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第
だい

１ 章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって      

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

本市
ほ ん し

では、平成
へいせい

31（2019）年
ねん

３月
がつ

に、令和元
れ い わ が ん

（2019）年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

５（2023）

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

３期
き

伊達市
だ て し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
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。 

国
くに

では、平
へい

成
せい

25（2013）年
ねん

４月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生
せい

活
かつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に

支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

*」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

」という。）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

などが支援
し え ん

対象
たいしょう

となったほか、

令和
れ い わ

４（2022）年
ねん

12月
がつ

には、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

が 行
おこな

われ、障
しょう

がい者
しゃ

が

自
みずか

ら望
のぞ

む地域
ち い き

で暮
く

らすことができるよう生活
せいかつ

支援
し え ん

と就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

が図
はか

られて

います。 

また、令
れい

和
わ

３（2021）年
ねん

５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。）が改正
かいせい

され、事
じ

業者
ぎょうしゃ

による 障
しょう

が

い者
しゃ

への合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

*が義務化
ぎ む か

されました。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

３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
り

念
ねん

を引
ひ

き

継
つ

ぎ、施
し

策
さく

の進
しん

捗
ちょく

状
じょう

況
きょう

、社
しゃ

会
かい

情
じょう

勢
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

４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。 
 

【参考
さんこう

】 障
しょう

がい者
しゃ

に関連
かんれん

する法律
ほうりつ

・制度
せ い ど

の動向
どうこう

 

年
ねん

 主
おも

な動
うご

き 

令和元
れ い わ が ん

（2019）年
ねん

 
「読

どく

書
しょ

バリアフリー法
ほう

」施
し

行
こう

 

・ 障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず全
すべ

ての国民
こくみん

が等
ひと

しく読
どく

書
しょ

を通
つう

じて

文字
も じ

・活字
か つ じ

文化
ぶ ん か

の恵沢
けいたく

を享 受
きょうじゅ

することができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

「農
のう

福
ふく

連携
れんけい

等
とう

推進
すいしん

ビジョン」策定
さくてい

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

の農 業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

での活躍
かつやく

を通
つう

じて、農業
のうぎょう

経営
けいえい

の発展
はってん

と

ともに、障
しょう

がい者
しゃ

の自信
じ し ん

や生
い

きがいを創 出
そうしゅつ

し、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を実現
じつげん

 

令和
れ い わ

３（2021）年
ねん

 
「バリアフリー法

ほう
*」改正

かいせい

 

・公 共
こうきょう

交通事
こ う つ う じ

業 者
ぎょうしゃ

などにおけるソフト対策
たいさく

の強化
きょうか

、国民
こくみん

に向
む

け

た広
こう

報
ほう

啓
けい

発
はつ

の推進
すいしん

、市町村
しちょうそん

による「 心
こころ

のバリアフリー」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

」改正
かいせい

 

・民間事
み ん か ん じ

業者
ぎょうしゃ

による「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

*」が義務化
ぎ む か

 

 （令和
れ い わ

6年
ねん

4月
がつ

1日
にち

から） 

「医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

支
し

援
えん

法
ほう

」施
し

行
こう

 

・医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

及
およ

びその家
か

族
ぞく

に対
たい

する支援
し え ん

に関
かん

し、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を

定
さだ

め、国
くに

、地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

の責務
せ き む

を明
あき

らかにし、安心
あんしん

して子
こ

ど

もを生
う

み、育
そだ

てることができる社会
しゃかい

を実現
じつげん
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令和
れ い わ

４（2022）年
ねん

 
「障害者

しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
し さ く

推進法
すいしんほう

」施行
し こ う

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

による 情 報
じょうほう

の取得
しゅとく

利用
り よ う

・意思
い し

疎通
そ つ う

に係
かか

る施
し

策
さく

を

総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

し、共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

 

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

」改正
かいせい

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

、多様
た よ う

な就 労
しゅうろう

ニーズ

に対
たい

する支
し

援
えん

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の質
しつ

の向 上
こうじょう

など 

令和
れ い わ

５（2023）年
ねん

 
「障害者

しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」改正
かいせい

 

・雇用
こ よ う

の質
しつ

の向上
こうじょう

のための事業
じぎょう

主
ぬし

の責務
せ き む

の明確化
め い か く か

、障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こ よ う り つ

の引
ひ

き上
あ

げなど 

 

２ 計
けい

画
かく

の位
い

置
ち

付
づ

け 

「第
だい

４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
い

置
ち

付
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。 

 本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

に当
あ

たっては、上位
じょうい

計画
けいかく

である国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

５次
じ

）及
およ

び

第
だい

１期
き

ほっかいどう 障
しょう

がい福祉
ふ く し

プランに基
もと

づくとともに、第
だい

７次
じ

伊
だ

達
て

市
し

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

の 考
かんが

え方
かた

に即
そく

し、第
だい

５期
き

伊
だ

達
て

市
し

地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

との整
せい

合
ごう

性
せい

を図
はか

ります。 

 

３ ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

との関係
かんけい

 

 本計画
ほんけいかく

を推進
すいしん

することにより、ＳＤＧｓ
エスディージーズ

*が定
さだ

めるゴールの達成
たっせい

に貢献
こうけん

すること

を目
め

指
ざ

します。 

 

【本計画
ほんけいかく

と関連
かんれん

の強
つよ

いゴール】 
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４ 計画
けいかく

の期間
き か ん

 

 本計画
ほんけいかく

の期間
き か ん

は、令和
れ い わ

６（2024）年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

10（2028）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

などの動向
どうこう

により、計
けい

画
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

などを盛
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、令和
れ い わ

６（2024）

年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

８（2026）年度
ね ん ど

を第
だい

７期
き

計
けい

画
かく

期
き

間
かん

としています。 

 

 
2021年度

ね ん ど

 2022年度
ね ん ど

 2023年度
ね ん ど

 2024年度
ね ん ど

 2025年度
ね ん ど

 2026年度
ね ん ど

 2027年度
ね ん ど

 2028年度
ね ん ど

 

 令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

6年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

7年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

8年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

9年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

10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

４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

５次
じ

） 

 

         

北海道
ほっかいどう

 

第
だい

２期
き

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

※平成
へいせい

30（2018）年
ねん

３月
がつ

改訂
かいてい

 

第
だい

１期
き

ほっかいどう 障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン  

令和
れ い わ

6（2024）年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

11（2029）年度
ね ん ど

 

         

伊達市
だ て し

 

第
だい

７次
じ

伊達市
だ て し

総合
そうごう

計画
けいかく

 

平成
へいせい

31（2019）年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

10（2028）年度
ね ん ど

 

        
第
だい

４期
き

伊達市
だ て し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

31年度
ね ん ど

～令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

） 

第
だい

５期
き

伊達市
だ て し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

令和
れ い わ

６（2024）年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

10（2028）年度
ね ん ど

 

        
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

 

（平成
へいせい

31年度
ね ん ど

～令
れい

和
わ

５年
ねん

度
ど

） 
第
だい

４期
き

伊達市
だ て し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

 

令和
れ い わ

６（2024）年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

10（2028）年度
ね ん ど

 

        
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

 第
だい

７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

８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
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５ 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。」と定義
て い 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
はっ

達
たつ

障
しょう

がい者
しゃ

を含
ふく

む。） 

・難病
なんびょう

患者
かんじゃ

などのその他
た

心身
しんしん

の機能
き 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

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にある人
ひと

 

 

６ 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

４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
だん

体
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 14名
めい

で構成
こうせい

する「第
だい

４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

」(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、審議
し ん ぎ

を

行いました。 

 

  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「伊達市
だ て し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

策定
さくてい

に係
かか

る庁内
ちょうない

調整
ちょうせい

会議
か い 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、 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の福祉
ふ く し

に関
かん

す

る意識
い し き

、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。 

  ・個人
こ じ ん

アンケート 

調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

 
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

、療育
りょういく

手帳
てちょう

*所持者
し ょ じ し ゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

*所持者
し ょ じ し ゃ

 

抽 出
ちゅうしゅつ

方法
ほうほう

 無作為
む さ く い

抽 出
ちゅうしゅつ

 

調査
ちょうさ

期間
き か ん

 令
れい

和
わ

５（2023）年
ねん

８月
がつ

７日
にち

～８月
がつ

31日
にち
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調査
ちょうさ

方法
ほうほう

 郵送
ゆうそう

配付
は い ふ

・郵送
ゆうそう

回収
かいしゅう

 

配布数
は い ふ す う

 1,300人
にん

 有効
ゆうこう

回答数
かいとうすう

 591人
にん

 有効
ゆうこう

回答率
かいとうりつ

 45.6％ 

 

  ・ 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

アンケート 

調査
ちょうさ

対象
たいしょう

団体
だんたい

 
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

（身体
しんたい

） 

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

（身体
しんたい

） 

伊達
だ て

手話
し ゅ わ

の会
かい

（身体
しんたい

） 

さわやかともの会
かい

（身体
しんたい

） 

伊達
だ て

肢体
し た い

不自由児者
ふ じ ゆ う じ し ゃ

父母
ふ ぼ

の会
かい

（身体
しんたい

） 

伊達
だ て

地方
ち ほ う

腎
じん

友会
ゆうかい

（身体
しんたい

） 

ハッピーサークル（精神
せいしん

） 

ＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

伊達市手
だ て し て

をつなぐ育成会
いくせいかい

（知的
ち て き

） 

わかば会
かい

（知的
ち て き

） 

ミネルバ病院
びょういん

家族
か ぞ く

交流会
こうりゅうかい

（精神
せいしん

） 

伊達市
だ て し

点訳
てんやく

ボランティアの会
かい

（身体
しんたい

） 

朗読
ろうどく

ボランティアやまびこ（身体
しんたい

） 

西胆振
に し い ぶ り

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

職
しょく

親会
おやかい

*（身体
しんたい

、知的
ち て き

、精神
せいしん

） 

太陽
たいよう

の園
その

家族
か ぞ く

の会
かい

連合会
れんごうかい

（知的
ち て き

） 

だて地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター家族
か ぞ く

の会
かい

（知的
ち て き

） 

調査
ちょうさ

期間
き か ん

 令
れい

和
わ

５（2023）年
ねん

８月
がつ

７日
にち

～８月
がつ

31日
にち

 

調査
ちょうさ

方法
ほうほう

 郵送
ゆうそう

配付
は い ふ

・郵送
ゆうそう

回収
かいしゅう

 

配布数
は い ふ す う

 15団体
だんたい

 有効
ゆうこう

回答数
かいとうすう

 11団体
だんたい

 有効
ゆうこう

回答率
かいとうりつ

 73.3％ 

 

② パブリックコメント *の実施
じ っ し

 

広
ひろ

く市民
し み ん

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させるため、パブリックコメント *を実施
じ っ し

しました。 

意見
い け ん

募集
ぼしゅう

期間
き か ん

 令
れい

和
わ

６（2024）年
ねん

１月
がつ

17日
にち

～２月
がつ

15日
にち

 

意見
い け ん

提出数
ていしゅつすう

 ●件
けん

（●人
にん

） 

 

 

 



＊は 47 ページからの第６章の４用語解説にあります。 

 

６ 

 

７ 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

の進
しん

捗
ちょく

状
じょう

況
きょう

 

平
へい

成
せい

31（2019）年
ねん

３月
がつ

に策定
さくてい

した「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

」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つの基本
き ほ ん

目標
もくひょう

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

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。 

平
へい

成
せい

24（2012）年
ねん

度
ど

に 虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
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
さく

成
せい

し通
つう

報
ほう

などへの対
たい

応
おう

を 行
おこな

いました。令和元
れ い わ が ん

（2019）

年度
ね ん ど

から令
れい

和
わ

４（2022）年
ねん

度
ど

までに 29件
けん

の通報
つうほう

があ

り、 虐
ぎゃく

待
たい

と認
みと

められた件
けん

数
すう

は１件
けん

でした。 

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
そく

進
しん

や啓
けい

発
はつ

などに関
かん

する施
し

策
さく

を

展
てん

開
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。 

また、身体
しんたい

に 障
しょう

がいのある人
ひと

が身体的
しんたいてき

な制約
せいやく

などに

とらわれることなく、ホームページを閲覧
えつらん

できるよ

う、ユニバーサルデザイン *に基
もと

づいたホームページ

の運
うん

用
よう

・制
せい

作
さく

に努
つと

めました。 

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。 

令
れい

和
わ

３（2021）年
ねん

度
ど

にノンステップバス *を導入
どうにゅう

した

地域
ち い き

バス事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

に対
たい

し車
しゃ

両
りょう

更
こう

新
しん

に係
かか

る補
ほ

助
じょ

金
きん

を交
こう

付
ふ

しました。令
れい

和
わ

４（2022）年
ねん

度
ど

にユニバーサルデザイ

ンタクシーを導入
どうにゅう

した市内
し な い

タクシー事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、

車
しゃ

両
りょう

４台
だい

の購
こう

入
にゅう

に係
かか

る補
ほ

助
じょ

金
きん

を交
こう

付
ふ

しました。 

令
れい

和
わ

５（2023）年
ねん

度
ど

には避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
よ う し え ん し ゃ

名簿
め い ぼ

登録者
とうろくしゃ

全
ぜん

65名
めい

の個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

が完了
かんりょう

しています。 

４情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

 

情報
じょうほう

提供
ていきょう

、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

に関
かん

する施策
し さ く

を展開
てんかい

しまし

た。 

道内
どうない

では 10番
ばん

目
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

」が平
へい

成
せい

29

（2017）年
ねん

4月
がつ

から施行
し こ う

され、手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

、

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
しゅ

話
わ
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を普及
ふきゅう

する取組
とりくみ

を 行
おこな

いました。平
へい

成
せい

30（2018）年
ねん

度
ど

か

ら開始
か い し

した手話
し ゅ わ

奉仕員
ほ う し い ん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

は令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

までに 20名
めい

が受講
じゅこう

しています。 

庁舎
ちょうしゃ

正面
しょうめん

玄関
げんかん

スペースでの紙
かみ

媒体
ばいたい

による行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の

提
てい

供
きょう

に加
くわ

え、デジタルサイネージ *の設置
せ っ ち

や案内係
あんないがかり

に

よる対面
たいめん

での情報
じょうほう

提供
ていきょう

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

 相談
そうだん

支援
し え ん

、在宅
ざいたく

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、平
へい

成
せい

30（2018）年
ねん

度
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。 

緊急
きんきゅう

時
じ

や将来
しょうらい

の利用
り よ う

を見
み

据
す

え、今後
こ ん ご

利用
り よ う

が見
み

込
こ

まれ

る人
ひと

を把握
は あ く

するため、体
たい

験
けん

利
り

用
よう

登
とう

録
ろく

を進
すす

め、令和
れ い わ

４

（2022）年度
ね ん ど

末
まつ

の登録者
とうろくしゃ

は 57名
めい

となっています。 

 

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。 

令
れい

和
わ

３（2021）年
ねん

度
ど

に家庭
か て い

等
とう

から産後
さ ん ご

の援助
えんじょ

が十分
じゅうぶん

に

得
え

られないなど、特
とく

に育児
い く じ

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする母子
ぼ し

に、

心
しん

身
しん

の安定
あんてい

と育児
い く じ

不安
ふ あ ん

の解
かい

消
しょう

を図
はか

るため、産
さん

後
ご

ケア

事
じ

業
ぎょう

を開
かい

始
し

しました。 

３
自じ

立り
つ

へ
の
支し

援え
ん

と
社し

会か
い

参さ
ん

加か

の
促そ

く

進し
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。 

西胆振
に し い ぶ り

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

職
しょく

親会
おやかい

*の支援
し え ん

による一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が令
れい

和
わ

元
がん

（2019）年
ねん

度
ど

に 106名
めい

でしたが、毎年
まいとし

増加
ぞ う か

し

令
れい

和
わ

４（2022）年度
ね ん ど

には 136名
めい

となっています。 

令和
れ い わ

２（2020）年度
ね ん ど

に障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物
ぶっ

品
ぴん

等
とう

の 調
ちょう

達
たつ

方
ほう

針
しん

を作成
さくせい

しました。市
し

における調達
ちょうたつ

実績
じっせき

は、

令
れい

和
わ

２（2020）年
ねん

度
ど

には 152,610円
えん

でしたが、毎
まい

年
とし

増
ぞう

加
か

し令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

には 3,455,973円
えん

となってい

ます。 

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。 

ことばの教室
きょうしつ

を令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

より、伊達
だ て

小学校
しょうがっこう

に加
くわ

え 東
ひがし

小
しょう

学
がっ

校
こう

にも設
せっ

置
ち

しました。 

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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８ 

 

新型
しんがた

コロナウイルス感染
かんせん

拡大
かくだい

により、多
おお

くの講
こう

座
ざ

や事
じ

業
ぎょう

が中止
ちゅうし

となりましたが、令
れい

和
わ

５（2023）年
ねん

度
ど

には 概
おおむ

ね再開
さいかい

されています。 
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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

      

１ 身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

 

(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、平成
へいせい

30（2018）年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

の

間
あいだ

で 433人
にん

の減
げん

となっています。 

（単位
た ん い

：人
にん

） 

区
く

 分
ぶん

 30年度
ね ん ど

 元年度
ね ん ど

 ２年度
ね ん ど

 ３年度
ね ん ど

 ４年度
ね ん ど

 

手帳
て ち ょ う

所持者
し ょ じ し ゃ

 2,262 2,262 2,240 1,887 1,829 

市
し

の人口
じんこう

 34,083 33,656 33,209 32,599 32,118 

人口
じんこう

割合
わりあい

（％） 6.6 6.7 6.7 5.8 5.7 

※ 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

) 

2,262 2,262 2,240

1,829

1,887

1,500

1,800

2,100

2,400

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４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

を令和
れ い わ

４（2022）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

1,004人
にん

（54.9％）で 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで内
ない

部
ぶ

障
しょう

がいが 543人
にん

（29.7％）、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいが 156人
にん

（8.5％）、視覚障
しかくしょう

がいが 106人
にん

（5.8％）、音声
おんせい

･言語
げ ん ご

･そしゃく機能
き の う

障
しょう

がいが 20人
にん

（1.1％）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 579人
にん

（31.7％）

と 最
もっと

も多
おお

くなっています。 
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１０ 

 

