6 

41.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
(%)

問 38② 今後希望する余暇の過ごし方  

〇 今後希望する余暇の過ごし方について、「テレビをみる」が 32.5％で最も高く、次いで「買い物

をする」が 27.7％、「外食に行く」「旅行をする」が各々24.7％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「ＤＶＤ・ビデオをみる」「買い物をする」「外食に行

く」、知的障がい者では「ＤＶＤ・ビデオをみる」が比較的高くなっています。 
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（MA，n=692） 

 

 

 

 

 

  

友
人
や
仲
間
が
い
る
こ
と

介
助
者
が
い
る
こ
と

適
切
な
指
導
者
や
リ
ー

ダ
ー
が
い
る
こ
と

家
族
や
周
囲
の
人
の
理
解

が
あ
る
こ
と

心
身
の
健
康
状
態
が
維

持

、
向
上
す
る
こ
と

自
分
自
身
に
意
欲
が
あ
る

こ
と

活
動
情
報
の
提
供
が
あ
る

こ
と

外
出
手
段
が
確
保
さ
れ
て

い
る
こ
と

経
済
的
な
負
担
が
少
な
い

こ
と

身
近
な
と
こ
ろ
で
活
動
が

で
き
る
こ
と

障
が
い
に
配
慮
し
た
施
設

や
設
備
が
あ
る
こ
と

そ
の
他

不
明

692 53.2 24.7 16.2 42.3 47.4 50.7 16.6 30.2 39.3 29.6 28.6 1.6 15.3

身体障がい者 531 53.7 23.0 13.7 41.4 48.6 53.5 15.3 29.9 39.4 30.1 26.2 1.1 14.9

知的障がい者 127 52.8 40.2 25.2 50.4 38.6 35.4 24.4 32.3 36.2 26.8 45.7 2.4 12.6

精神障がい者 59 44.1 16.9 16.9 47.5 50.8 52.5 15.3 22.0 39.0 20.3 20.3 1.7 13.6

合計

障
が
い
種
別

53.2 

24.7 

16.2 

42.3 
47.4 

50.7 

16.6 

30.2 

39.3 

29.6 28.6 

1.6 

15.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
(%)

問 39 余暇活動を充実させるために必要だと思うこと  

〇 余暇活動を充実させるために必要だと思うことについて、「友人や仲間がいること」が 53.2％で

最も高く、次いで「自分自身に意欲があること」が 50.7％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「介助者がいること」「障がいに配慮した施設や設備が

あること」が比較的高くなっています。 
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11．施策について 

 

（SA，n=692） 

 

 

 

 

 

 

(%)