肢体不自由
54.9%内部

29.7%

聴覚
8.5%

視覚
5.8%

音声
1.1%

            

 

（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

 34(0) 2(0) 0(0) 163(8) 380(2) 579(10) 

2級
きゅう

 44(0) 26(0) 2(0) 177(1) 7(0) 256(1) 

3級
きゅう

 3(0) 20(0) 11(0) 211(1) 73(0) 318(1) 

4級
きゅう

 7(0) 34(0) 7(0) 289(3) 83(0) 420(3) 

5級
きゅう

 12(0) 0(0) 0(0) 123(0) 0(0) 135(0) 

6級
きゅう

 6(0) 74(2) 0(0) 41(0) 0(0) 121(2) 

合計
ごうけい

 106(0) 156(2) 20(0) 1,004(13) 543(2) 1,829(17) 

※ 市
し

資
し

料
りょう

 身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

*交
こう

付
ふ

台
だい

帳
ちょう

登
とう

載
さい

数
すう

(令
れい

和
わ

４年
ねん

度
ど

末
まつ

) 

かっこ内
ない

は18歳
さい

未
み

満
まん

の数
すう

値
ち

（内
うち

数
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

 

令
れい

和
わ

４（2022）年
ねん

度
ど

末
まつ

の身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

*所
しょ

持
じ

者
しゃ

の年
ねん

齢
れい

構
こう

成
せい

では、65歳
さい

以上
いじょう

が

1,494人
にん

と全体
ぜんたい

1,829人
にん

の 81.7％を占
し

めており、 最
もっと

も多
おお

くなっています。 

17人 51人

267人

1,494人

0

500

1000

1500

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上
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２ 知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

 

(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、平成
へいせい

30（2018）年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

の 間
あいだ

で

56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

 30年度
ね ん ど

 元年度
ね ん ど

 ２年度
ね ん ど

 ３年度
ね ん ど

 ４年度
ね ん ど

 

手帳
て ちょ う

所持者
し ょ じ し ゃ

 563 578 602 610 619 

人口
じんこう

割合
わりあい

(％） 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 

※ 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

) 

563 578
602

619610

400

500

600

700

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

療育手帳所持者
 

(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

を令和
れ い わ

４（2022）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

（35.4％）、軽度
け い ど

・中度
ちゅうど

（Ｂ判定
はんてい

）が 400人
にん

（64.6％）となっ

ています。 

年齢
ねんれい

別
べつ

では、1 8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 20人
にん

（3.2％）、軽度
け い ど

・中度
ちゅうど

は 76人
にん

（12.3％）となっており、また、1 8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 199人
にん

（32.2％）、

軽度
け い ど

・中度
ちゅうど

は 324人
にん

（52.3％）となっています。 

 （単位
た ん い

：人
にん

） 

区
く

  分
ぶん

 30年度
ね ん ど

 元年度
が ん ね ん ど

 ２年度
ね ん ど

 ３年度
ね ん ど

 ４年度
ね ん ど

 

Ａ判定
はんてい

 
18歳

さ い

未満
み ま ん

  22 18 19 16 20 

18歳
さ い

以上
い じ ょ う

 197 199 202 200 199 

計
けい

 219 217 221 216 219 

Ｂ判定
はんてい

 
18歳

さ い

未満
み ま ん

  60 67 77 81 76 

18歳
さ い

以上
い じ ょ う

 284 294 304 313 324 

計
けい

 344 361 381 394 400 

合計
ごうけい

 
18歳

さ い

未満
み ま ん

  82 85 96 97 96 

18歳
さ い

以上
い じ ょ う

 481 493 506 513 523 

合計
ごうけい

 563 578 602 610 619 

※ 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

) 

 



＊は 47 ページからの第６章の４用語解説にあります。 

 

１２ 

 

 

(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

 

令和
れ い わ

４（2022）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 228人
にん

と全体
ぜんたい

の 36.8％を占
し

めており、 最
もっと

も多
おお

くなっています。 

96人

206人
228人

89人

0

50

100

150

200

250

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上
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１級 16人7.3%

３級 63人 28.8%

２級140人 63.9%

３ 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

 

(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、平成
へいせい

30（2018）年度
ね ん ど

から

令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

までの 間
あいだ

で 20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

 30年度
ね ん ど

 元年度
が ん ね ん ど

 ２年度
ね ん ど

 ３年度
ね ん ど

 ４年度
ね ん ど

 

手帳
てちょう

所
しょ

持
じ

者
しゃ

 199 188 215 214 219 

人口
じんこう

割合
わりあい

（％）  0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 

※ 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

) 

   

199
188

219214215

100

150

200

250

300

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４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

 

令和
れ い わ

４（2022）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 140人
にん

（63.9％）と 最
もっと

も多
おお

くなっています。 
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(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

 

令和
れ い わ

４（2022）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 137人
にん

と全体
ぜんたい

の 62.6％を占
し

めており、 最
もっと

も多
おお

くなっています。 

 

1人

35人

137人

46人

0

20

40

60

80

100

120

140

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上
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４ 個人
こ じ ん

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

 

 個人
こ じ ん

アンケート調査
ちょうさ

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。※複数
ふくすう

回答
かいとう

の場合
ば あ い

、合計
ごうけい

は 100％を超
こ

えることがあります。 

 

(1) 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

・成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

*の認知度
に ん ち ど

が増加
ぞ う か

している。 

「名
な

前
まえ

も内
ない

容
よう

も知
し

っている」22.5％ 

「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」32.3％ 

合
あ

わせた認
にん

知
ち

度
ど

は 54.8％（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

から 3.1 ポイント増
ぞう

加
か

） 

・他
ほか

の 障
しょう

がいのある人
ひと

に比
くら

べ、身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

の認知度
に ん ち ど

が高
たか

くなっている。 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

59.5％ 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

40.6％ 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

52.3％ 

 

(2) 虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

 

・差
さ

別
べつ

・嫌
いや

な思
おも

いの経
けい

験
けん

率
りつ

が増
ぞう

加
か

している。 

「かつてあった」15.9％ 

「現在
げんざい

もある」6.9％ 

合
あ

わせた経
けい

験
けん

率
りつ

は 22.8％（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

から 4.2 ポイント増
ぞう

加
か

） 

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

と精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の経験率
けいけんりつ

が高
たか

くなっている。 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

16.8％ 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

30.6％ 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

47.7％ 

・虐待
ぎゃくたい

の経験率
けいけんりつ

も増加
ぞ う か

している。 

「かつてあった」4.6％ 

「現在
げんざい

もある」0.8％ 

合
あ

わせた経
けい

験
けん

率
りつ

は 5.4％（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

から 2.5 ポイント増
ぞう

加
か

） 

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

と精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の経験率
けいけんりつ

が高
たか

くなっている。 

  身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

2.7％ 

  知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

12.4％ 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

12.3％ 

  

(3) 外出
がいしゅつ

支援
し え ん

 

・外出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

が増加
ぞ う か

している。 

「毎日
まいにち

外出
がいしゅつ

する」35.0％（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

から 6.7 ポイント増
ぞう

加
か

） 

「１ 週
しゅう

間
かん

に数
すう

回
かい

外
がい

出
しゅつ

する」41.5％ 

合
あ

わせると、１ 週
しゅう

間
かん

に数
すう

回
かい

以
い

上
じょう

外
がい

出
しゅつ

する人
ひと

76.5％ 

・外出
がいしゅつ

しやすくするために必要
ひつよう

なことは次
つぎ

の 順
じゅん

で回答
かいとう

が多
おお

い。 

「交通費
こ う つ う ひ

への公費
こ う ひ

助成
じょせい

の充実
じゅうじつ

」28.6％ 

「建物
たてもの

の入口
いりぐち

や内部
な い ぶ

の段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

や手
て

すりの設置
せ っ ち

」22.8％ 
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「休憩
きゅうけい

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

」22.0％ 

 

  ・ 障
しょう

がい種別
しゅべつ

ごとの一
いち

番
ばん

多
おお

い回
かい

答
とう

は次
つぎ

のとおり。 

    身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

「建物
たてもの

の入口
いりぐち

や内部
な い ぶ

の段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

や手
て

すりの設置
せ っ ち

」28.9％ 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

「 障
しょう

がいに対
たい

する 周
しゅう

囲
い

の理
り

解
かい

」29.4％ 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

「交通費
こ う つ う ひ

への公費
こ う ひ

助成
じょせい

の充実
じゅうじつ

」30.8％ 

「 障
しょう

がいに対
たい

する 周
しゅう

囲
い

の理
り

解
かい

」30.8％ 

・市内
し な い

で利用
り よ う

しづらい場所
ば し ょ

は次
つぎ

の 順
じゅん

で回答
かいとう

が多
おお

い。 

「市
し

役所
やくしょ

」21.2％ 

「商店街
しょうてんがい

・ 商 業
しょうぎょう

施設
し せ つ

」18.6％ 

「病院
びょういん

」16.9％ 

 

(4) 災害
さいがい

対策
たいさく

 

・災害
さいがい

時
じ

に一人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できる人
ひと

がわずかに減少
げんしょう

している。 

「できる」38.1％（平
へい

成
せい

30年
ねん

度
ど

調
ちょう

査
さ

から 0.8 ポイント減
げん

少
しょう

） 

・他
ほか

の 障
しょう

がいのある人
ひと

に比
くら

べ知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の一人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できる人
ひと

は少
すく

ない。 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

42.0％ 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

25.9％ 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

46.2％ 

・災
さい

害
がい

時
じ

に困
こま

ることは、次
つぎ

の 順
じゅん

で回
かい

答
とう

が多
おお

い。 

「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（災害
さいがい

の発生
はっせい

時
じ

）」

47.0％ 

「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

（トイレ等
とう

）や生活
せいかつ

環境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

（避難先
ひ な ん さ き

）」43.0％ 

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

では「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（災
さい

害
がい

の発
はっ

生
せい

時
じ

）」「被害
ひ が い

状 況
じょうきょう

、避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

などの情報
じょうほう

が入手
にゅうしゅ

できない（災害
さいがい

の

発生
はっせい

時
じ

）」「避難
ひ な ん

時
じ

に周囲
しゅうい

とコミュニケーションがとれない（災害
さいがい

の発生
はっせい

時
じ

）」

「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の設備
せ つ び

（トイレ等
とう

）や生活
せいかつ

環境
かんきょう

が不安
ふ あ ん

（避難先
ひ な ん さ き

）」が 40％以上
いじょう

と

他
た

の 障
しょう

がいのある人
ひと

に比
くら

べ高
たか

い。 

・精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

では「投薬
とうやく

や治療
ちりょう

が受
う

けられない（避難先
ひ な ん さ き

）」が 56.9％と他
た

の

障
しょう

がいのある人
ひと

に比
くら

べ高
たか

い。 

 

(5) 情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

 

・ 障
しょう

がいや福祉
ふ く し

サービスに関
かん

する 情
じょう

報
ほう

の入手
にゅうしゅ

経路
け い ろ

は次
つぎ

の 順
じゅん

で回答
かいとう

が多
おお

い。 

「本
ほん

や新聞
しんぶん

、雑誌
ざ っ し

の記事
き じ

、テレビやラジオのニュース」32.3％ 

「行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の広報誌
こ う ほ う し

」29.8％ 

「家
か

族
ぞく

や親
しん

せき、友
ゆう

人
じん

・知
ち

人
じん

」「サービス事業所
じぎょうしょ

の人
ひと

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

」23.7％ 

・上
じょう

位
い

には入
はい

っていないが、インターネットで情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

する人
ひと

が増
ふ

えてい

る。 

「インターネット」14.0％（平
へい

成
せい

30年
ねん

調
ちょう

査
さ

から 6.9 ポイント増
ぞう

加
か

） 

  ・ 障
しょう

がい種別
しゅべつ

で情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

経路
け い ろ

に大
おお

きな違
ちが

いがある。 

    身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

「行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の広報誌
こ う ほ う し

」37.5％ 



＊は 47 ページからの第６章の４用語解説にあります。 

 

１７ 

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

「サービス事業所
じぎょうしょ

の人
ひと

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

」52.9％ 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

「かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

」30.8％ 

 

(6) 生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

 

・福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

若
も

しくは 病
びょう

院
いん

に 入
にゅう

院
いん

していると回
かい

答
とう

した人
ひと

が、地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

で生
せい

活
かつ

す

るために必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う支
し

援
えん

は次
つぎ

の 順
じゅん

で回
かい

答
とう

が多
おお

い。 

「必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービスが適切
てきせつ

に利用
り よ う

できること」60.5％ 

「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」51.2％ 

・悩
なや

みや困
こま

ったことの相
そう

談
だん

相
あい

手
て

は次
つぎ

の 順
じゅん

で回
かい

答
とう

が多
おお

い。 

「家
か

族
ぞく

や親
しん

せき」58.0％ 

「友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」23.0％ 

「かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

」16.8％ 

一方
いっぽう

で、「誰
だれ

にも相談
そうだん

しない」6.4％ 

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

では「施設
し せ つ

の指導員
し ど う い ん

など」が 35.3％、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

では「か

かりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

」が 33.8％と他
た

の 障
しょう

がいのある人
ひと

に比
くら

べ多
おお

い。 

 

(7) 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 

・健康
けんこう

管理
か ん り

や医療
いりょう

で困
こま

っていること、不便
ふ べ ん

に感
かん

じていることについて、「医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

が大
おお

きい」「専
せん

門
もん

的
てき

な治
ち

療
りょう

を 行
おこな

う医
い

療
りょう

機
き

関
かん

がない」と回答
かいとう

した人
ひと

が

各々
おのおの

10％以上
いじょう

となっている。 

・精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

では「医
い

療
りょう

費
ひ

の負
ふ

担
たん

が大
おお

きい」と回答
かいとう

した人
ひと

が 26.2％と他
ほか

の

障
しょう

がいのある人
ひと

に比
くら

べ高
たか

い。 

  

(8) 就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

・18～64歳
さい

で平日
へいじつ

の日中
にっちゅう

に 収 入
しゅうにゅう

を得
え

る仕
し

事
ごと

をしていないと回答
かいとう

した人
ひと

に、収
しゅう

入
にゅう

を得
え

る仕
し

事
ごと

に対
たい

する意
い

向
こう

について尋
たず

ねたところ、「仕事
し ご と

をしたい」と回答
かいとう

した人
ひと

は 27.9％となっている。 

・ 収
しゅう

入
にゅう

を得
え

る仕
し

事
ごと

をしたいと回答
かいとう

した人
ひと

に、したいと思
おも

う仕
し

事
ごと

の 業
ぎょう

種
しゅ

につ

いて尋
たず

ねたところ、「製造業
せいぞうぎょう

」「サービス 業
ぎょう

」が各々
おのおの

16.7％で 最
もっと

も多
おお

くなっ

ている。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

に必要
ひつよう

と思
おも

う 就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

は次
つぎ

の 順
じゅん

で回答
かいとう

が多
おお

い。 

「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」41.5％ 

「職場
しょくば

の 障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

」40.4％ 

・平成
へいせい

30年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

から大
おお

きく増
ぞう

加
か

した回答
かいとう

は次
つぎ

のとおり。 

「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」41.5％（10.7 ポイン

ト） 

「短時間
た ん じ か ん

勤務
き ん む

や勤務
き ん む

等
とう

の配慮
はいりょ

」35.7％（11.6 ポイント） 

「勤務
き ん む

場所
ば し ょ

におけるバリアフリー *等
とう

の配慮
はいりょ

」28.4％（11.2 ポイント） 

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

では「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」「職場
しょくば

の 障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

」「勤務
き ん む

場所
ば し ょ

におけるバリアフリー *等
とう

の配慮
はいりょ

」がいずれも

50％以
い

上
じょう

と他
ほか

の 障
しょう

がいのある人
ひと

に比
くら

べ高
たか

い。 
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(9) 教育
きょういく

・育成
いくせい

 

・通園
つうえん

・通学
つうがく

で困
こま

っていることについて、「通
かよ

うのが大変
たいへん

」「まわりの児童
じ ど う

・

生徒
せ い と

たちの理解
り か い

が得
え

られない」といった意見
い け ん

が上位
じょうい

に挙
あ

がっている。 

 

(10) 社会
しゃかい

参加
さ ん か

 

・普
ふ

段
だん

の余
よ

暇
か

の過
す

ごし方
かた

、今後
こ ん ご

希望
き ぼ う

する余暇
よ か

の過
す

ごし方
かた

共
とも

に 

「テレビをみる」「買
か

い物
もの

をする」が 上
じょう

位
い

となっている。 

普段
ふ だ ん

 

「テレビをみる」78.0％ 

「買
か

い物
もの

をする」57.7％ 

今後
こ ん ご

 

「テレビをみる」37.9％ 

「買
か

い物
もの

をする」34.9％ 

・余暇
よ か

活動
かつどう

を充実
じゅうじつ

させるために必要
ひつよう

だと思
おも

うことは次
つぎ

の 順
じゅん

で回答
かいとう

が多
おお

い。 

「友人
ゆうじん

や仲間
な か ま

がいること」51.1％ 

「自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

に意欲
い よ く

があること」50.4％ 

・平成
へいせい

30年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

から大
おお

きく増
ぞう

加
か

した回
かい

答
とう

は次
つぎ

のとおり。 

「外出
がいしゅつ

手段
しゅだん

が確保
か く ほ

されていること」37.4％（7.2 ポイント） 

「介助者
かいじょしゃ

がいること」32.3％（7.6 ポイント） 

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

では「介助者
かいじょしゃ

がいること」、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

では「心身
しんしん

の健
けん

康
こう

状
じょう

態
たい

が維
い

持
じ

、向上
こうじょう

すること」「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

が少
すく

ないこと」「家族
か ぞ く

や周囲
しゅうい

の人
ひと

の理解
り か い

があること」が他
ほか

の 障
しょう

がいのある人
ひと

に比
くら

べ多
おお

い。 

 