①権利擁護の推進(n=692) 53.9

②虐待や差別の解消(n=692) 64.4

③啓発活動の推進(n=692) 48.7

④地域活動の推進(n=692) 55.2

⑤住まい・まちづくりの推進(n=692) 63.7

⑥移動・交通のバリアフリーなどの促進(n=692) 66.5

⑦防災・防犯対策の推進(n=692) 69.3

⑧情報バリアフリーの促進(n=692) 58.7

⑨コミュニケーションの促進(n=692) 56.5

⑩相談支援体制の整備(n=692) 61.1

⑪在宅サービスの充実(n=692) 59.1

⑫人材の育成と確保(n=692) 56.9

⑬障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援(n=692) 64.7

⑭適切な保健・医療の提供(n=692) 65.2

⑮雇用機会の拡大(n=692) 49.6

⑯福祉的就労の場の確保(n=692) 54.5

⑰障がい者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進(n=692) 50.7

⑱障がい児保育・療育の充実(n=692) 58.0

⑲学校教育の充実(n=692) 56.9

⑳本人活動、余暇活動の充実(n=692) 55.1

重
要
計

（
％

）

重要である やや重要で
ある

どちらとも
言えない

あまり重要
ではない

重要ではな
い

不明

37.6 

50.7 

25.1 

31.6 

43.5 

49.9 

49.1 

34.1 

30.6 

36.0 

36.4 

34.4 

48.1 

48.1 

27.3 

29.5 

24.7 

35.7 

35.5 

31.5 

16.3 

13.7 

23.6 

23.6 

20.2 

16.6 

20.2 

24.6 

25.9 

25.1 

22.7 

22.5 

16.6 

17.1 

22.3 

25.0 

26.0 

22.3 

21.4 

23.6 

15.9 

7.5 

19.8 

15.0 

8.8 

6.9 

6.1 

12.9 

15.0 

10.7 

13.2 

13.2 

8.5 

7.4 

18.1 

14.0 

16.8 

11.7 

12.6 

15.8 

2.0 

1.2 

2.2 

2.0 

2.0 

1.6 

0.6 

1.4 

1.0 

1.4 

2.2 

1.0 

0.1 

0.7 

1.7 

2.2 

1.4 

0.9 

0.6 

1.9 

0.0 

0.3 

0.6 

0.3 

0.4 

0.4 

0.0 

0.4 

0.1 

0.1 

0.3 

0.9 

0.6 

0.1 

1.7 

1.2 

1.0 

0.6 

1.0 

0.6 

28.2 

26.6 

28.8 

27.5 

25.0 

24.6 

24.0 

26.6 

27.3 

26.6 

25.3 

28.0 

26.0 

26.6 

28.9 

28.2 

30.1 

28.9 

28.9 

26.7 

問 40 各施策に対する重要度（全体）  

〇 各種施策の重要度について、重要度（重要である+やや重要である）が高い上位５は「⑦防災・

防犯対策の推進」（69.3％）、「⑥移動・交通のバリアフリーなどの促進」（66.5％）、「⑭適切な保

健・医療の提供」（65.2％）、「⑬障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援」

（64.7％）、「②虐待や差別の解消」（64.4％）となっています。 
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（SA，n=531） 

 

 

 

  

(%)

①権利擁護の推進(n=531) 53.7

②虐待や差別の解消(n=531) 63.5

③啓発活動の推進(n=531) 48.0

④地域活動の推進(n=531) 53.7

⑤住まい・まちづくりの推進(n=531) 63.6

⑥移動・交通のバリアフリーなどの促進(n=531) 67.2

⑦防災・防犯対策の推進(n=531) 68.2

⑧情報バリアフリーの促進(n=531) 58.5

⑨コミュニケーションの促進(n=531) 55.7

⑩相談支援体制の整備(n=531) 58.9

⑪在宅サービスの充実(n=531) 58.0

⑫人材の育成と確保(n=531) 55.9

⑬障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援(n=531) 63.8

⑭適切な保健・医療の提供(n=531) 64.8

⑮雇用機会の拡大(n=531) 46.9

⑯福祉的就労の場の確保(n=531) 51.0

⑰障がい者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進(n=531) 49.2

⑱障がい児保育・療育の充実(n=531) 57.6

⑲学校教育の充実(n=531) 55.9

⑳本人活動、余暇活動の充実(n=531) 53.3

重
要
計

（
％

）

重要である やや重要で
ある

どちらとも
言えない

あまり重要
ではない

重要ではな
い

不明

35.8 

48.8 

24.1 

30.3 

42.7 

49.9 

48.4 

33.5 

28.6 

32.0 

34.3 

31.8 

46.5 

47.1 

23.5 

24.1 

21.1 

33.5 

34.1 

29.0 

17.9 

14.7 

23.9 

23.4 

20.9 

17.3 

19.8 

25.0 

27.1 

26.9 

23.7 

24.1 

17.3 

17.7 

23.4 

26.9 

28.1 

24.1 

21.8 

24.3 

15.8 

7.7 

20.3 

15.8 

8.9 

5.8 

6.0 

11.9 

15.3 

11.3 

13.4 

13.2 

8.3 

6.8 

19.8 

15.4 

16.9 

11.5 

12.8 

16.6 

2.1 

0.9 

2.1 

1.9 

1.5 

1.5 

0.4 

1.7 

0.8 

1.3 

1.5 

1.1 

0.0 

0.6 

1.9 

2.6 

1.5 

0.9 

0.6 

1.7 

0.0 

0.4 

0.6 

0.4 

0.4 

0.6 

0.0 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

0.8 

0.6 

0.2 

1.7 

1.1 

0.9 

0.6 

0.9 

0.8 

28.4 

27.5 

29.0 

28.2 

25.6 

24.9 

25.4 

27.7 

28.1 

28.2 

26.7 

29.0 

27.3 

27.7 

29.8 

29.8 

31.5 

29.4 

29.8 

27.7 

問 40 各施策の重要度（身体障がい者）  

● 身体障がい者において、重要度が高い上位５は「⑦防災・防犯対策の推進」（68.2％）、「⑥移動・

交通のバリアフリーなどの促進」（67.2％）、「⑭適切な保健・医療の提供」（64.8％）、「⑬障がい

の原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援」（63.8％）、「⑤住まい・まちづくりの推進」

（63.6％）となっています。  
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（SA，n=127） 