(11) 伊
だ

達
て

市
し

の暮
く

らしやすさについて 

・暮
く

らしやすいと回
かい

答
とう

した人
ひと

が減少
げんしょう

した。 

「とても暮
く

らしやすいまちだと思
おも

う」18.4％ 

「どちらかと言
い

えば、暮
く

らしやすいまちだと思
おも

う」57.0％ 

合
あ

わせて暮
く

らしやすいと回答
かいとう

した人
ひと

は 75.4％（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

調査
ちょうさ

から 6.8 ポ

イント減
げん

少
しょう

） 

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

で暮
く

らしやすいと回答
かいとう

した人
ひと

は 80.6％と他
ほか

の 障
しょう

がいのある

人
ひと

に比
くら

べ多
おお

い。 

 

(12）各施策
か く し さ く

の重要度
じゅうようど

と満足度
ま ん ぞ く 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

の施
し

策
さく

の内
ない

容
よう

ごとの 重
じゅう

要
よう

度
ど

と満
まん

足
ぞく

度
ど

については

次
つぎ

の図
ず

のとおり。右下
みぎした

の赤
あか

破線
は せ ん

で囲
かこ

われた「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

」などの 重
じゅう

要
よう

度
ど

が高
たか

く満足度
ま ん ぞ く ど

が低
ひく

いことがわかった。 
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１９ 

 

n= 591
（％）

（％）

「重要度」と「満足度」の関係

(

重
要
と
回
答
し
た
人
の
満
足
度
）

（重要度）

権利擁護の推進

虐待や差別の解消

啓発活動の推進

地域活動の推進

住まい・まちづくりの推進

移動・交通のバリアフ

リーなどの促進

防犯・防災対策の推進

情報アクセシビリティの

向上

意思疎通支援の充実

生活支援体制の整備

障害福祉サービスの

提供

人材の育成と確保

障がいの原因となる疾病

などの予防・早期発見・

早期支援

雇用機会の拡大

福祉的就労の場の確保

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
障がい児保育・

療育の充実

学校教育の充実

本人活動、

余暇活動の充実

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0

（平均）

（平均）

重

要

度

が

高

く
、

満

足

度

が

低

い

施

策

 
重要度：問42で「重要である」もしくは「やや重要である」と回答した割合(a)

満足度：(a)と回答した人のうち、問43で「満足」もしくは「やや満足」と回答した割合 n=
権利擁護の推進 53.6 317 40.1
啓発活動の推進 51.7 388 33.4

 障害福祉サービスの提供 64.6 305 33.0
住まい・まちづくりの推進 56.7 295 32.5
虐待や差別の解消 65.7 335 31.2
地域活動の推進 49.9 394 30.2
生活支援体制の整備 63.5 362 29.9
情報アクセシビリティの向上 45.7 270 28.9
防犯・防災対策の推進 61.3 308 27.9

 本人活動、余暇活動の充実 53.3 375 27.6
意思疎通支援の充実 52.1 382 26.9
障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援 65.6 349 26.3
学校教育の充実 57.0 388 25.2
福祉的就労の場の確保 51.3 312 25.1
人材の育成と確保 59.1 303 24.9
移動・交通のバリアフリーなどの促進 66.7 301 24.4
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 51.0 347 24.3
雇用機会の拡大 52.8 337 23.4

 障がい児保育・療育の充実 58.7 315 22.2

全体
(n=591)

重要と回答した人の満足度(%)
重要度(%)
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２０ 

 

５ 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

 

障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

アンケートで寄
よ

せられた主
おも

な意見
い け ん

は次
つぎ

のとおりです。 

 

(1) 団体
だんたい

の活動
かつどう

における問題点
もんだいてん

や課題
か だ い

 

・会員
かいいん

の高齢化
こ う れ い か

や減少
げんしょう

 

  ・予算
よ さ ん

の確保
か く ほ

 

 

(2) 今
こん

後
ご

力
ちから

を入
い

れていきたい活
かつ

動
どう

内
ない

容
よう

 

  ・会
かい

員
いん

増
ぞう

加
か

に向
む

けた取
とり

組
くみ

 

  ・ 障
しょう

がいや団体
だんたい

の活動
かつどう

への理解
り か い

促進
そくしん

 

 

(3) 各施策
か く し さ く

について評価
ひょうか

できる点
てん

や課題
か だ い

、今後
こ ん ご

期待
き た い

すること 

  ア 「権利
け ん り

擁護
よ う ご

」について 

  ・古
ふる

くから知
ち

的
てき

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理
り

解
かい

がある 

  ・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

のため、 障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

が大切
たいせつ

 

  ・講座
こ う ざ

やフォーラムの開催
かいさい

など権利
け ん り

擁護
よ う ご

の意識
い し き

が高
たか

い  

・ 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

についての市民
し み ん

周知
しゅうち

が必要
ひつよう

 

 

  イ 「啓発
けいはつ

・広報
こうほう

」について 

  ・ 障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

事業
じぎょう

について評価
ひょうか

 

  ・市民
し み ん

の手話
し ゅ わ

理解
り か い

促進
そくしん

 

  ・ 障
しょう

がいや団体
だんたい

活動
かつどう

の周知
しゅうち

 

  ・様々
さまざま

な媒体
ばいたい

での啓発
けいはつ

・広報
こうほう

 

 

  ウ 「生活
せいかつ

環境
かんきょう

」について 

  ・公共
こうきょう

施設
し せ つ

の更
さら

なるバリアフリー *化
か

 

  ・災害
さいがい

時
じ

の情報
じょうほう

取得
しゅとく

手段
しゅだん

の充実
じゅうじつ

 

  ・移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

 

  エ 「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 

  ・手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

の確保
か く ほ

 

  ・聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

への意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

について評価
ひょうか

 

  ・視
し

覚
かく

障
しょう

がい者
しゃ

が使
つか

いやすいアプリの開
かい

発
はつ

 

  ・緊急
きんきゅう

時
じ

の情報
じょうほう

取得
しゅとく

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

 

  オ 「生活
せいかつ

支援
し え ん

」について 

  ・高
こう

齢
れい

視
し

覚
かく

障
しょう

がい者
しゃ

の住
す

む場
ば

所
しょ

、支援
し え ん

の確保
か く ほ

 

  ・相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

について評価
ひょうか

 

  ・サービス事業所
じぎょうしょ

の人員
じんいん

不足
ぶ そ く

 

  ・人材
じんざい

育成
いくせい

、人材
じんざい

確保
か く ほ

への金銭
きんせん

支援
し え ん

 



＊は 47 ページからの第６章の４用語解説にあります。 

 

２１ 

 

 

 

  カ 「保健
ほ け ん

・医療
いりょう

」について 

  ・ 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

療育
りょういく

について評価
ひょうか

 

  ・総合
そうごう

病院
びょういん

の診療科
しんりょうか

の充実
じゅうじつ

 

  ・医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

コーディネーター *と乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

の連携
れんけい

 

 

  キ 「就労
しゅうろう

支援
し え ん

」について 

  ・就労
しゅうろう

支援
し え ん

について評価
ひょうか

  

・ 職
しょく

親会
おやかい

*の活性化
か っ せ い か

 

  ・就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

の確保
か く ほ

 

  ・市
し

職員
しょくいん

の 障
しょう

がい者
しゃ

雇用率
こ よ う り つ

向上
こうじょう

 

 

  ク 「教育
きょういく

・育成
いくせい

」について 

  ・交流
こうりゅう

による 障
しょう

がい理解
り か い

の促進
そくしん

 

  ・学校
がっこう

への冷房
れいぼう

設置
せ っ ち

 

  ・幼
よう

保
ほ

、学校
がっこう

、社会
しゃかい

への連携
れんけい

について評価
ひょうか

 

  ・障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

から障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスへの連携
れんけい

強化
きょうか

 

 

  ケ 「社会
しゃかい

参加
さ ん か

」について 

  ・選挙
せんきょ

での投票所
とうひょうじょ

運営
うんえい

の改善
かいぜん

 

  ・会員
かいいん

の高齢化
こ う れ い か

により困難
こんなん

 

  ・団体
だんたい

に所属
しょぞく

していない 障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

 

  ・ 障
しょう

がい者
しゃ

向
む

けの講
こう

座
ざ

、スポーツ大
たい

会
かい

の開
かい

催
さい

 

  

(4) 今後
こ ん ご

の伊達市
だ て し

における 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

についての意見
い け ん

 

  ・市民
し み ん

全体
ぜんたい

の 障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

 

  ・公共
こうきょう

施設
し せ つ

使用料
しようりょう

の無料化
む り ょ う か

 

  ・団体
だんたい

活動
かつどう

への市
し

職員
しょくいん

、市民
し み ん

の積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

 

  ・社会
しゃかい

参加
さ ん か

のための環境
かんきょう

整備
せ い び

 

  ・市民
し み ん

の心理的
し ん り て き

な面
めん

での 障
しょう

がい者
しゃ

受
う

け入
い

れについての評価
ひょうか

 

・高
こう

齢
れい

化
か

に向
む

けたハード面
めん

での更
さら

なるバリアフリー *化
か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊は 47 ページからの第６章の４用語解説にあります。 

 

２２ 

 

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

 

 国
くに

の第
だい

５次
じ

障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

では、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊
そん

重
ちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

を

目
め

指
ざ

すとされています。 

 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

では、「ノーマライゼーション *」と「リハビリテー

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、安心
あんしん

してその人
ひと

らしい生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、「 障
しょう

がい者
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
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とし、 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

してきました。 

 本計画
ほんけいかく

においても、継続
けいぞく

した取組
とりくみ

を進
すす

めるため、その理念
り ね ん

を継承
けいしょう

します。 

  
 

■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
けっ

定
てい

に基
もと

づき主体的
しゅたいてき

に生
い

きて行
い

くこ

と」として使用
し よ う

しています。 

 

２ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

【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 

障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず、人
ひと

それぞれの違
ちが

いを自然
し ぜ ん

に受
う

け入
い

れ、支
ささ

え合
あ

い、

互
たが

いに認
みと

め合
あ

う共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。 

生活
せいかつ

の場
ば

などにおいて、 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
さ

別
べつ

や不
ふ

利
り

益
えき

な 扱
あつか

いを禁
きん

止
し

します。 

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
すい

進
しん

します。 

障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、円滑
えんかつ

にコミュニケーションをとる

ことができる環境
かんきょう

を 整
ととの

えていきます。 

 

【基本
き ほ ん

目標
もくひょう

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 

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で安全
あんぜん

・安心
あんしん

に暮
く

らしていくため、住
す

まいの確保
か く ほ

や公
こう

共
きょう

施
し

設
せつ

などのバリアフリー *、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

などに備
そな

えた防
ぼう

犯
はん

・防災
ぼうさい

対策
たいさく

などの生
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

します。 

障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

などの予防
よ ぼ う

や治療
ちりょう

のため保健
ほ け ん

、医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか
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ります。 

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしい生活
せいかつ

を送
おく

るため、一人
ひ と り

ひとりの 状 況
じょうきょう

に

応
おう

じた支
し

援
えん

が生涯
しょうがい

にわたって提供
ていきょう

され、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

える体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

を図
はか

ります。 

 

【基本
き ほ ん

目標
もくひょう

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

が一人
ひ と り

ひとりの能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

することができるよう、

障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に対
たい

する理
り

解
かい

促
そく

進
しん

を図
はか

るとともに、 就 業
しゅうぎょう

や就労
しゅうろう

継続
けいぞく

に向
む

けた支
し

援
えん

、福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

の場
ば

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障
しょう

がいのある子
こ

どもやその家族
か ぞ く

を支援
し え ん

するため、発達
はったつ

や 障
しょう

がいに関
かん

する相
そう

談
だん

支
し

援
えん

や、早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、切
き

れ目
め

のない一
いっ

貫
かん

した支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

障
しょう

がいのある人
ひと

が 自
みずか

らの決
けっ

定
てい

に基
もと

づき主体的
しゅたいてき

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。 

 

 

 

 

 
 

■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
お

互
たが

いが特
とく

別
べつ

に区
く

別
べつ

されることなく、

社
しゃ

会
かい

生
せい

活
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
し

策
さく

なども含
ふく

まれる。  

 

■リハビリテーション■ 

リハビリテーションとは、「自分
じ ぶ ん

らしくいられる状態
じょうたい

、状 況
じょうきょう

の再
さい

構
こう

築
ちく

」であり、そのために 行
おこな

われる全
すべ

ての活
かつ

動
どう

を指
さ

すものである。 

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
しゃ

会
かい

的
てき

不
ふ

利
り

を起
お

こす諸
しょ

条
じょう

件
けん

の悪
あく

影
えい

響
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

の直接的
ちょくせつてき

環境
かんきょう

及
およ

び社会
しゃかい

全体
ぜんたい

に介入
かいにゅう

して社
しゃ

会
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
じっ

施
し

に関
かん

与
よ

しなければならない」とされている。  
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３ 施策
し さ く

の体系
たいけい

 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

施策
し さ く

の

柱
はしら

 
施策
し さ く

項目
こうもく

 

【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 

 １-１差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権
けん

利
り

擁
よう

護
ご

の推
すい

進
しん

及
およ

び 虐
ぎゃく

待
たい

の防
ぼう

止
し

 

 (1)差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推
すい

進
しん

及
およ

び 虐
ぎゃく

待
たい

の防止
ぼ う し

 

(2)理解
り か い

促進
そくしん

 

１-２情報
じょうほう

アクセシビリティ *の向
こう

上
じょう

及
およ

び意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

の 充
じゅう

実
じつ

 

 (1)情報
じょうほう

アクセシビリティ *の向上
こうじょう

 

(2)意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

【基本
き ほ ん

目標
もくひょう

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 

 ２-１安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 (1)住
す

まいの確
かく

保
ほ

 

(2)バリアフリー *化
か

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

 

２-２保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

 

 (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
そう

期
き

支
し

援
えん

 

(2)医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 

２-３自立
じ り つ

した生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

 (1)相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

(2)生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスの提供
ていきょう

 

(3)地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

【基本
き ほ ん

目標
もくひょう

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

 

 ３-１雇用
こ よ う

・ 就 業
しゅうぎょう

の支援
し え ん

 

 (1)雇用
こ よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

 

(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

 

(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

 

３-２教育
きょういく

の振興
しんこう

 

 (1)障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

・療育
りょういく

の 充
じゅう

実
じつ

 

(2)学校
がっこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

３-３社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

 (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

 

(2)地域
ち い き

活動
かつどう

の推進
すいしん
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第
だい

４ 章
しょう

 施
し

策
さく

の展
てん

開
かい

           
 現状

げんじょう

と個人
こ じ ん

・団体
だんたい

アンケートでの意見
い け ん

を基
もと

に、これまでの取組
とりくみ

経過
け い か

や伊
だ

達
て

市
し

地
ち

域
いき

自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

協
きょう

議
ぎ

会
かい

での協議
きょうぎ

を踏
ふ

まえて、本市
ほ ん し

の 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の課題
か だ い

について、施
し

策
さく

の 柱
はしら

ごとにまとめました。 

  

【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 

１－１ 差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推
すい

進
しん

及
およ

び 虐
ぎゃく

待
たい

の防止
ぼ う し

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

● 障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず、人
ひと

それぞれの違
ちが

いを自然
し ぜ ん

に受
う

け入
い

れ、支
ささ

え合
あ

い、互
たが

いに認
みと

め合
あ

う 共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の実現
じつげん

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。 

●個人
こ じ ん

アンケートによると、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

*の認知度
に ん ち ど

が上
あ

がっているものの、名前
な ま え

を知
し

っているだけの人
ひと

も多
おお

い 状
じょう

況
きょう

です。差別
さ べ つ

・嫌
いや

な思
おも

い、虐待
ぎゃくたい

の経験率
けいけんりつ

が増加
ぞ う か

し

ており、特
とく

に知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

や精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の経験率
けいけんりつ

が高
たか

くなっています。差別
さ べ つ

・

嫌
いや

な思
おも

いを経験
けいけん

した場所
ば し ょ

は学校
がっこう

や職場
しょくば

が 最
もっと

も多
おお

くなっています。合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提
てい

供
きょう

*が義務付け
ぎ む づ け

られていることを再認識
さいにんしき

してもらうことが重要
じゅうよう

だと考えられます。

また、差別
さ べ つ

・嫌
いや

な思
おも

いについて４割
わり

の人
ひと

が相談
そうだん

していません。相談
そうだん

しやすい体
たい

制
せい

を

構築
こうちく

していくことも必要
ひつよう

です。 

 団体
だんたい

アンケートによると、伊
だ

達
て

市
し

は古
ふる

くから知
ち

的
てき

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

があり、

講座
こ う ざ

やフォーラムが開催
かいさい

されるなど、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の意識
い し き

が高
たか

いと認識
にんしき

されています

が、 障
しょう

がいに対
たい

する更
さら

なる理解
り か い

を求
もと

める意
い

見
けん

もあります。 

●これまで、伊達市
だ て し

成年
せいねん

後見
こうけん

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

などの権利
け ん り

擁護
よ う ご

や 虐
ぎゃく

待
たい

・差
さ

別
べつ

の

解
かい

消
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。今後
こ ん ご

も、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
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

を図
はか

る取
とり

組
くみ

が必
ひつ

要
よう

です。 

 

【具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

展開
てんかい

】 

（１）差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推
すい

進
しん

及
およ

び 虐
ぎゃく

待
たい

の防止
ぼ う し

 

 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

する自己
じ こ

選択
せんたく

・自己
じ こ

決定
けってい

を保証
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
しゅう

知
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
か

族
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

市民課
し み ん か
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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
そう

談
だん

業
ぎょう

務
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

りごとなどの

相
そう

談
だん

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを推
すい

進
しん

します。 

③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
そう

期
き

発
はっ

見
けん

、

迅
じん

速
そく

かつ適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

うよう、市
し

が設
せっ

置
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
かん

係
けい

機
き

関
かん

等
とう

との連
れん

携
けい

・ 協
きょう

力
りょく

を図
はか

ります。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

 ④ 障
しょう

がいを理
り

由
ゆう

と す る 差
さ

別
べつ

解
かい

消
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
きん

止
し

及
およ

び 合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
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
さ