 

 

 

  

(%)

①権利擁護の推進(n=127) 55.9

②虐待や差別の解消(n=127) 71.6

③啓発活動の推進(n=127) 53.5

④地域活動の推進(n=127) 60.6

⑤住まい・まちづくりの推進(n=127) 64.5

⑥移動・交通のバリアフリーなどの促進(n=127) 65.3

⑦防災・防犯対策の推進(n=127) 72.5

⑧情報バリアフリーの促進(n=127) 60.6

⑨コミュニケーションの促進(n=127) 63.0

⑩相談支援体制の整備(n=127) 67.7

⑪在宅サービスの充実(n=127) 61.4

⑫人材の育成と確保(n=127) 59.8

⑬障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援(n=127) 70.1

⑭適切な保健・医療の提供(n=127) 67.7

⑮雇用機会の拡大(n=127) 59.8

⑯福祉的就労の場の確保(n=127) 69.3

⑰障がい者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進(n=127) 60.6

⑱障がい児保育・療育の充実(n=127) 59.9

⑲学校教育の充実(n=127) 61.4

⑳本人活動、余暇活動の充実(n=127) 63.7

重
要
計

（
％

）

重要である やや重要で
ある

どちらとも
言えない

あまり重要
ではない

重要ではな
い

不明

42.5 

60.6 

31.5 

37.8 

47.2 

49.6 

52.0 

40.9 

37.0 

49.6 

44.9 

42.5 

55.1 

56.7 

41.7 

52.0 

40.9 

44.9 

43.3 

47.2 

13.4 

11.0 

22.0 

22.8 

17.3 

15.7 

20.5 

19.7 

26.0 

18.1 

16.5 

17.3 

15.0 

11.0 

18.1 

17.3 

19.7 

15.0 

18.1 

16.5 

17.3 

7.1 

20.5 

15.7 

11.0 

11.8 

7.9 

17.3 

13.4 

11.8 

16.5 

17.3 

10.2 

12.6 

15.0 

10.2 

16.5 

15.0 

13.4 

14.2 

3.1 

2.4 

2.4 

3.1 

4.7 

2.4 

1.6 

1.6 

1.6 

3.1 

3.9 

0.8 

0.8 

0.8 

1.6 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

3.1 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

0.0 

0.8 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

0.8 

1.6 

1.6 

0.0 

3.1 

1.6 

1.6 

1.6 

2.4 

0.8 

23.6 

18.9 

22.0 

20.5 

19.7 

19.7 

18.1 

19.7 

22.0 

17.3 

17.3 

20.5 

17.3 

18.9 

20.5 

18.1 

20.5 

22.8 

22.0 

18.1 

問 40 各施策の重要度（知的障がい者） 

● 知的障がい者において、重要度が高い上位５は、「⑦防災・防犯対策の推進」（72.5％）、「②虐待

や差別の解消」（71.6％）、「⑬障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援」

（70.1％）、「⑯福祉的就労の場の確保」（69.3％）、「⑩相談支援体制の整備」「⑭適切な保健・医

療の提供」（同率：67.7％）となっています。 
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（SA，n=59） 

 

 

 

  

(%)