別
べつ

の

解
かい

消
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）理解
り か い

促進
そくしん

 

 ①広
こう

報
ほう

紙
し

、ホー

ム ペ ー ジ 等
とう

に よ る 啓
けい

発
はつ

の推進
すいしん

 

・障
しょう

がい・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。 

・ノーマライゼーション *の理念
り ね ん

の普
ふ

及
きゅう

啓
けい

発
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
まい

年
とし

12月
がつ

３日
にち

～９日
にち

まで）」の啓発
けいはつ

事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。 

・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
り

用
よう

促
そく

進
しん

のため、周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

自治
じ ち

振興室
しんこうしつ

 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

② 当
とう

事
じ

者
しゃ

団
だん

体
たい

等
とう

に よ る 市
し

民
みん

啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
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
じ

身
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
とう

事
じ

者
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
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

などを支援
し え ん

するとともに、地域
ち い き

との交
こう

流
りゅう

活
かつ

動
どう

などを支援
し え ん

します。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

③ 事業所
じぎょうしょ

へ の

啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

の

充
じゅう

実
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
こ

用
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
せい

度
ど

の

周
しゅう

知
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

 

④福
ふく

祉
し

教
きょう

育
いく

に

よ る 福
ふく

祉
し

意
い

識
しき

の啓
けい

発
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
すい

進
しん

を図
はか

り、 障
しょう

がい・ 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理
り

解
かい

を

深
ふか

められるよう啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

指導室
し ど う し つ

 

⑤ 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
すい

進
しん

し

ます。 

自治
じ ち

振興室
しんこうしつ

 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か
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・バリアフリー法
ほう

*等
とう

に基
もと

づき、多
おお

くの市
し

民
みん

が

利
り

用
よう

する公
こう

共
きょう

施
し

設
せつ

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

を行います。 

都市
と し

住宅課
じゅうたくか

 

 

１－２ 情報
じょうほう

アクセシビリティ *の向
こう

上
じょう

及
およ

び意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

の 充
じゅう

実
じつ

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

● 障
しょう

がいのある人
ひと

が、あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

するためには、十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

の取
しゅ

得
とく

と円滑
えんかつ

な意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

が 重
じゅう

要
よう

です。 

●個人
こ じ ん

アンケートによると、 障
しょう

がいや福祉
ふ く し

サービスに関
かん

する 情
じょう

報
ほう

の入手
にゅうしゅ

経路
け い ろ

は、

「本
ほん

や新聞
しんぶん

、雑誌
ざ っ し

の記事
き じ

、テレビやラジオのニュース」「行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の広報紙
こ う ほ う し

」「家
か

族
ぞく

や親
しん

せき、友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」「サービス事業所
じぎょうしょ

の人
ひと

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

」の 順
じゅん

で多
おお

くなって

います。知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

では「サービス事業所
じぎょうしょ

の人
ひと

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

」が、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

では「かかりつけ医師
い し

や看護師
か ん ご し

」が他
ほか

の 障
しょう

がい種
しゅ

別
べつ

に比
くら

べ多
おお

くなっています。ま

た、「インターネット」を利用
り よ う

する人
ひと

が増加
ぞ う か

しています。多様
た よ う

な情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

経路
け い ろ

に合
あ

わせた 情
じょう

報
ほう

発
はっ

信
しん

が必
ひつ

要
よう

と 考
かんが

えられます。 

 団体
だんたい

アンケートによると、障
しょう

がい者
しゃ

でも使
つか

いやすいアプリの開発
かいはつ

や、必要
ひつよう

な時
とき

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が即時
そ く じ

に得
え

られることなどサービスの向
こう

上
じょう

に関
かん

する意
い

見
けん

がありま

す。 

●これまで、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

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

、市
し

役所本
やくしょほん

庁舎
ちょうしゃ

への案内係
あんないがかり

の設置
せ っ ち

などの取
とり

組
くみ

を進
すす

めてきました。今後
こ ん ご

も、これまでの取組
とりくみ

を継続
けいぞく

し、障
しょう

がいのある人
ひと

が必
ひつ

要
よう

な

情報
じょうほう

を取得
しゅとく

できるよう、障
しょう

がいに配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る

必要
ひつよう

があります。 

 

【具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

展開
てんかい

】 

（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、公式
こうしき

ＳＮＳ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
じょう

報
ほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

自治
じ ち

振興室
しんこうしつ

 

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 情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

の 充
じゅう

実
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
てん

訳
やく

版
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

がいの状態
じょうたい

に応
おう

じた 情
じょう

報
ほう

の提供
ていきょう

に配
はい

慮
りょ

します。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

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
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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
そ

通
つう

支
し

援
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

・言語障
げんごしょう

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、手話
し ゅ わ

通
つう

訳
やく

員
いん

及
およ

び

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

協 力 員
きょうりょくいん

を派遣
は け ん

します。手
しゅ

話
わ

奉
ほう

仕
し

員
いん

養
よう

成
せい

講
こう

座
ざ

の実施
じ っ し

など手話
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
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
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
かつ

動
どう

を促進
そくしん

し、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の普及
ふきゅう

を図
はか

りま

す。 

・ 障
しょう

がいに応
おう

じた意
い

思
し

疎
そ

通
つう

を支
し

援
えん

する用
よう

具
ぐ

を 給
きゅう

付
ふ

します。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

 

【基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

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 

２－１ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

● 障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

を送
おく

るためには、 住
じゅう

環境
かんきょう

の確保
か く ほ

、

ハードとソフトのバリアフリー *化
か

、災
さい

害
がい

に備
そな

えて 障
しょう

がい特
とく

性
せい

に配
はい

慮
りょ

した避
ひ

難
なん

支
し

援
えん

を平時
へ い じ

から準備
じゅんび

し、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の支援
し え ん

に繋
つな

げることなどが必要
ひつよう

です。 

●個人
こ じ ん

アンケートによると、外出
がいしゅつ

頻度
ひ ん ど

について、「毎日
まいにち

外出
がいしゅつ

する」人
ひと

が増
ふ

えてい

ます。市内
し な い

で利用
り よ う

しづらい場所
ば し ょ

は、「市
し

役所
やくしょ

」「商店街
しょうてんがい

・商 業
しょうぎょう

施設
し せ つ

」「病院
びょういん

」が多
おお

い

です。外出
がいしゅつ

しやすくするために必要
ひつよう

なことは、「交通費
こ う つ う ひ

への公費
こ う ひ

助成
じょせい

の充実
じゅうじつ

」「建物
たてもの

の入口
いりぐち

や内部
な い ぶ

の段差
だ ん さ

解消
かいしょう

や手
て

すりの設置
せ っ ち

」「休憩
きゅうけい

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

」が 上
じょう

位
い

となってい

ます。バリアフリー *に加
くわ

え交
こう

通
つう

費
ひ

への公費
こ う ひ

助成
じょせい

が求
もと

められています。 

 また、災害
さいがい

時
じ

に一人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できる人
にん

は４割
わり

弱
じゃく

にとどまっています。近所
きんじょ

に助
たす

け

てくれる人
ひと

がいない人
ひと

も３割
わり

おり、避難所
ひ な ん じ ょ

までの移動
い ど う

や避難先
ひ な ん さ き

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

に不安
ふ あ ん

を抱
いだ

いている人
ひと

が多
おお

いです。 

 団体
だんたい

アンケートによると、公共
こうきょう

施設
し せ つ

の更
さら

なるバリアフリー *化
か

や 障
しょう

がい者
しゃ

駐車
ちゅうしゃ

スペース、点字
て ん じ

ブロックや盲人用
もうじんよう

横断
おうだん

歩道
ほ ど う

スピーカーの拡充
かくじゅう

といった設備
せ つ び

の充実
じゅうじつ

、

近隣
きんりん

住民
じゅうみん

による共助
きょうじょ

といった支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

、災害
さいがい

時
じ

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

などが求
もと

められています。 

●これまで、ノンステップバス *やユニバーサルデザインタクシー導入
どうにゅう

への補助
ほ じ ょ

、

歩行
ほ こ う

空間
くうかん

の確保
か く ほ

、伊達市
だ て し

バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

の策定
さくてい

、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

登
とう

録
ろく

者
しゃ

の個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

などの取組
とりくみ

を進
すす

めてきました。今後
こ ん ご

も、引
ひ

き続
つづ

き建
たて

物
もの

や

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

のバリアフリー *化
か

や災害
さいがい

に備
そな

えた避
ひ

難
なん

支
し

援
えん

の準備
じゅんび

などの生
せい

活
かつ

環
かん

境
きょう

整
せい

備
び

が必
ひつ

要
よう

です。 
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【具体的な施策展開】 

（１）住
す

まいの確
かく

保
ほ

 

 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 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

 

（２）バリアフリー *化
か

の促進
そくしん

 

 ① 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

を推進
すいしん

します。 

 

企画
き か く

財政課
ざ い せ い か

 

② 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。 

 

都市
と し

住宅課
じゅうたくか

 

③ 歩道
ほ ど う

等
とう

の

整備
せ い び

 

・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
じ

転
てん

車
しゃ

等
とう

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
ほう

置
ち

自
じ

転
てん

車
しゃ

等
とう

対
たい

策
さく

の推進
すいしん

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

・ 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
ほ

行
こう

空
くう

間
かん

確
かく

保
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。 

・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。 

自治
じ ち

振興室
しんこうしつ

 

建設課
け ん せ つ か

 

④ 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

施
し

設
せつ

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

 

（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 防犯
ぼうはん

・ 防災
ぼうさい

意識
い し き

の啓発
けいはつ

 

・地
ち

域
いき

ぐるみの防
ぼう

犯
はん

活
かつ

動
どう

を推
すい

進
しん

し、犯
はん

罪
ざい

の予
よ

防
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
ちゅう

心
しん

とした支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を促
そく

進
しん

します。 

・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、広報紙
こ う ほ う し

やホー

ムページを通
とお

して防犯
ぼうはん

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。 

・広報紙
こ う ほ う し

での意識
い し き

啓発
けいはつ

、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。 

 

 

 

自治
じ ち

振興室
しんこうしつ

 

危機
き き

管理課
か ん り か
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② 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
ひ

難
なん

行
こう

動
どう

要
よう

支
し

援
えん

者
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
ひ

難
なん

行
こう

動
どう

要
よう

支
し

援
えん

者
しゃ

名
めい

簿
ぼ

を提
てい

供
きょう

し、対策
たいさく

活動
かつどう

の内
ない

容
よう

充
じゅう

実
じつ

・支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

危機
き き

管理課
か ん り か

 

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

 

 

③緊
きん

急
きゅう

時
じ

通
つう

報
ほう

体
たい

制
せい

の充実
じゅうじつ

 

・消防
しょうぼう

署
しょ

と連携
れんけい

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
つう

信
しん

手
しゅ

段
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。 

・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

を実
じっ

施
し

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

 

伊達
だ て

消防
しょうぼう

署
しょ

 

 

④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
ひ

難
なん

所
じょ

生
せい

活
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
ふく

祉
し

避
ひ

難
なん

所
じょ

*の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

危機
き き

管理課
か ん り か

 

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

 

 

２－２ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

● 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

には、健康診査
け ん こ う し ん さ

、健康
けんこう

相談
そうだん

、保
ほ

健
けん

指
し

導
どう

などが重要
じゅうよう

です。また、二次障
に じ し ょ う

がい *の予防
よ ぼ う

や改善
かいぜん

のための取組
とりくみ

についての

検
けん

討
とう

も必要
ひつよう

です。 

●個人
こ じ ん

アンケートによると、健康
けんこう

管理
か ん り

や医療
いりょう

で「特
とく

に困
こま

ったり不便
ふ べ ん

を感
かん

じている

ことはない」が４割
わり

となっていますが、次
つ

いで「医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

が大
おお

きい」「専
せん

門
もん

的
てき

な治療
ちりょう

を 行
おこな

う医療
いりょう

機関
き か ん

がない」が多
おお

くなっています。特
とく

に精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

では「医
い

療
りょう

費
ひ

の負担
ふ た ん

が大
おお

きい」と感
かん

じている人
ひと

が他
ほか

の 障
しょう

がい種別
しゅべつ

に比
くら

べ多
おお

くなっています。 

●これまで、健康診査
け ん こ う し ん さ

、健康
けんこう

相談
そうだん

、がん検診
けんしん

などに加
くわ

え、育児
い く じ

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする

母
ぼ

子
し

の心身
しんしん

の安定
あんてい

と育児
い く じ

不安
ふ あ ん

の解消
かいしょう

を図
はか

るため産後
さ ん ご

ケア事業
じぎょう

を開始
か い し

しました。引
ひ

き続
つづ

き、各機関
か く き か ん

と連携
れんけい

し、障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

治療
ちりょう

、事後
じ ご

治療
ちりょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る

ことが必要
ひつよう

です。 

 

【
（

具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

展開
てんかい

】 

（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
にん

娠
しん

届
とどけ

出
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
めん

接
せつ

相
そう

談
だん

の実施
じ っ し

や、新生児
し ん せ い じ

訪問
ほうもん

、乳
にゅう

幼
よう

児
じ

健
けん

康
こう

相
そう

談
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、疾病
しっぺい

などの予
よ

防
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
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② 早
そう

期
き

発
はっ

見
けん

体
たい

制
せい

の充実
じゅうじつ

 

・母
ぼ

子
し

保
ほ

健
けん

法
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
そう

談
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
けい

続
ぞく

した相談
そうだん

を 行
おこな

います。 

 

健康
けんこう

推進課
す い し ん か

 

③ 発
はつ

育
いく

発
はっ

達
たつ

相
そう

談
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

を

行
おこな

います。 

 

健康
けんこう

推進課
す い し ん 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
じょう

態
たい

に応
おう

じた相談
そうだん

に的確
てきかく

に対応
たいおう

できるよう、 就
しゅう

学
がく

前
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

を

行
おこな

います。 

 

指導室
し ど う し つ

 

⑤健康診査
け ん こ う し ん さ

、が

ん検診
けんしん

、生
せい

活
かつ

習
しゅう

慣
かん

病
びょう

の予
よ

防
ぼう

支
し

援
えん

の 充
じゅう

実
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
ほう

律
りつ

及
およ

び健
けん

康
こう

増
ぞう

進
しん

法
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

や疾病
しっぺい

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。 

・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
よ

防
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

を 行
おこな

いま

す。 

 

保険
ほ け ん

医療課
い り ょ う か

 

健康
けんこう

推進課
す い し ん か

 

（２）医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 

 ① 重
じゅう

度
ど

心
しん

身
しん

障
しょう

がい 者
しゃ

医
い

療
りょう

費
ひ

の助
じょ

成
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。 

 

 

保険医療課 

② 自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

医
い

療
りょう

* 制
せい

度
ど

の

周
しゅう

知
ち

と 給
きゅう

付
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
こう

生
せい

医
い

療
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
いくせい

医療
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

 

③ 特
とく

定
てい

疾
しっ

患
かん

医
い

療
りょう

給
きゅう

付
ふ

など

の 周
しゅう

知
ち

と 関
かん

係
けい

機
き

関
かん

と の

連
れん

携
けい

 

・特
とく

定
てい

疾
しっ

患
かん

医
い

療
りょう

給
きゅう

付
ふ

や 小
しょう

児
に

慢
まん

性
せい

特
とく

定
てい

疾
しっ

患
かん

医
い

療
りょう

給
きゅう

付
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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２－３ 自立
じ り つ

した生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

● 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
ひとり

人ひとりの 状
じょう

況
きょう

に応
おう

じた支援
し 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
か

族
ぞく

の高
こう

齢
れい

化
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
せい

活
かつ

を地
ち

域
いき

全
ぜん

体
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。 

●個人
こ じ ん

アンケートによると、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

や病院
びょういん

に入院
にゅういん

している人
ひと

が地域
ち い き

社会
しゃかい

で生
せい

活
かつ

するために必
ひつ

要
よう

だと思
おも

う支
し

援
えん

について、「必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービスが適切
てきせつ

に利用
り よ う

できる

こと」「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」の 順
じゅん

に多
おお

くなっています。また、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
しん

せき」「友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」「かかりつけの医師
い し

や看護師
か ん ご し

」が

上
じょう

位
い

となっていますが、どこに相談
そうだん

してよいかわからないため、相談
そうだん

しない人
ひと

も

います。 

 団体
だんたい

アンケートによると、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

は充実
じゅうじつ

していると評価
ひょうか

されていますが、

「人員
じんいん

不足
ぶ そ く

により相談員
そうだんいん

の受
う

け持
も

ち件
けん

数
すう

が増加
ぞ う か

し負担
ふ た ん

が大
おお

きくなっている」「 障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

サービス事業
じぎょう

や相談
そうだん

支援
し え ん

の 職
しょく

員数
いんすう

がギリギリのところで実施
じ っ し

している印
いん

象
しょう

を受
う

け、人材
じんざい

の育成
いくせい

と確保
か く ほ

が必要
ひつよう

」との意見
い け ん

もあります。 

●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

や市内
し な い

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の連携
れんけい

による相
そう

談
だん

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の整備
せ い び

、親
おや

や配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

亡
な

き後
あと

を見
み

据
す

えた地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

拠
きょ

点
てん

*への利
り

用
よう

登
とう

録
ろく

・

体験
たいけん

利用
り よ 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

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

える体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させる必要
ひつよう

があります。そのためには、支
ささ

える側
がわ

が

心
しん

身
しん

ともに健
けん

康
こう

であることも重要
じゅうよう

であり、国
くに

が勧
すす

める支援
し え ん

にあたる職員
しょくいん

の身体
しんたい

の

負
ふ

担
たん

軽
けい

減
げん

のための介
かい

護
ご

技
ぎ

術
じゅつ

（ノーリフティングケア *）や介護
か い ご

機器
き き

等
とう

の導入
どうにゅう

、働
はたら

き

方
かた

改
かい

革
かく

についても人材
じんざい

確保
か く ほ

と同時
ど う じ

に進
すす

めていく必要
ひつよう

があります。 

 

【具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

展開
てんかい

】 

（１）相談
そうだん

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
かく

立
りつ

を図
はか

ります。 

 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

② 相
そう

談
だん

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の 充
じゅう

実
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
しゅう

知
ち

・ 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

・地域
ち い き

と連携
れんけい

を取
と

りながら、身近
み じ か

な相談者
そうだんしゃ

で

ある 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

どの活用
かつよう

について周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

・研
けん

修
しゅう

などによる 職
しょく

員
いん

の育
いく

成
せい

及
およ

び資
し

質
しつ

の向
こう

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か
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上
じょう

を図
はか

ります。 

・新
あたら

しい介
かい

護
ご

技
ぎ

術
じゅつ

や介
かい

護
ご

機
き

器
き

の活
かつ

用
よう

・導
どう

入
にゅう

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

います。 

③ 地域
ち い き

づ く り

コ ー デ ィ

ネーター *の

活用
かつよう

 

・ 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

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

づくりや施
し

設
せつ

入
にゅう

所
しょ

者
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
ちょう

整
せい

等
とう

を広域的
こういきてき

に支援
し え ん

します。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

④ 地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

拠
きょ

点
てん

*の機
き

能
のう

充
じゅう

実
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
ち

域
いき

移
い

行
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

」を見据
み す

え、障
しょう

がい者
しゃ

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

を整
せい

備
び

します。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

（２）生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスの提供
ていきょう

 

 ① 障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
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
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

の 周
しゅう

知
ち

と実
じっ

施
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。 

 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

③ 経
けい

済
ざい

的
てき

支
し

援
えん

の 周
しゅう

知
ち

 

・特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

、障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

や特
とく

別
べつ

児
じ

童
どう

扶
ふ

養
よう

手
て

当
あて

などの経済的
けいざいてき

支援
し え ん

の周知
しゅうち

に努
つと

め

ます。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

④ 外出
がいしゅつ

支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

 

・移動
い ど う

に制約
せいやく

がある 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。 

・ 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

や 障
しょう

がいに応
おう

じ

た自
じ

動
どう

車
しゃ

改
かい

造
ぞう

に要
よう

する費
ひ

用
よう

の一
いち

部
ぶ

を助
じょ

成
せい

し

ます。 

・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、

福
ふく

祉
し

タクシー・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
り

用
よう

料
りょう

や燃
ねん

料
りょう

費
ひ

の一
いち

部
ぶ

を助
じょ

成
せい

します。 

・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
がい

出
しゅつ

が困難
こんなん

な人
ひと

を対象
たいしょう

に移
い

動
どう

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

を実施
じ っ し

します。 

・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、公
こう

共
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
つう

行
こう

料
りょう

金
きん

割
わり

引
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

 

高齢
こうれい

福祉課
ふ く し か
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（３）地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 ① ボ ラ ン テ ィ

ア 活
かつ

動
どう

の 促
そく

進
しん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

へのボランティア活
かつ

動
どう

促
そく

進
しん

のため社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が 行
おこな

っているボラ

ンティアセンター、ボランティア連絡会
れんらくかい

の活
かつ

動
どう

促
そく

進
しん

を図
はか

ります。 

・ 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 じ か

な活動
かつどう

を紹介
しょうかい

できる体制
たいせい

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

 

② 当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

への支援
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

の

活
かつ

動
どう

を支
し

援
えん

します。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

 

【基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

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

 

３－１ 雇用
こ よ う

・ 就 業
しゅうぎょう

の支援
し え ん

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

● 障
しょう

がいのある人
ひと

が就労
しゅうろう

するためには、職場
しょくば

における 障
しょう

がいへの理解
り か い

や労
ろう

働
どう

環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

などが求
もと

められます。 

●個人
こ じ ん

アンケートによると、18歳
さい

から 64歳
さい

で平日
へいじつ

の日中
にっちゅう

に 収 入
しゅうにゅう

を得
え

る仕事
し ご と

をし

ていない人
ひと

のうち３割
わり

が「仕事
し ご と

をしたい」と回答
かいとう

しています。一方
いっぽう

、６割
わり

の人
ひと

は

障
しょう

がい・ 病 状
びょうじょう

が重
おも

いため仕
し

事
ごと

ができないと回答
かいとう

しています。 障
しょう

がい者
しゃ

に必要
ひつよう

と

思
おも

う 就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

は、「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」「職場
しょくば

の 障
しょう

が

い者
しゃ

理解
り か い

」が上位
じょうい

に挙
あ

がっており、職場
しょくば

での 障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

が求
もと

められています。 

 団体
だんたい

アンケートによると、就労
しゅうろう

支援
し え ん

について評価
ひょうか

できるという意見
い け ん

もあります

が、市内
し な い

に就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

がないことや、 職
しょく

親会
おやかい

*の更
さら

なる活発化
か っ ぱ つ か

を求
もと

める

意見
い け ん

も挙
あ

がっています。 

●これまで、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

する取
とり

組
くみ

を進
すす

めてきました。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

親会
おやかい

*の支援
し え ん

による一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が令和元
れ い わ が ん

（2019）年度
ね ん ど

には 106名
めい

で

したが、毎年
まいとし

増加
ぞ う か

し令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

には 136名
めい

となっています。 

令和
れ い わ

５（2023）年
ねん

には「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」が改正
かいせい

され、障
しょう

がいのある人
ひと

の法
ほう

定
てい

雇
こ

用
よう

率
りつ

が令和
れ い わ

６（2024）年度
ね ん ど

から段階的
だんかいてき

に引
ひ

き上
あ

げられることとなりました。

今後
こ ん ご

は更
さら

なる 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

促進
そくしん

の取組
とりくみ

が必要
ひつよう

です。 

 

【具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

展開
てんかい

】 

（１）雇用
こ よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

 

 ① 職
しょく

親会
おやかい

* の

活
かつ

用
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 障
しょう

がい者
しゃ

雇
こ

用
よう

の促
そく

進
しん

 

・障
しょう

がい者
しゃ

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。 

職員
しょくいん

法制課
ほ う せ い か

 

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
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・市
し

職員
しょくいん

における障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こ よ う り つ

の達成
たっせい

に努
つと

め

ます。 

③ 職
しょく

業
ぎょう

相
そう

談
だん

・

情
じょう

報
ほう

提
てい

供
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

を見据
み す

えながら、室
むろ

蘭
らん

公
こう

共
きょう

職
しょく

業
ぎょう

安
あん

定
てい

所
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

を 行
おこな

います。 

社会福祉課 

④ 農
のう

福
ふく

連
れん

携
けい

の

支援
し え ん

 

・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

の 働
はたら

く人
ひと

を支
ささ

える部会
ぶ か い

や農業
のうぎょう

関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、農
のう

業
ぎょう

と

福
ふく

祉
し

の連
れん

携
けい

を支援
し え ん

します。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

農務課
の う む 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
そう

談
だん

機
き

能
のう

の強化
きょうか

 

・一
いっ

般
ぱん

就
しゅう

労
ろう

に向
む

けた訓
くん

練
れん

や相
そう

談
だん

機
き

能
のう

の 充
じゅう

実
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

び西
にし

胆
い

振
ぶり

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
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

支
し

援
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
し

設
せつ

運
うん

営
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
しゅう

労
ろう

施
し

設
せつ

等
とう

が

供
きょう

給
きゅう

できる

物
ぶっ

品
ぴん

及
およ

び 役
えき

務
む

の把
は

握
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
しゅう

労
ろう

施
し

設
せつ

等
とう

が

供
きょう

給
きゅう

する物
ぶっ

品
ぴん

及
およ

び 役
えき

務
む

の 調
ちょう

達
たつ

の 推
すい

進
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
えき

務
む

の 調
ちょう

達
たつ

を推
すい

進
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。 

社会福祉課 
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３－２ 教育
きょういく

の振興
しんこう

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

● 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

がいのある子
こ

どもやその家族
か ぞ く

に対
たい

し、 障
しょう

がいの 疑
うたが

いがある段
だん

階
かい

から身
み

近
じか

な地
ち

域
いき

で支
し

援
えん

できるよう地
ち

域
いき

支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の

充
じゅう

実
じつ

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

の保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

、教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連
れん

携
けい

し、切
き

れ目
め

のない一
いっ

貫
かん

した支援
し え ん

を提供
ていきょう

することが必要
ひつよう

です。 

●個人
こ じ ん

アンケートによると、通園
つうえん

・通学
つうがく

で困
こま

っていることについて、「通
かよ

うのが大
たい

変
へん

」「まわりの児童
じ ど う

・生徒
せ い と

たちの理解
り か い

が得
え

られない」「介助
かいじょ

体制
たいせい

が十分
じゅうぶん

ではない」

が上位
じょうい

に挙
あ

がっています。 

 団体
だんたい

アンケートによると、支援
し え ん

学級
がっきゅう

や支援
し え ん

学校
がっこう

の 中
ちゅう

だけではなく、健
けん

常者
じょうしゃ

と一
いっ

緒
しょ

に活
かつ

動
どう

することも成長
せいちょう

につながるとの意見
い け ん

があります。 

●これまで、障
しょう

がいのある子
こ

どもの療育
りょういく

や保育
ほ い く

、教育
きょういく

に関
かん

する取
とり

組
くみ

を進
すす

めてきま

した。令和
れ い わ

４（2022）年度
ね ん ど

には、伊
だて

達 小
しょう

学
がっ

校
こう

に加
くわ

え 東
ひがし

小
しょう

学
がっ

校
こう

にもことばの 教
きょう

室
しつ

を

設
せっ

置
ち

しました。今後
こ ん ご

もこれまでの取組
とりくみ

を継続
けいぞく

し、関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

して就学前
しゅうがくまえ

から

卒
そつ

業
ぎょう

後
ご

にわたる切
き

れ目
め

のない支
し

援
えん

を進
すす

める必
ひつ

要
よう

があります。 

 

【具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

展開
てんかい

】 

（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

な ど

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。 

子育て
こ そ だ て

支援課
し え ん か

 

② 親
おや

な ど へ の

相
そう

談
だん

・指
し

導
どう

体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

 

・ 障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

に関
かん

する相談
そうだん

に的確
てきかく

に対
たい

応
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 じ ょ

での相談
そうだん

指導
し ど う

体制
たいせい

の整
せい

備
び

を図
はか

ります。 

・子
こ

どもの育
いく

成
せい

や 教
きょう

育
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
ほ

護
ご

者
しゃ

等
とう

に対
たい

しての相
そう

談
だん

や指
し

導
どう

体
たい

制
せい

を整備
せ い び

します。 

子育て
こ そ だ て

支援課
し え ん 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
どう

士
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
けい

験
けん

や 情
じょう

報
ほう

交
こう

換
かん

を通
とお

し、

それぞれの悩
なや

みの解
かい

決
けつ

や、 協 力
きょうりょく

して子
こ

育
そだ

て

を支
ささ

え合
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。 

子育て
こ そ だ て

支援課
し え ん 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
し

援
えん

の 充
じゅう

実
じつ

 

・児童
じ ど う

デイサービスセンター（児
じ

童
どう

発
はっ

達
たつ

支
し

援
えん

事
じ

業
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

への

適
てき

応
おう

訓
くん

練
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。 

・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
し

導
どう

について支援
し え ん

します。 

子育て
こ そ だ て

支援課
し え ん か
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・医療
いりょう

・指導
し ど う

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

し、療育
りょういく

事業
じぎょう

の 充
じゅう

実
じつ

を図
はか

ります。 

 ⑤ 放
ほう

課
か

後
ご

児
じ

童
どう

クラブ *支
し

援
えん

員
いん

な ど の 資
し

質
しつ

向
こう

上
じょう

 

・支援員
し え ん い ん

などの放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ *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。 

 

 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

⑥ 障
しょう

害
がい

児
じ

通
つう

所
しょ

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

の

周
しゅう

知
ち

と 給
きゅう

付
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）学校
がっこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

 ① 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
こう

慮
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

 

② 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

び共同
きょうどう

学習
がくしゅう

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

との交流
こうりゅう

を 行
おこな

い、 障
しょう

がい児
じ

理
り

解
かい

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

指導室
し ど う し つ

 

③ 教
きょう

職
しょく

員
いん

研
けん

修
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

がいについての理解
り か い

を深
ふか

めるた

めの研修
けんしゅう

を 行
おこな

います。 

・ 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
きょう

育
いく

的
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
とく

別
べつ

支
し

援
えん

教
きょう

育
いく

*コーディネーター *の資
し

質
しつ

向
こう

上
じょう

に努
つと

めます。 

指導室
し ど う し つ

 

④特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

教
きょう

育
いく

*体
たい

制
せい

の 充
じゅう

実
じつ

 

・個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

及
およ

び指導
し ど う

計画
けいかく

を作
さく

成
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
ひょう

価
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
し

導
どう

に努
つと

めま

す。 

・ 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

」

を開設
かいせつ

します。 

・ 障
しょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

が十分
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、適切
てきせつ

な進路
し ん ろ

を選択
せんたく

できるよう、

早
そう

期
き

相
そう

談
だん

支
し

援
えん

を行います。 

・学校
がっこう

関係者
かんけいしゃ

のほか、医
い

療
りょう

や相
そう

談
だん

機
き

関
かん

の関
かん

係
けい

者
しゃ

を委
い

員
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
すい

進
しん

委
い

員
いん

会
かい

指導室
し ど う し つ
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における専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

３－３ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

【現状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

● 障
しょう

がいのある人
ひと

が豊
ゆた

かな生活
せいかつ

を送
おく

るためには、スポーツ活
かつ

動
どう

や芸
げい

術
じゅつ

・文
ぶん

化
か

活
かつ

動
どう

、

地域
ち い き

での活動
かつどう

に参加
さ ん か

し余暇
よ か

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることが必要
ひつよう

です。 

●個人
こ じ ん

アンケートによると、余暇
よ か

活動
かつどう

を充実
じゅうじつ

させるために必要
ひつよう

なことは、友人
ゆうじん

や

仲間
な か ま

がいることや、自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

に意欲
い よ く

があることが上位
じょうい

に挙
あ

がっています。障
しょう

がい

種
しゅ

別
べつ

で傾向
けいこう

が異
こと

なりますが、「外出
がいしゅつ

手段
しゅだん

が確保
か く ほ

されていること」「介助者
かいじょしゃ

がいるこ

と」が増
ふ

えています。 

 団体
だんたい

アンケートによると、スポーツ交流
こうりゅう

や 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する各種
かくしゅ

講座
こ う ざ

の充実
じゅうじつ

を

求
もと

める意
い

見
けん

があります。 

●これまで、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

、スポーツ振
しん

興
こう

に関
かん

する施
し

策
さく

を展開
てんかい

し、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

してきました。新型
しんがた

コロナウイルス感
かん

染
せん

拡
かく

大
だい

により、多
おお

くの講
こう

座
ざ

や事業
じぎょう

が中止
ちゅうし

となりましたが、令和
れ い わ

5（2023）年度
ね ん ど

には

概
おおむ

ね再
さい

開
かい

されています。引
ひ

き続
つづ

き 障
しょう

がいのある人
ひと

が気軽
き が る

に活動
かつどう

に参加
さ ん か

できるよう、

活動
かつどう

の機会
き か い

や場
ば

の確保
か く ほ

、参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりが必
ひつ

要
よう

です。 

 

【具体的
ぐ た い て き

な施策
し さ く

展開
てんかい

】 

（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
かい

催
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
き

画
かく

など、講座
こ う ざ

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ホームページ等
とう

による 情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

の 充
じゅう

実
じつ

を図
はか

り、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
そく

進
しん

します。 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

②スポーツ、芸
げい

術
じゅつ

・ 文
ぶん

化
か

活
かつ

動
どう

の推進
すいしん

 

・障
しょう

がい者
しゃ

も参加
さ ん か

できるスポーツ振
しん

興
こう

・文
ぶん

化
か

活
かつ

動
どう

事
じ

業
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

し参
さん

加
か

促
そく

進
しん

を図
はか

ります。 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

③ 学習
がくしゅう

機会
き か い

の

充実
じゅうじつ

 

・利
り

用
よう

者
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
きょう

化
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

の確
かく

保
ほ

を図
はか

ります。 

図書館
と し ょ か ん

 

④ 選挙
せんきょ

に お け

る配慮
はいりょ

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

が投票
とうひょう

しやすい環境
かんきょう

づくりの

ため、期日前
き じ つ ぜ ん

投
とう

票
ひょう

及
およ

び郵便
ゆうびん

投票
とうひょう

など法
ほう

令
れい

に基
もと

づく制
せい

度
ど

の 周
しゅう

知
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

を 行
おこな

います。 

・視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

へ音声
おんせい

による選挙
せんきょ

期間
き か ん

や

候
こう

補
ほ

者
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
たい

応
おう

します。 

選
せん

挙
きょ

管
かん

理
り

委
い

員
いん

会
かい
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・投票所
とうひょうじょ

の段差
だ ん さ

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

いて土足
ど そ く

対応
たいおう

し、投
とう

票
ひょう

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを推
すい

進
しん

します。 

（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
ち

域
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
じっ

施
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。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

への支援
し え ん

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

して対応
たいおう

しま

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 地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

の

推
すい

進
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
すい

進
しん

します。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

の交
こう

流
りゅう

を促
そく

進
しん

し、相
そう

互
ご

の理
り

解
かい

や 情
じょう

報
ほう

交
こう

換
かん

、特
とく

技
ぎ

や趣
しゅ

味
み

を生
い

かした活
かつ

動
どう

を支
し

援
えん

します。 

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か
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第５章 計画
けいかく

の推進
すいしん

にあたって        

１ 計画
けいかく

の推進
すいしん

 

計画
けいかく

の推進
すいしん

にあたっては、行政
ぎょうせい

はもとより、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、企業
きぎょう

、地
ち

域
いき

、市
し

民
みん

との 協
きょう

働
どう

・連携
れんけい

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

です。各主体
かくしゅたい

がつながり、支
ささ

え合
あ

いながら

社
しゃ

会
かい

全
ぜん

体
たい

の取
とり

組
くみ

として計画
けいかく

の達成
たっせい

を目指
め ざ

すものとします。 

(1) 行政
ぎょうせい

の役割
やくわり

 