①権利擁護の推進(n=59) 56.0

②虐待や差別の解消(n=59) 69.5

③啓発活動の推進(n=59) 52.5

④地域活動の推進(n=59) 61.0

⑤住まい・まちづくりの推進(n=59) 59.3

⑥移動・交通のバリアフリーなどの促進(n=59) 61.0

⑦防災・防犯対策の推進(n=59) 61.0

⑧情報バリアフリーの促進(n=59) 52.5

⑨コミュニケーションの促進(n=59) 54.2

⑩相談支援体制の整備(n=59) 66.1

⑪在宅サービスの充実(n=59) 61.0

⑫人材の育成と確保(n=59) 50.8

⑬障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援(n=59) 62.7

⑭適切な保健・医療の提供(n=59) 66.1

⑮雇用機会の拡大(n=59) 54.2

⑯福祉的就労の場の確保(n=59) 59.3

⑰障がい者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進(n=59) 50.8

⑱障がい児保育・療育の充実(n=59) 54.2

⑲学校教育の充実(n=59) 57.6

⑳本人活動、余暇活動の充実(n=59) 59.3

重
要
計

（
％

）

重要である やや重要で
ある

どちらとも
言えない

あまり重要
ではない

重要ではな
い

不明

42.4 

54.2 

32.2 

32.2 

37.3 

42.4 

40.7 

33.9 

33.9 

35.6 

35.6 

33.9 

45.8 

49.2 

30.5 

33.9 

27.1 

35.6 

33.9 

28.8 

13.6 

15.3 

20.3 

28.8 

22.0 

18.6 

20.3 

18.6 

20.3 

30.5 

25.4 

16.9 

16.9 

16.9 

23.7 

25.4 

23.7 

18.6 

23.7 

30.5 

20.3 

10.2 

20.3 

18.6 

16.9 

15.3 

18.6 

23.7 

22.0 

10.2 

13.6 

23.7 

15.3 

13.6 

20.3 

15.3 

20.3 

16.9 

13.6 

15.3 

1.7 

1.7 

3.4 

0.0 

1.7 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

5.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

1.7 

3.4 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

1.7 

0.0 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

0.0 

1.7 

1.7 

1.7 

0.0 

1.7 

0.0 

22.0 

18.6 

23.7 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

22.0 

23.7 

22.0 

20.3 

23.7 

22.0 

20.3 

22.0 

22.0 

23.7 

27.1 

27.1 

25.4 

問 40 各施策の重要度（精神障がい者） 

● 精神障がい者において、重要度が高い上位５は、「②虐待や差別の解消」（69.5％）、「⑩相談支援

体制の整備」「⑭適切な保健・医療の提供」（同率：66.1％）、「⑬障がいの原因となる疾病などの

予防・早期発見・早期支援」（62.7％）、「④地域活動の推進」「⑥移動・交通のバリアフリーなど

の促進」「⑦防災・防犯対策の推進」「⑪在宅サービスの充実」（同率：61.0％）となっています。 

124 

 

12．伊達市について 

 

（SA，n=692） 

 

 

 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. 伊達市は、暮らしやすいまちだと思いますか。(SA) 

 

 

  

(%)

合計(n=692) 82.2

身体障がい者(n=531) 81.7

知的障がい者(n=127) 82.7

精神障がい者(n=59) 86.4

不明 暮
ら
し

や
す
い

計
（
％

）

障
が
い
種
別

とても暮らしやす
いまちだと思う

どちらかと言え
ば、暮らしやすい

まちだと思う

どちらかと言え
ば、暮らしにくい
まちだと思う

暮らしにくいまち
だと思う

26.3 

23.9 

39.4 

27.1 

55.9 

57.8 

43.3 

59.3 

8.4 

9.0 

9.4 

8.5 

1.7 

1.7 

0.0 

1.7 

7.7 

7.5 

7.9 

3.4 

問 41 伊達市の暮らしやすさ  

〇 伊達市の暮らしやすさについて、「とても暮らしやすいまちだと思う」と回答した人は 26.3％、

「どちらかと言えば、暮らしやすいまちだと思う」と回答した人は 55.9％となっており、合わ

せて暮らしやすいと回答した人は 82.2％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者で「とても暮らしやすいまちだと思う」と回答した人は

39.4％と比較的高くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 
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（FA） 

 

※判読できない文字は■で表記しています。 

交通・歩道について 

バス停の充実（屋根の無いバス停が多い）・歩道の除雪（近年の除雪が雑になりました）（業者）（除雪後も雪が深く

歩行者は車道を歩いています。）・赤十字病院の充実（医師の確保）・歩道の除草も近年雑になりました。（業者）(女

性/74 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

買い物にしてもハイヤーの券でも出して下されば幸いだと思いますハイヤー代がたかくて買物にもあまり行けない

です。荷物ももてないし足が悪くて。(女性/74 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

後期高令者なので車の運転ができません。もう少し公共的交通機関の充実を期待します。問４０について施策費用の

かねあいもあるのでもっと税金を払えれば数値をあげたいです。(男性/84 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障が

い無) 

交通のバス回数少ない。バス通勤しているから福祉サービスは満足している。(男性/65 歳/身体障がい無/知的障が

い無/精神障がい有) 