国
くに

や北海道
ほっかいどう

、関係
かんけい

機関
き か ん

、様々
さまざま

な主体
しゅたい

と連携
れんけい

した支援
し え ん

のネットワークを 強
きょう

化
か

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる仕組
し く

みづくりを推進
すいしん

します。 

(2) 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の役割
やくわり

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

や地域
ち い き

、団体
だんたい

との連携
れんけい

を進
すす

め、生活
せいかつ

の支援
し え ん

や当事者
と う じ し ゃ

活動
かつどう

の

促進
そくしん

を図
はか

り、 障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

していきます。 

(3) 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供者
ていきょうしゃ

として、事業
じぎょう

内容
ないよう

やサービス内
ない

容
よう

の 情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

、利用者
り よ う し ゃ

支援
し え ん

、サービスの質
しつ

の確保
か く ほ

、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

*、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、

事
じ

業者間
ぎょうしゃかん

の連携
れんけい

強化
きょうか

と課題
か だ い

の共有
きょうゆう

に取
と

り組
く

みます。 

(4) 企業
きぎょう

の役割
やくわり

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向
む

け、 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の拡大
かくだい

を図
はか

ると

ともに、社会
しゃかい

や地域
ち い き

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

*、虐待
ぎゃくたい

の防
ぼう

止
し

やバリアフリー *化
か

の推進
すいしん

など、障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

みやすい社会
しゃかい

づくり

に取
と

り組
く

みます。 

(5) 地域
ち い き

の役割
やくわり

 

地域
ち い き

は、企業
きぎょう

、団体
だんたい

、市民
し み ん

等
とう

の様々
さまざま

な主体
しゅたい

で構成
こうせい

されています。地
ち

域
いき

全
ぜん

体
たい

が互
たが

いにつながり、 障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる環境
かんきょう

づく

りに取
と

り組
く

みます。 

(6) 市民
し み ん

の役割
やくわり

 

社会
しゃかい

や様々
さまざま

な主体
しゅたい

を構成
こうせい

しているのは、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりです。市民
し み ん

が、障
しょう

がいと 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して無
む

関
かん

心
しん

にならず、正
ただ

しい理
り

解
かい

と意
い

識
しき

をもっ

て共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて努
ど

力
りょく

します。 

 

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

と連携
れんけい

し、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

の点検
てんけん

・評価
ひょうか

 

計
けい

画
かく

の 着
ちゃく

実
じつ

な推
すい

進
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
かく

年
ねん

度
ど

の達
たっ

成
せい

状
じょう

況
きょう

の点
てん

検
けん

・評
ひょう

価
か

に関
かん

し 協
きょう

議
ぎ

を 行
おこな

い、その結
けっ

果
か

に応
おう

じて必
ひつ

要
よう

な対
たい

策
さく

を実
じっ

施
し

し

ていきます。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

のホームページなどで公開
こうかい

します。 



 

４１ 

 

第
だい

６ 章
しょう

 資
し

料
りょう

              

１ 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、昭和
しょうわ

43（1968）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、昭和
しょうわ

48（1973）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

、平成
へいせい

15（2003）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

な取組
とりくみ

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。 

平成
へいせい

16（2004）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

タラプに平成
へいせい

17（2005）

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。 
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平成
へいせい

17（2005）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
か い

設
せ つ

しま

した。 

 

さらに、平成
へいせい

18（2006）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、平成
へいせい

18（2006）

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。 

 

平成
へいせい

20（2008）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、平成
へいせい

22（2010）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
じ

立
りつ

訓
くん

練
れん

（生
せい

活
かつ

訓
くん

練
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

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、平成
へいせい

21（2009）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、

平成
へいせい

21（2009）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、平成
へいせい

22（2010）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

、平成
へいせい

24（2012）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。 

 

平成
へいせい

26（2014）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、平成
へいせい

29（2017）年
ねん

３月
がつ

には、重
じゅう

度
ど

重
ちょう

複
ふく

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「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、平成
へいせい

26（2014）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
じ

童
どう

発
はっ

達
たつ

支
し

援
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、平成
へいせい

28（2016）年
ねん
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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。 

 

 令和元
れ い わ が ん

（2019）年
ねん

には、だて地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターが、利用者
り よ う し ゃ

の重度化
じ ゅ う ど か

や高
こう

齢
れい

化
か

に対応
たいおう

するため、「日中
にっちゅう

サービス支援型
し え ん が た

グループホーム *（通称
つうしょう

Yama）」を開設
かいせつ

し

ました。翌令和
よ く れ い わ

２（2020）年
ねん

には、Yamaと同一
どういつ

敷地内
し き ち な い

に、これまで点在
てんざい

していた事
じ

業
ぎょう

所
しょ

を 集
しゅう

約
やく

するとともに就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

「だて地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターまめ

た」を開設
かいせつ

しました。共生型
きょうせいがた

地域
ち い き

福祉
ふ く し

拠点
きょてん

として 障
しょう

がい者
しゃ

、高齢者
こうれいしゃ

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

、

子
こ

どもたちが集
つど

い、お互
たが

いに支
ささ

え合
あ

い安
あん

心
しん

して生活
せいかつ

できる仕組
し く

みづくりを目指
め ざ

し

ています。 

 

一方
いっぽう

、大滝区
お お た き く

では、昭和
しょうわ

40（1960）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。 

昭和
しょうわ

48（1973）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
こう

生
せい

部
ぶ

は、温
おん

泉
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。平成
へいせい

24（2012）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

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、平成
へいせい

28（2016）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。 

 

昭和
しょうわ

49（1974）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。平成
へいせい

23（2011）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、昭和
しょうわ

51（1976）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。平成
へいせい

29（2017）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
り

用
よう

者
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
しょう

点
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、昭和
しょうわ

63（1988）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
じゅう

度
ど

身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

更
こう

生
せい

援
えん

護
ご

施
し

設
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
くん

練
れん

法
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。 

 



 

４４ 

 

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。 



 

４５ 

 

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 ちゅに開設

33 胆振ろうあ福祉協会設立 サポートハンズころころ開設

43 北海道立太陽の園開設

46 伊達市手をつなぐ育成会設立

北湯沢リハビリセンター更生部開設

北湯沢リハビリセンター療護部開設

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 伊達リハビリセンター開設

大滝学園開設

50 伊達手話の会結成

51 優徳荘開設 育成会地域活動センターあゆみ開設

53 栄寮等の援助付き住居が開設 特定非営利活動法人かしわ会開設

55 わかば会結成 バウムハウス開設

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

57 伊達肢体不自由児者父母の会設立 伊達市立星の丘小学校開校

地域家族会かしわ会設立 伊達市立星の丘中学校開校

つくしんぼ教室開設 相談室あい開設

61 ワークセンターえるむ開設 クローバ結成

大滝わらしべ園開設 ロッヂやすらぎ地域活動支援センター開設

ロッヂやすらぎ開設 さくらの会結成

ふれ愛ショップふきのとう開設 胆振西部児童デイサービスセンター開設

のぞみ等ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ制度化(国認可)

かしわ会小規模作業所開設

伊達市保健センター開設

伊達市幼児ことばの教室開設

放課後児童対策事業に着手 第２ふみだす開設

5 朗読ボランティアやまびこ結成 生活介護事業所あつまーる開設

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

8 伊達市点訳ボランティアの会結成 どんぐりころころ開設

地域援助センターらいむ開設 麦わらぼうし開設

伊達地方腎友会結成 まぁぶる開設

28 まぁぶるキッズ開設

わたぼうし開設

ミネルバ病院開院 湘南しいたけ開設

伊達市立有珠中学校優健分校開校 30 地域生活支援拠点整備（相談室あい委託）

さわやかともの会設立

12 ハッピーサークル設立

伊達視力障がい者協会設立

ふみだす開設

ｉ・ｂｏｘ開設 ibox短期入所（空床型）開設

伊達市児童デイサービスセンター開設 4 タラプ障がい者専用シェアハウス開設

5 boulangerie ibox弄月店開設

だて地域生活支援センター日中サービス支
援型グループホーム開設、短期入所事業・
共生型地域福祉拠点事業開始

だて地域生活支援センター新築移転、就労
継続支援Ｂ型まめた開設

元

2

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

野ぶどう(重度重複障がい者グループホー
ム)開設

26

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。

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

24

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

48

平
　
　
　
　
　
成

年号 年号

56

21

胆振ろうあ福祉協会が伊達聴力障害者協会
に改称

10

29

令
　
　
和

昭
　
　
　
　
　
和

63

元

19

18

11

16

平
　
　
　
　
　
成

15

 



 

４６ 

 

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

 

令
れい

和
わ

５年
ねん

７月
がつ

24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

３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

４期
き

伊達市
だ て 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

 ７日
にち

 

～８月
がつ

31日
にち

 
アンケート調査

ちょうさ

実施
じ っ し

 

   ９月
がつ

１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 

11月
がつ

２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

４期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

（素案
そ あ ん

）について 

  11月
がつ

24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

 

    12月
がつ

 ８日
にち

 
策
さく

定
てい

委
い

員
いん

会
かい

（第
だい

３回
かい

） 

・第
だい

４期
き

伊
だ

達
て

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

（素案
そ あ ん

）について 

令
れい

和
わ

６年
ねん

１月
がつ

17日
にち

～

２月
がつ

15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*） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４７ 

 

３ 第
だい

４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

 

 

伊達市
だ て 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

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

 

 （設置
せ っ ち

） 

第
だい

１条
じょう

 伊達市
だ て し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の策定
さくてい

に当
あ

たり、市民
し み ん

が主体
しゅたい

となった障
しょう

がい者
しゃ

の福祉
ふ く し

を推進
すいしん

す

る計画
けいかく

を策定
さくてい

するため、伊達市
だ て 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

（以下
い か

「委員会
い い んか い

」という｡)を設置
せ っ ち

す

る。 

 （所掌
しょしょう

事項
じ こ う

） 

第
だい

２条
じょう

 委員会
い い んか い

は、伊達市
だ て し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の原案
げんあん

について検討
けんとう

を行
おこな

うものとする。 

 （組織
そ し き

） 

第
だい

３条
じょう

 委
い

員
いん

会
かい

は、14名
めい

以
い

内
ない

の委
い

員
いん

で構
こう

成
せい

する。 

２ 委員
い い ん

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

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の代
だい

表
ひょう

者
しゃ

及
およ

び公
こう

募
ぼ

による者
もの

のうちから市長
しちょう

が委嘱
いしょく

する。 

 （任期
に ん き

） 

第
だい

４条
じょう

 委員
い い ん

の任期
に ん き

は委嘱
いしょく

の日
ひ

から計画
けいかく

決定
けってい

までとする。 

２ 委員
い い ん

が任期
に ん き

の途中
とちゅう

で交代
こうたい

した場合
ば あ い

の後任者
こうにんしゃ

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 

 （委
い

員
いん

長
ちょう

及
およ

び副
ふく

委
い

員
いん

長
ちょう

） 

第
だい

５条
じょう

 委
い

員
いん

会
かい

に委
い

員
いん

長
ちょう

及
およ

び副
ふく

委
い

員
いん

長
ちょう

各
かく

１名
めい

を置
お

き、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

によりこれを定
さだ

める。 

２ 委員長
いいんちょう

は、委員会
い い んか い

を代表
だいひょう

し、会務
か い む

を総理
そ う り

する。 

３ 副委員長
ふくいいんちょう

は、委員長
いいんちょう

を補佐
ほ さ

し、委員長
いいんちょう

に事故
じ こ

ある時
とき

は、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

 （会議
か い ぎ

） 

第
だい

６条
じょう

 委員会
い い んか い

は、委員長
いいんちょう

が招 集
しょうしゅう

し、その議長
ぎちょう

となる。ただし、委員
い い ん

の委嘱後
い し ょく ご

最初
さいしょ

の会議
か い ぎ

に

ついては、市長
しちょう

が招 集
しょうしゅう

する。 

２ 委員会
い い んか い

の会議
か い ぎ

は、委員
い い ん

の半数
はんすう

以上
いじょう

が出席
しゅっせき

しなければ会議
か い ぎ

を開
ひら

くことができない。 

 （意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

等
とう

） 

第
だい

７条
じょう

 委員長
いいんちょう

は、検討
けんとう

を進
すす

めるに当
あ

たり必要
ひつよう

と認
みと

めるときは、委員会
い い んか い

において関係者
かんけいしゃ

の出席
しゅっせき

を求
もと

め、その意見
い け ん

、説明
せつめい

又
また

は資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

を求めることができる。 

 （庶務
し ょ む

） 

第
だい

８条
じょう

 委員会
い い んか い

の庶務
し ょ む

は、健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

において処理
し ょ り

する。 

 （委任
い に ん

） 

第
だい

９条
じょう

 この要
よう

綱
こう

に定
さだ

めるもののほか、委
い

員
いん

会
かい

の運
うん

営
えい

に関
かん

し必
ひつ

要
よう

な事
じ

項
こう

は別
べつ

に定
さだ

める。 

   附
ふ

 則
そく

 

 （施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この要綱
ようこう

は、令
れい

和
わ

５年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施
し

行
こう

する。 

 （準備
じゅんび

行為
こ う い

） 

２ 委員
い い ん

の公募
こ う ぼ

の実施
じ っ し

に必要
ひつよう

な準備
じゅんび

行為
こ う い

は、前項
ぜんこう

に規定
き て い

する施行
し こ う

の日前
ひ ま え

においても、行
おこな

うこ

とができる。 

 

 

 



 

４８ 

 

第
だい

４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

（五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

） 

氏
し

  名
めい

 所
しょ

 属
ぞく

 名
めい

 

◎紺
こ ん

 野
の

 哲
て つ

 也
や

 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 

荒
あ ら

 井
い

 秀
ひ で

 樹
き

 市民
し み ん

（公募
こ う ぼ

）  

今
い ま

 村
む ら

 勝
か つ

 吉
よ し

 市民
し み ん

（公募
こ う ぼ

）  

北
き た

 島
じ ま

 寿
と し

 樹
き

 
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  

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

 

工
く

 藤
ど う

 真
ま

 弓
ゆ み

 伊達市
だ て し

ボラン ティア 連絡会
れ ん ら く か い

 

斉
さ い

 藤
と う

 末
す え

 男
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

 

島
し ま

 川
か わ

 弘
ひ ろ

 美
み

 市民
し み ん

（公募
こ う ぼ

）  

鷹
た か

 尾
お

 英
ひ で

 弥
や

 伊達
だ て

高等
こ う と う

養護
よ う ご

学校
が っ こ う

 

出
で

 口
く ち

 稔
と し

 和
か ず

 
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

 

伊達
だ て

分室
ぶ ん し つ

 

西
に し

 田
だ

 敏
と し

 文
ふ み

 
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  

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

 本
も と

 雄
ゆ う

 介
す け

 
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

 

                （◎委員長
いいんちょう

、○副委員長
ふくいいんちょう

） 

 

 

 

 

 



 

４９ 

 

４ 用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

【あ 行
ぎょう

】 

アクセシビリティ 

  施設
し せ つ

・設備
せ つ び

、サービス、情報
じょうほう

、制度
せ い ど

等
とう

の利用
り よ う

しやすさのこと。 

 

ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ） 

平成
へいせい

27（2015）年
ねん

の国連
こくれん

サミットで採択
さいたく

された「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

のための 2030

アジェンダ」に記載
き さ い

された、令和
れ い わ

12（2030）年
ねん

までに持続
じ ぞ く

可能
か の う

でより良
よ

い世界
せ か い

を

めざす国際
こくさい

目標
もくひょう

のこと。17 のゴールと 169 のターゲットから構成
こうせい

されている。 

 

 

【か 行
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
せい

活
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
そう

体
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
しゃ

会
かい

資
し

源
げん

の改
かい

善
ぜん

及
およ

び開
かい

発
はつ

を推
すい

進
しん

する援
えん

助
じょ

方
ほう

法
ほう

である。 



 

５０ 

 

更生
こうせい

医療
いりょう

 

18歳
さい

以上
いじょう

の身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

に対して、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
けい

減
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
もく

的
てき

として 行
おこな

われる医
い

療
りょう

。知
ち

事
じ

の定
さだ

める指
し

定
てい

医
い

療
りょう

機
き

関
かん

において 給
きゅう

付
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

 

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

とは、障害
しょうがい

のある方々
かたがた

の人権
じんけん

が障害
しょうがい

のない 方
かたがた

々と同
おな

じように保
ほ

障
しょう

されるとともに、教
きょう

育
いく

や 就
しゅう

業
ぎょう

、その他
た

社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

において 平
びょう

等
どう

に参加
さ ん か

できる

よう、それぞれの 障
しょう

害
がい

特
とく

性
せい

や困
こま

りごとに合
あ

わせておこなわれる配慮
はいりょ

のこと。 

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

では、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、その事務
じ む

・事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、個
ここ

々の場
ば

面
めん

で 障
しょう

がい者
しゃ

から「社会的
しゃかいてき

なバリアを取
と

り除
のぞ

いて欲
ほ

しい」

旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

に、その実
じっ

施
し

に 伴
ともな

う負
ふ

担
たん

が過
か

重
じゅう

でないときに、社
しゃ

会
かい

的
てき

なバリアを取
と

り除
のぞ

くために必
ひつ

要
よう

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
はいりょ

を講
こう

ずることとされてい

る。 

※「意思
い し

の表明
ひょうめい

」には、障
しょう

がい特性
とくせい

等
とう

により本人
ほんにん

の意思
い し

表示
ひょうじ

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

に、

障
しょう

がい者
しゃ

の家族
か ぞ く

や介助者
かいじょしゃ

など、コミュニケーションを支援
し え ん

する人
ひと

が本人
ほんにん

を補佐
ほ さ

して 行
おこな

う意思
い し

の表明
ひょうめい

も含
ふく

まれる。 

 