障害者の街と言っていますが、まだまだ理解されていない。道路（舗道）段差があり、冬は、すべって歩きづらい。

舗道を歩いているのに、自転車に乗っている人がそのまま通り、歩いている人が、よけている。冬は、町の中の除雪

が遅い。障害者や高齢者が、安く利用出来る施設が町の中にあると便利（安心して）スーパー・道の駅・郵便局・銀

行など障害者用の駐車スペースに健常者があたり前に車をとめている。ルールをきちんとまもってもらいたい！！

伊達の駅も（登り、くだり）にエレベーターをつけてほしい。交通機関（バス、ＪＲ）便を増やしてほしい。バスに

乗る時、高いので大変。低いと乗りやすい。伊達市内を（病院・スーパー・銀行・郵便局・カルチャーセンター）ま

わってくれるバスとかがあれば便利。（安い料金で）(女性/61 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

歩行者用道路の整備、車道と道路との段差 末永、鹿島町通りの石畳みの改善(女性/81 歳/身体障がい有/知的障が

い無/精神障がい無) 

福祉行政サービスは充実していると思うが、在宅の障害者や高令者にとって交通手段や■■の充実が必要と思って

いる。高令者は免許証返納もふえている。「あいのりたくしー」もあるが、近隣の高令者はほとんど一般のタクシー

を通院等に利用しています。「あいのり～」の利便性はどうなんでしょうか？「ライドシェアー？」でしたか、検討

の余地はないのでしょうか？(男性/70 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

施設・病院について 

施設の職員の方々の研修等に力を入れていただきたいです。知的でも、身体でも障がいがある人達にやさしい支援を

お願い致します。(男性/48 歳/身体障がい無/知的障がい有/精神障がい無) 

事業所の職員の出入りが激しいので障がい者たちは落ちつかない状況におかれる。出来るだけ長く勤めて頂ければ

と思います。また、職員は障がいについて、それ相応の勉強、研修を受けてから、障がい者に対する理解を深めて作

業や介護に携わってもらいたいと思います。(男性/24 歳/身体障がい無/知的障がい有/精神障がい無) 

精神障害者向けのグループホームを伊達市にも作ってほしいです。(女性/59 歳/身体障がい無/知的障がい無/精神障

がい有) 

呼吸障がい専門のＤｒ不足と検査機器の不足が障がいとなって他市へ月に１回～３回行っている。この点が改善さ

れると伊達市内で診察をうけたいと今も思っている。そろそろ運転障がいがでる頃なので心配です。(男性/69 歳/身

体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

障がい者が気軽に検診が受けられるように（乳がん、子宮がんなど）(女性/28 歳/身体障がい無/知的障がい有/精神

障がい無) 

親亡き後の障がい者を支えるシステムを見える形で整えて欲しいと切に願います(女性/40 歳/身体障がい無/知的障

がい有/精神障がい無) 

障害者の支援は必要ですが甘えさせた部分が多く思います。支援者の気長い指導が必要なと思う事が見受けます。一

部の障がい者施設は上下関係の言葉使いが悪い様に見受けます。(女性/81 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障が

い無) 

親なき後の事について、支援してほしい。・障害者の特有な行動や体の事について、専門的なアドバイスや診ていた

障がい福祉サービスや行政の取組に関する意見  

〇 自由回答形式で障がい福祉サービスや行政のの取組について尋ねました。交通・歩道、施設・病

院、伊達市、経済的負担、情報・コミュニケーション、仕事、本アンケートについて様々な意見

が挙がりました。下記に回答を抜粋して記載しました。 
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だける所が、事業所など団体は相談する機関がある様だが、個人が大人になってから相談する所がない。あってもあ

まり参考にならない事があって専門的な方がいてほしい。・色々な手続きなど簡単にしてほしい。書類等が多い。・市

役所の係の方は皆さんとても親切だと思います。ありがとうございます。(男性/22 歳/身体障がい無/知的障がい有/

精神障がい無) 

伊達市について 

平日日中仕事の為、市役所に用事があってもなかなか行けません。月１回とかでも土曜日ＡＭ中等利用できるともっ

と相談や手続きがしやすくなると思います。(女性/41 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

伊達市は障害者にはやさしい町ですが、閉鎖的な部分もあって住みにくさも、かいまみる所があります。だから他市

に足が向く事は多いです。親身さがかんじられない所があります。（私だけでしょうか？）障害者の人にたいして事

務的処理はしてほしくないです。もっと外に出て行ける様いろんな事を考えてほしいです。いろんな人と会い楽しむ

場所を作ってやって下さい。この年になると人と会い会話し、わらい、泣き参加する事がどんなに大事かという事が

よくわかります。友達はいっぱい作りましょう。乱筆乱文にて失礼(女性/71 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障