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
こく

民
みん

の 間
あいだ

に広
ひろ

く 障
しょう

がい者
しゃ

の福
ふく

祉
し

について関
かん

心
しん

と理
り

解
かい

を深
ふか

めるとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

が社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

等
とう

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

する意欲
い よ く

を高
たか

め

るため、平成
へいせい

16（2004）年
ねん

６月
がつ

に障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

において 12月
がつ

３日
にち

から 12月
がつ

９日
にち

までの１ 週
しゅう

間
かん

と定
さだ

められた。 

 

障害者
しょうがいしゃ

の日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

 

障
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

る地域社会
ち い き し ゃ 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
きょう

有
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
しょう

害
がい

福
ふく

祉
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
し

援
えん

を総
そう

合
ごう

的
てき

に定
さだ

めた法
ほう

律
りつ

。 

 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

 

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

する具体的
ぐ た い て き

な措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めることによ

り、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん 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
き

本
ほん

原
げん

則
そく

を具
ぐ

体
たい

化
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
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
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

。 

 



 

５１ 

 

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
ふ

自
じ

由
ゆう

なく利
り

用
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
けい

続
ぞく

的
てき

に 就
しゅう

労
ろう

支
し

援
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
じ

童
どう

福
ふく

祉
し

法
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

続
つづき

や負
ふ

担
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
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

福
ふく

祉
し

法
ほう

に基
もと

づき、身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

障
しょう

害
がい

程
てい

度
ど

等
とう

級
きゅう

表
ひょう

に掲
かか

げる身体上
しんたいじょう

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
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

福
ふく

祉
し

法
ほう

に基
もと

づく各種
かくしゅ

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
うん

賃
ちん

割
わり

引
びき

等
とう

の他法
た ほ う

他
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
せい

約
やく

がある人
ひと

に対
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
た ほ う

他
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、精神
せいしん

保健
ほ け ん

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する法律
ほうりつ

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

、精神病質
せいしんびょうしつ

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
せい

神
しん

医
い

療
りょう

を継
けい

続
ぞく

的
てき

に要
よう

する程
てい

度
ど

の 病
びょう

状
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
げん

則
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
ほ

佐人
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

。各
かく



 

５２ 

 

種
しゅ

契
けい

約
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
はん

断
だん

能
のう

力
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
ほう

定
てい

後
こう

見
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

れた地域
ち 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
たい

応
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

。 

 

デジタルサイネージ 

ディスプレイ・プロジェクターやスピーカーを通
つう

じて、画像
が ぞ う

・動画
ど う が

・音声
おんせい

に

よる「動
うご

きのある」情報
じょうほう

発信
はっしん

ができるメディアの総称
そうしょう

。電子
で ん し

看板
かんばん

とも呼
よ

ばれ、

従来
じゅうらい

のポスターや看板
かんばん

よりも多
おお

くの 情
じょう

報
ほう

を手
て

軽
がる

かつタイムリーに発信
はっしん

できる。 

 

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
きょう

育
いく

的
てき

支
し

援
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

する知識
ち 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
ほん

格
かく

的
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

める事
じ

業
ぎょう

。 

 

【な 行
ぎょう

】 

二次障
に じ し ょ う

がい 

もともとある 障
しょう

がいを主
おも

な原因
げんいん

として新
あら

たに出現
しゅつげん

した 症 状
しょうじょう

（発症
はっしょう

する疾患
しっかん

）

やもともとの 症 状
しょうじょう

の悪化
あ っ か

（ 障
しょう

がいの重度化
じ ゅ う ど か

）、新
あら

たに生
せい

活
かつ

上
じょう

に来
き

たす不
ふ

自
じ

由
ゆう

な

どのこと。 

 

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

する援助
えんじょ

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

。 

 

 



 

５３ 

 

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。 

 

ノーリフティングケア 

人力
じんりき

で持
も

ち上
あ

げない・抱
かか

え上
あ

げない・引
ひ

きずらないケア。スライディング用
よう

具
ぐ

やリフトなどの福祉
ふ く し

機器
き き

を活用
かつよう

するが、それだけではなく医療
いりょう

や福祉
ふ く し

の現
げん

場
ば

から腰痛
ようつう

をなくす取組
とりくみ

そのものを指
さ

す。腰痛
ようつう

予防
よ ぼ う

は個人
こ じ ん

の努力
どりょく

や技術
ぎじゅつ

だけでは

限界
げんかい

がある。事
じ

業者
ぎょうしゃ

が職員
しょくいん

を守
まも

り、職員
しょくいん

を守
まも

ることで利用者
り よ う し ゃ

を守
まも

るという 考
かんが

え

方
かた

のもとに、安全
あんぜん

に安心
あんしん

して 働
はたら

ける 職
しょくば

場を作
つく

る労
ろう

働
どう

安
あん

全
ぜん

の取
とり

組
くみ

のこと。 

 

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
へいめん

移動
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
い け ん

公募
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

める方法
ほうほう

をいう。  

 

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
で

入
いり

口
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
こう

造
ぞう

や仕
し

様
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
しん

理
り

的
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
ほう

 

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

する法律
ほうりつ

」と

いい、平成
へいせい

18（2006）年
ねん

12月
がつ

20日
にち

に施行
し こ う

された。ハートビル法
ほう

と交通
こうつう

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
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
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

  

高齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

など一般
いっぱん

の避難所
ひ な ん じ ょ

生活
せいかつ

では支障
ししょう

をきたす要配慮者
ようはいりょしゃ

に対
たい

して、

特別
とくべつ

の配慮
はいりょ

がなされた避難所
ひ な ん じ ょ

のこと。 

 

 



 

５４ 

 

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
こう

共
きょう

交
こう

通
つう

機
き

関
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
もく

的
てき

に有
ゆう

償
しょう

で行
おこ

う車
しゃ

両
りょう

による移
い

送
そう

サービスのこと。 

 

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ 

保護者
ほ ご し ゃ

が労働
ろうどう

等
とう

により昼間
ひ る ま

家庭
か て い

にいない小学校
しょうがっこう

に就学
しゅうがく

している児童
じ ど う

に対
たい

し、

授業
じゅぎょう

の終了後
しゅうりょうご

等
とう

に小学校
しょうがっこう

の余裕
よ ゆ う

教室
きょうしつ

や児童館
じ ど う か ん

等
とう

を利
り

用
よう

して適
てき

切
せつ

な遊
あそ

び 及
およ

び

生活
せいかつ

の場
ば

を与
あた

えて、その健全
けんぜん

な育成
いくせい

を図
はか

るもの。 

 

【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
と

市
し

・生
せい

活
かつ

環
かん

境
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
はっ

想
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、「自分
じ ぶ ん

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、そのために 行
おこな

われる全
すべ

ての活
かつ

動
どう

を指
さ

すものである。 

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
えい

響
きょう

を減
げん

少
しょう

させ、 障
しょう

がい者
もの

が社会
しゃかい

に融
と

け込
こ

むことを実
じつ

現
げん

するた

めのあらゆる手
しゅ

段
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

の直接的
ちょくせつてき

環 境 及
かんきょうきゅう

び社
しゃ

会
かい

全
ぜん

体
たい

に介
かい

入
にゅう

して社
しゃ

会
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
か

族
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
けい

画
かく

と実
じっ

施
し

に関
かん

与
よ

しなければならない」とされている。 

 

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
こう

付
ふ

対
たい

象
しょう

者
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
た ほ う

他
た

施策
し さ く

の

優
ゆう

遇
ぐう

措
そ

置
ち

がある。 

 

 

 

 

 

 



 

５５ 

 

５ アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

(1) 個人
こ じ ん

アンケート 

ア 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

 

本調査
ほんちょうさ

は、令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

を初年度
し ょ ね ん ど

とする第
だい

４期
き

伊達市
だ て し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の策
さく

定
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
い

向
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。 

 

イ 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
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

保
ほ

健
けん

福
ふく

 

祉
し

手
て

帳
ちょう

の所持者
し ょ じ し ゃ

 

 

ウ 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

】 

    令
れい

和
わ

５年
ねん

７月
がつ

１日
にち

 

   【調査
ちょうさ

期間
き か ん

】 

    令
れい

和
わ

５年
ねん

８月
がつ

７日
にち

～８月
がつ

31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

 

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

 1,300票
ひょう

 593票
ひょう

 45.6％ 591票
ひょう

 

    ※ 回 収 数
かいしゅうすう

に は 、 白 票
はくひょう

（ 2 票
ひょう

） が 含
ふ く

ま れ て い る 。  

 

 

 

 

 

 

 



５６ 
 

〇調査結果詳細 

問１ 調査票の記入者 
（SA，n=591） 

 

 

 
 

＜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) 

 
 

  

  全体(n=591)

身体障がい者(n=405)

知的障がい者(n=170)

精神障がい者(n=65)

【参考】平成30年調査(n=692)

障
が
い
種
別

本人（この調査

票が郵送された
宛名の方）

65.1 

72.3 

42.9 

80.0 

62.7 

本人の家族

17.3 

16.3 

23.5 

6.2 

20.8 

家族以外の

介助者

9.1 

4.0 

22.4 

4.6 

5.5 

不明

8.5 

7.4 

11.2 

9.2 

11.0 

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 65.1％、次い

で「本人の家族」が 17.3％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）」が最も多くなって

いますが、知的障がい者では 42.9％と他の障がいを持った人に比べ少なく、「本人の家族」が

23.5％、「家族以外の介助者」が 22.4％と高い割合になっています。 

◎ 平成 30 年度調査では「本人（この調査票が郵送された宛名の方）」が 62.7％となっています。 

５７ 
 

１．調査対象者のプロフィール 

問２ 年齢 

（SA，n=591） 

 

 

 

 

＜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

  全体(n=591) 3.7 4.6 5.8 8.0 11.0 16.6 47.9 2.5

身体障がい者(n=405) 1.0 1.5 3.7 4.9 8.1 17.8 61.7 1.2

知的障がい者(n=170) 12.4 11.2 12.9 15.3 15.3 11.8 15.3 5.9

精神障がい者(n=65) - 9.2 12.3 13.8 21.5 15.4 26.2 1.5

【参考】平成30年調査(n=692) 2.3 3.8 3.5 7.1 9.1 17.6 51.3 5.3

障
が
い

種
別

3.7 4.6 5.8 8.0 11.0 
16.6 

47.9 

2.5 
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
（％） 全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

〇 「70 歳以上」が約半数を占め 47.9％、次いで「60 歳代」が 16.6％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 61.7％、精神障がい者でも「70 歳以

上」が 26.2％を占め最も多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査でも「70 歳以上」が 51.3％で最も多くなっています。 



５８ 
 

問３ 性別 

（SA，n=591） 

 

 

 

 

 

  

  全体(n=591)

身体障がい者(n=405)

知的障がい者(n=170)

精神障がい者(n=65)

【参考】平成30年調査(n=692)

【参考】平成18年調査(n=683)

障
が
い
種
別

男性

46.2 

46.4 

48.2 

44.6 

43.8 

43.0 

女性

52.8 

53.1 

50.6 

53.8 

51.6 

52.9 

不明

1.0 

0.5 

1.2 

1.5 

4.6 

4.1 

〇 調査対象者の性別は「男性」が 46.2％、「女性」が 52.8％となっており、女性は男性より多くな

っています。 

● 障がい種別にみると、いずれの障がい種別においてもわずかに「女性」が多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 

５９ 
 

問４ 同居家族 

（MA，n=591） 

 

 

 

  

父

母

・

祖

父

母

・

兄

弟

配

偶

者
（

夫

ま

た

は

妻
）

子

ど

も

そ

の

他

い

な

い
（

一

人

で

暮

ら

し

て

い

る
）

不

明

  全体(n=591) 18.8 37.1 12.9 1.9 34.3 4.6

身体障がい者(n=405) 11.1 49.4 17.3 1.5 28.1 4.7

知的障がい者(n=170) 33.5 9.4 1.2 1.2 52.9 2.9

精神障がい者(n=65) 29.2 16.9 4.6 6.2 44.6 1.5

【参考】平成30年調査(n=692) 12.1 44.2 15.2 3.8 30.5 6.9

障
が
い

種
別

18.8 

37.1 

12.9 
1.9 

34.3 

4.6 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％） 全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

〇 同居家族では、「配偶者」がいる人が 37.1％、「父母・祖父母・兄弟」がいる人は 18.8％、「子ど

も」がいる人は 12.9％、「いない（一人で暮らしている）」と回答した人は 34.3％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 49.4％、知的障がい者で「いない

（ひとり暮らし）」と回答した人は 52.9％と他の障がいを持った人に比べ高くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「いない（一人で暮らしている）」が 3.8 ポイント高くなってい

ます。 



６０ 
 

２．日常生活について 

問５ 日常生活における介助の必要の有無（全体） 

（SA，n=591） 

 

 

 
 

  

n=591   (H30調査) n=692

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

①食事

②トイレ

③入浴

④衣服の着脱

⑤身だしなみ

⑥家の中の移動

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

ひとりでできる

87.1 

81.9 

84.3 

83.5 

74.6 

74.3 

81.9 

81.9 

75.5 

75.4 

85.8 

86.0 

60.4 

61.4 

70.4 

73.7 

58.7 

64.0 

64.1 

68.1 

一部介助が必要

5.8 

11.4 

6.3 

8.1 

13.5 

12.6 

9.3 

9.2 

15.1 

15.5 

6.1 

6.5 

21.2 

19.9 

17.1 

15.2 

19.3 

14.7 

12.7 

12.6 

全部介助が必要

3.9 

3.2 
5.8 

5.5 

8.5 

9.8 

5.1 

6.1 

5.9 

5.6 

3.9 
4.2 

13.7 

14.5 

8.3 

5.1 

18.6 

17.5 

19.8 

15.3 

不明

3.2 

3.5 

3.7 

2.9 

3.4 

3.3 

3.7 

2.7 

3.6 

3.5 

4.2 

3.3 

4.7 

4.2 

4.2 

6.1 

3.4 

3.8 

3.4 

4.0 

〇 日常生活において、①食事、②トイレ、④衣服の着脱、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、5～6 割台と他の行為に比べ低くなっています。 

６１ 
 

問５ 日常生活における介助の必要の有無（身体障がい者）  

（SA，n=405） 

 

 

 
 

  

n=405   (H30調査) n=531

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

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

①食事

②トイレ

③入浴

④衣服の着脱

⑤身だしなみ

⑥家の中の移動

ひとりでできる

88.6 

84.6 

86.4 

84.9 

76.0 

75.5 

82.2 

83.2 

80.7 

79.5 

85.2 

84.7 

64.9 

64.6 

79.8 

78.7 

71.1 

71.6 

74.1 

75.3 

一部介助が必要

4.2 

9.0 

4.2 

6.4 

11.6 

11.1 

9.1 

7.5 

9.9 

11.9 

6.2 

7.5 

19.0 

16.4 

9.1 

11.1 

13.1 

12.1 

9.1 

9.4 

全部介助が必要

4.7 

3.2 
5.9 

6.0 

9.4 

10.7 

5.7 

6.8 

6.2 

5.6 

4.4 

5.1 

11.6 

14.7 

7.2 

3.6 
12.8 

12.8 

13.8 

11.9 

不明

2.5 

3.2 

3.5 

2.6 

3.0 

2.6 

3.0 

2.4 

3.2 

3.0 

4.2 

2.6 

4.4 

4.3 

4.0 

6.6 

3.0 

3.6 

3.0 

3.4 

● 身体障がい者においては、①食事、②トイレ、④衣服の着脱、⑤身だしなみ、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、

64.9％と他の行為に比べ低くなっています。 



６２ 
 

問５ 日常生活における介助の必要の有無（知的障がい者） 

（SA，n=170） 

 

 

 
 

  

n=170   (H30調査) n=127

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

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

①食事

②トイレ

③入浴

④衣服の着脱

⑤身だしなみ

⑥家の中の移動

ひとりでできる

81.8 

74.8 

74.1 

78.7 

66.5 

68.5 

75.9 

78.0 

55.9 

56.7 

81.8 

91.3 

46.5 

41.7 

44.7 

50.4 

24.1 

27.6 

32.9 

35.4 

一部介助が必要

10.6 

17.3 

12.9 

15.7 

20.6 

22.0 

12.9 

18.1 

30.6 

33.9 

10.6 

3.9 
24.1 

37.0 

35.3 

33.9 

32.9 

26.0 

21.2 

22.8 

全部介助が必要

4.1 

5.5 

9.4 

3.9 
9.4 

7.9 

7.1 

2.4 
10.0 

6.3 

4.1 

1.6 
24.7 

18.9 

15.9 

11.0 

39.4 

43.3 

42.4 

36.2 

不明

3.5 

2.4 

3.5 

1.6 

3.5 

1.6 

4.1 

1.6 

3.5 

3.1 

3.5 

3.1 

4.7 

2.4 

4.1 

4.7 

3.5 

3.1 

3.5 

5.5 

● 知的障がい者においては、①食事、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、⑨お金の管理、⑩薬の管理に関しては、2～3 割台と他の行為

に比べ低くなっています。 

６３ 
 

問５ 日常生活における介助の必要の有無（精神障がい者） 

（SA，n=65） 

 

 

 
 

 

  

n=65   (H30調査) n=59

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

今回

前回

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

①食事

②トイレ

③入浴

④衣服の着脱

⑤身だしなみ

⑥家の中の移動

ひとりでできる

89.2 

78.0 

95.4 

91.5 

86.2 

78.0 

92.3 

86.4 

84.6 

74.6 

90.8 

84.7 

66.2 

64.4 

76.9 

69.5 

63.1 

59.3 

72.3 

62.7 

一部介助が必要

7.7 

13.6 

1.5 

1.7 
7.7 

8.5 

3.1 

3.4 
10.8 

15.3 

6.2 

3.4 
24.6 

18.6 

18.5 

20.3 

29.2 

20.3 

20.0 

18.6 

全部介助が必要

1.5 

3.4 

0.0 

3.4 

3.1 
10.2 

0.0 
6.8 

0.0 
5.1 

0.0 

3.4 
4.6 

10.2 

0.0 
5.1 

4.6 

15.3 

4.6 

13.6 

不明

1.5 

5.1 

3.1 

3.4 

3.1 

3.4 

4.6 

3.4 

4.6 

5.1 

3.1 

8.5 

4.6 

6.8 

4.6 

5.1 

3.1 

5.1 

3.1 

5.1 

● 精神障がい者においては、①食事、②トイレ、③入浴、④衣服の着脱、⑤身だしなみ、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、⑨