がい無) 

一般のアパートを借りたい時、家族や親兄弟などを保証人として頼れない場合（親が高齢、兄弟姉妹と音信不通）に

代わりに保証人になっていただける制度などがあると良いと思います。困っている人がたくさんいますので。(女性

/41 歳/身体障がい無/知的障がい無/精神障がい有) 

福祉の町と言いますが、子供達やその家族への支援が少なく若い世代を呼べる町とは思えません。年配の方も大切で

すが、これから将来ある子供達やその家族が住みやすい町造りが重要だと思います。将来性を感じられません。(男

性/1 歳/身体障がい有/知的障がい有/精神障がい無) 

伊達市民もやさしく、市役所に行っても応対が気持ちよくとっても良い町だと思います。天災が起きた時、もし避難

しなきゃいけなくなった時に小さいおこさんも年配者も大変なので、障害があるゆえに集団の中では、難しいことも

多いのでお互い、少しでも気をつかうことが少なくなる様に部屋割りなど、考えておける様に文章化されていると良

いと思います。(男性/34 歳/身体障がい有/知的障がい有/精神障がい無) 

経済的負担について 

障がいに必要な器具や住宅改装などに対して一部負担金がひかれてから後日入金になる所、最初に障害者本人が全

額支払う所がお金が用意できなければ購入やかいそうなどをあきらめる事が多い。障害の程度でベッドや車いすの

借り入れが出来ない事、要支えんでも借り入れできるといいと思う 介護保険長年払っていても何も良いと感じら

れない。(女性/84 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

知的障害、精神障害と比較すると、身体障害は障害年金の差が有りすぎる。生活に不自由なのはどちらも同じ。身体

障害にも年金を出して欲しい。軽い障害でも障害なのだから。(女性/70 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい

無) 

情報・コミュニケーションについて 

福祉サービスや行政の取組等は、障がい者側からたずねていかなければ、一切情報をもらうことができていません。

自分がどんなサービスを受けられるか、支援があるのか、行政からあるていど情報を頂ければ大変ありがたいし生活

し易くなることが増えると思います。相談する先も市役所しか思いつかない。軽い障がい者でいる間が、実は一人で

不便でいる時が多い気がします。重い障がいの方には手厚いようなので、この先進行しても安心とは言えますが。

(女性/52 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

障がい者が一般の人達と出合える場所（サークル習い事など）有れば良いと思う。(女性/60 歳/身体障がい不明/知

的障がい不明/精神障がい不明) 

障がい者に対する囲りの人達の理解度はまだまだ進んでいないと思います。障がい者が多く住んでいる伊達市でも

気になることが多くあります。近くに住んでいる障がい者のご夫婦に、あいさつがない、草とりをしない、とか非難

の言葉が多く当人にとって住みやすい地区と思えないようです。(男性/53 歳/身体障がい無/知的障がい有/精神障が

い無) 

仕事について 

資格を持ってますが、病状が安定しないため、就労できない。病気をオープンにすると面接で落とされる。福祉の町

とは言えど、事業主の理解は全くないんだなと就活している時に感じた。社会に復帰出来ないことで疎外感を感じ症

状の悪化にもつながる。町事態が病気に対する理解を持ってくれていないのが現状。(女性/39 歳/身体障がい無/知

的障がい無/精神障がい有) 

子供が大きくなり就職する頃には、発達障がいという病気の理解がもっと広まっているとうれしいです。そして、仕

事をしやすい環境になっている事を願っています。(男性/6 歳/身体障がい無/知的障がい有/精神障がい無) 

本アンケートについて 

わかりにくいアンケートですネ！！・年齢別や、入院者、介助者、別にするべき、アンケートにしないとわかりにく

いです。(女性/82 歳/身体障がい有/知的障がい無/精神障がい無) 

お願い 障がいの平がな化は止めて下さい 極端な差別を感じます 害（そこなう）に意味を持つ害の字を使って下

さい もし障（外）者と変かんされるとさわりのそとの人となって障害者でなくなります。機能にさわりが生じ機能

をそこなう状態を漢字で表して欲しいです(男性/85 歳/身体障がい不明/知的障がい不明/精神障がい不明)  
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