お金の管理に関しては、6 割台と他の行為に比べ低くなっています。  



６４ 
 

問６ 主に介助してくれる方 

（問 5/①～⑩のいずれかで介助が必要と回答した人⇒ MA，n=287） 

 

 

 

＜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

  全体(n=287) 23.3 21.6 9.8 46.7 2.8 7.0

身体障がい者(n=158) 13.3 34.8 15.2 41.1 4.4 7.0

知的障がい者(n=131) 36.6 3.8 0.8 60.3 1.5 4.6

精神障がい者(n=31) 32.3 19.4 6.5 38.7 - 9.7

【参考】平成30年調査(n=313) 17.6 30.7 12.1 43.1 3.5 8.3

障
が
い

種
別

23.3 21.6 

9.8 

46.7 

2.8 
7.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％） 全体(n=287) 【参考】平成30年調査(n=313)

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 46.7％で最も多く、次いで「父母・

祖父母・兄弟」が 23.3％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では、「ホームヘルパーや施設の職員」が 60.3％と他の障が

いを持った人に比べ多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査でも、「ホームヘルパーや施設の職員」が 43.1％で最も多くなっています。 

６５ 
 

問７① 主に介助してくれる家族（年齢） 

（問 6/家族に介助されていると回答した人⇒SA，n=140） 

 

 

 

＜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

  全体(n=140) - 1.4 4.3 10.7 21.4 15.0 42.1 5.0

身体障がい者(n=85) - 2.4 2.4 3.5 16.5 17.6 50.6 7.1

知的障がい者(n=52) - - 7.7 25.0 23.1 9.6 25.0 9.6

精神障がい者(n=16) - - - - 37.5 18.8 37.5 6.3

【参考】平成30年調査(n=179) - 0.6 3.4 11.2 20.1 22.9 36.3 5.6

障
が
い

種
別

0.0 1.4 
4.3 

10.7 

21.4 

15.0 

42.1 

5.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％）

〇 主に介助してくれる家族の年齢は、「70 歳以上」が 42.1％で最も多く、次いで「50 歳代」が

21.4％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では 40～50 歳代が約 5 割と他の障がいを持った人に比べ

多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査でも、「70 歳以上」が 36.3％で最も多くなっています。 



６６ 
 

問７② 主に介助してくれる家族（性別） 

（問 6/家族に介助されていると回答した人⇒SA，n=140） 

 

 

 

  

  全体(n=140)

身体障がい者(n=85)

知的障がい者(n=52)

精神障がい者(n=16)

【参考】平成30年調査(n=179)

【参考】平成18年調査(n=313)

障
が
い
種
別

男性

32.1 

37.6 

17.3 

50.0 

35.2 

30.4 

女性

65.0 

58.8 

76.9 

43.8 

60.9 

51.1 

不明

2.9 

3.5 

5.8 

6.3 

3.9 

18.5 

〇 主に介助してくれる家族の性別は、「男性」が 32.1％、「女性」が 65.0％と女性が圧倒的に多く

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 76.9％と圧倒的に多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「女性」が 4.1 ポイント高くなっています。 

６７ 
 

問７③ 主に介助してくれる家族（健康状態） 

（問 6/家族に介助されていると回答した人⇒SA，n=140） 

 

 

 

＜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) 

 
 

  

  全体(n=140)

身体障がい者(n=85)

知的障がい者(n=52)

精神障がい者(n=16)

【参考】平成30年調査(n=179)

障
が
い
種
別

よい

23.6 

18.8 

25.0 

25.0 

20.1 

ふつう

56.4 

56.5 

55.8 

43.8 

49.7 

よくない

15.0 

20.0 

7.7 

25.0 

26.3 

不明

5.0 

4.7 

11.5 

6.3 

3.9 

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 15.0％となっています。 

● 障がい種別にみると、精神障がい者では「よくない」と回答した人が 25.0％と他の障がいを持

った人に比べ多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「よくない」と回答した人は 11.3 ポイント低くなっています。 



６８ 
 

３．障がいについて 

問８ 身体障害者手帳の所有の有無 

（SA，n=591） 

 

 

 

＜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

  全体(n=591) 20.6 11.7 11.3 15.6 4.9 4.4 24.7 6.8

身体障がい者(n=405) 30.1 17.0 16.5 22.7 7.2 6.4 - -

知的障がい者(n=170) 9.4 7.6 2.9 2.4 0.6 2.4 63.5 11.2

精神障がい者(n=65) 4.6 23.1 9.2 - - - 55.4 7.7

【参考】平成30年調査(n=692) 21.7 14.5 13.4 17.5 5.9 3.8 15.5 7.8

障
が
い

種
別

20.6 

11.7 11.3 

15.6 

4.9 

4.4 

24.7 

6.8 

0.0

10.0

20.0

30.0
（％） 全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

〇 身体障害者手帳の所有の有無に関しては、「１級」が最も多く 20.6％、次いで「４級」が 15.6％

となっており、所持者は 68.5％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 30.1％で最も多く、次いで「４級」が 22.7％

となっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「持っていない」が 9.2 ポイント高くなっています。 

６９ 
 

問９ 主たる障がい 

（問 8/身体障害者手帳を持っていると回答した人⇒SA，n=405） 

 

 

 

＜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) 
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が
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が
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（
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覚

障
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複
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音

声

・

言

語
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そ
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ゃ
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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

（

１
～

７

以

外
）

不

明

  全体(n=405) 5.2 5.4 - 1.0 6.9 34.8 4.4 28.6 13.6

身体障がい者(n=405) 5.2 5.4 - 1.0 6.9 34.8 4.4 28.6 13.6

知的障がい者(n=43) 11.6 9.3 - 4.7 2.3 20.9 7.0 16.3 27.9

精神障がい者(n=24) - - - 4.2 8.3 4.2 4.2 41.7 37.5

【参考】平成30年調査(n=531) 5.3 6.6 0.9 6.4 35.8 6.6 24.1 14.3

障
が
い

種
別

5.2 5.4 

0.0 1.0 

6.9 

34.8 

4.4 

28.6 

13.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
（％） 全体(n=405) 【参考】平成30年調査(n=531)

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 34.8％で最も多く、次いで「内部障がい」が 28.6％となっています。 

◎ 平成 30 年度調査でも、「肢体不自由（下肢）」が 35.8％で最も多くなっています。 



７０ 
 

問 10 療育手帳の所有の有無 

（SA，n=591） 

 

 

 

＜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) 

 

 

  

  全体(n=591)

身体障がい者(n=405)

知的障がい者(n=170)

精神障がい者(n=65)

【参考】平成30年調査(n=692)

障
が
い
種
別

Ａ判定

12.0 

6.7 

41.8 

1.5 
8.5 

Ｂ判定

16.8 

4.0 

58.2 

9.2 

9.8 

持っていない

56.3 

73.3 

0.0 
60.0 

63.7 

不明

14.9 

16.0 

0.0 

29.2 

17.9 

〇 療育手帳の所有の有無について、「Ａ判定」は 12.0％、「Ｂ判定」は 16.8％となっており、所持

者は 28.8％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「Ａ判定」は 41.8％、「Ｂ判定」は 58.2％となっていま

す。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「持っていない」が 7.4 ポイント低くなっています。 

７１ 
 

問 11 精神障害者保健福祉手帳の所有の有無 

（SA，n=591） 

 

 
 

＜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) 

 

 

  

  全体(n=591)

身体障がい者(n=405)

知的障がい者(n=170)

精神障がい者(n=65)

【参考】平成30年調査(n=692)

障
が
い
種
別

１級

1.2 

0.7 

0.0 

10.8 

1.2 

２級

7.3 

4.0 

4.1 

66.2 

4.9 

３級

2.5 

1.2 

0.0 

23.1 

2.5 

持っていない

75.1 

81.7 

81.2 

0.0 

75.6 

不明

13.9 

12.3 

14.7 

0.0 

15.9 

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 7.3％、「３級」が 2.5％、「１級」が

1.2％となっており、所持者は 11.0％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 66.2％で最も多く、次いで「３級」が 23.1％、

「１級」が 10.8％となっています。 

◎ 平成 30 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。 



７２ 
 

問 12 強度行動障害の有無 

（SA，n=591） 

 

 
 

 

 

  

  全体(n=591)

身体障がい者(n=405)

知的障がい者(n=170)

精神障がい者(n=65)

障
が
い
種
別

ある

3.4 

3.2 

4.1 

15.4 

ない

86.0 

85.9 

89.4 

80.0 

不明

10.7 

10.9 

6.5 

4.6 

〇 強度行動障害の有無について、「ある」と回答した人は 3.4％となっています。 

● 障がい種別にみると、精神障がい者では「ある」と回答した人が 15.4％と他の障がいを持った

人に比べ多くなっています。 

７３ 
 

４．住まいや暮らしについて 

問 13 現在の暮らし方 

（SA，n=591） 

 

 
＜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) 
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祉
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設
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援
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設
）
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ら
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て

い

る

病

院

に

入

院

し

て

い

る

そ

の

他

不

明

  全体(n=591) 17.8 58.5 11.0 3.0 3.2 1.0 0.2 5.2

身体障がい者(n=405) 18.8 65.4 4.7 2.7 2.7 1.2 0.2 4.2

知的障がい者(n=170) 11.2 41.8 34.1 7.1 2.4 - 0.6 2.9

精神障がい者(n=65) 27.7 49.2 10.8 1.5 4.6 1.5 - 4.6

【参考】平成30年調査(n=692) 19.4 62.0 4.8 2.5 4.2 1.7 1.2 4.3

障
が
い

種
別

17.8 

58.5 

11.0 
3.0 3.2 1.0 0.2 

5.2 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
（％） 全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

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 58.5％を占め、一方「一人で
暮らしている」と回答した人は 17.8％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者では「家族と暮らしている」と回答した人が 65.4％、知的
障がい者では「グループホームで暮らしている」が 34.1％と他の障がいを持った人に比べ多く
なっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「グループホームで暮らしている」が 6.2 ポイント高くなって
います。 



７４ 
 

問 14 地域社会で生活するために必要だと思う支援 

（問 13/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=43） 
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明

  全体(n=43) 60.5 51.2 48.8 37.2 34.9 34.9 32.6 25.6 14.0 -

身体障がい者(n=27) 51.9 59.3 37.0 18.5 29.6 29.6 33.3 14.8 18.5 -

知的障がい者(n=16) 50.0 50.0 62.5 62.5 18.8 37.5 31.3 31.3 12.5 -

精神障がい者(n=5) 80.0 60.0 60.0 40.0 40.0 60.0 20.0 40.0 - -

【参考】平成30年調査(n=58) 44.8 58.6 41.4 20.7 37.9 41.4 39.7 5.2 8.6

障
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別
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0.0 
0.0
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20.0
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40.0

50.0

60.0

70.0
（％） 全体(n=43) 【参考】平成30年調査(n=58)

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、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が 60.5％で最も

高く、次いで「経済的な負担の軽減」が 51.2％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 30 年度調査と比較すると、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が 15.7 ポイン

ト高くなっています。 

７５ 
 

問 15 将来、暮らしたい場所 

（SA，n=591） 
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で
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明

  全体(n=591) 57.2 12.5 6.9 5.8 4.7 2.7 1.4 8.8

身体障がい者(n=405) 61.5 13.8 3.7 3.5 4.9 3.5 1.2 7.9

知的障がい者(n=170) 48.2 9.4 16.5 11.2 1.8 2.9 1.2 8.8

精神障がい者(n=65) 58.5 10.8 9.2 7.7 4.6 - 3.1 6.2

一人で暮らしている(n=105) 68.6 2.9 2.9 4.8 3.8 - 4.8 12.4

家族と暮らしている(n=346) 58.1 15.0 6.4 5.8 4.3 2.3 0.9 7.2

グループホームで暮らしている(n=65) 53.8 9.2 16.9 10.8 1.5 - - 7.7

福祉施設（障がい者支援施設）で暮らしている(n=18) 22.2 22.2 11.1 5.6 - 27.8 - 11.1

福祉施設（高齢者支援施設）で暮らしている(n=19) 68.4 10.5 - - 21.1 - - -

病院に入院している(n=6) 16.7 16.7 16.7 16.7 - 16.7 - 16.7

その他(n=1) - - 100.0 - - - - -

【参考】平成30年調査(n=692) 54.3 17.3 4.3 5.6 5.6 3.5 1.7 7.5
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（％） 全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

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 57.2％、「家族と一緒

に暮らしたい」と回答した人が 12.5％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「一般の住宅で一人暮らしをしたい」と回答した人が

16.5％と他の障がいを持った人に比べ多くなっています。 

● 現在の暮らし方からみると、グループホームで暮らしている人は「今のまま生活したい」が

53.8％、「グループホームなどを利用したい」が 10.8％となっていることから、6 割強の人がグ

ループホームでの生活を望んでいることが推察されます。 

◎ 平成 30 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 



７６ 
 

５．日中活動や就労について 

問 16 外出頻度 

（SA，n=591） 

 

 
 

＜参考＞平成 18 年度調査/Q. どれくらい外出しますか。(SA) 

 

 

  

  全体(n=591) 76.5

身体障がい者(n=405) 75.0

知的障がい者(n=170) 83.5

精神障がい者(n=65) 70.7

【参考】平成30年調査(n=692) 74.5

障
が
い
種
別

1

週

間

に

数

回

以

上

（

％
）毎日外出する

35.0 

29.1 

49.4 

41.5 

28.3 

１週間に数回

外出する

41.5 

45.9 

34.1 

29.2 

46.2 

めったに

外出しない

13.7 

14.8 

7.6 

18.5 

15.3 

まったく

外出しない

6.1 

7.4 

4.1 

4.6 

5.5 

不明

3.7

2.7

4.7

6.2

4.6

〇 外出頻度について、「毎日外出する」と回答した人は 35.0％、「１週間に数回外出する」と回答

した人は 41.5％となっており、１週間に数回以上外出する人は 76.5％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身体障がい者で 75.0％、知的障がい者で

83.5％、精神障がい者で 70.7％となっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「毎日外出する」と回答した人は 6.7 ポイント高くなっていま

す。 

７７ 
 

問 17 外出時の主な同伴者 

（問 16/外出すると回答した人⇒SA，n=533） 

 

 
 

  

一

人

で

外

出

す

る

配

偶

者
（

夫

ま

た

は

妻
）

ホ
ー

ム

ヘ

ル

パ
ー

や

施

設

の

職

員

父

母

・

祖

父

母

・

兄

弟

子

ど

も

そ

の

他

の

人
（

ボ

ラ

ン

テ
ィ

ア

等
）

不

明

  全体(n=533) 43.3 19.1 13.9 9.6 5.4 0.9 7.7

身体障がい者(n=364) 42.3 25.8 9.1 6.6 7.7 1.4 7.1

知的障がい者(n=155) 36.8 3.9 29.7 18.1 0.6 0.6 10.3

精神障がい者(n=58) 55.2 12.1 10.3 12.1 3.4 1.7 5.2

【参考】平成30年調査(n=622) 43.7 24.1 9.6 7.2 6.6 1.0 7.7

障
が
い

種
別

43.3 

19.1 13.9 
9.6 

5.4 
0.9 

7.7 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％） 全体(n=533) 【参考】平成30年調査(n=622)

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

43.3％、「配偶者（夫または妻）」と回答した人は 19.1％となっています。 

● 障がい種別にみると、いずれの障がい種別においても「一人で外出する」が最も多くなっていま

す。 

◎ 平成 30 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 



７８ 
 

問 18 外出時の目的 

（問 16/外出すると回答した人⇒MA，n=533） 

 

 
 

 

  

買

い

物

通

院

・

リ

ハ

ビ

リ

仕

事

散

歩

趣

味

・

遊

び

各

種

手

続

き

サ
ー

ク

ル

活

動

・

団

体

活

動

通

学

そ

の

他

不

明

  全体(n=533) 65.1 53.5 27.4 27.4 22.1 17.3 9.9 3.8 7.9 12.8

身体障がい者(n=364) 67.3 56.3 19.2 25.5 21.4 19.5 10.7 0.8 6.6 12.6

知的障がい者(n=155) 55.5 40.0 47.7 29.7 17.4 3.9 5.8 12.3 11.6 14.2

精神障がい者(n=58) 77.6 55.2 34.5 43.1 22.4 22.4 8.6 - 1.7 12.1

【参考】平成30年調査(n=622) 61.7 35.0 19.8 25.9 23.8 11.9 11.3 2.4 7.4 14.6

【参考】平成18年調査(n=593) 58.0 42.0 19.9 32.2 21.4 7.1 10.5 2.4 7.9 2.7

障
が
い

種
別

65.1 

53.5 

27.4 27.4 
22.1 

17.3 
9.9 

3.8 
7.9 

12.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
（％） 全体(n=533) 【参考】平成30年調査(n=622)

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 65.1％

で最も多く、次いで「通院・リハビリ」が 53.5％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」が 47.7％、精神障がい者では「買い物」「散歩」

が各々77.6％、43.1％と他の障がいを持った人に比べ多くなっています。 

◎ 平成 18 年度調査と比較すると、「通院・リハビリ」が 18.5 ポイント高くなっています。 

  ※平成 18 年、30 年調査では「通院・リハビリ」→「治療・リハビリ」で調査を実施しています。 
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問 19 外出しやすくするために必要なこと 

（３MA，n=591） 

 

 
 

 

  

交

通

費

へ

の

公

費

助

成

の

充

実

建

物

の

入

口

や

内

部

の

段

差

の

解

消

や

手

す

り

の

設

置

休

憩

場

所

の

確

保

障

が

い

に

対

す

る

周

囲

の

理

解

歩

道

の

段

差

・

障

害

物

の

解

消

・

点

字

ブ

ロ
ッ

ク

の

設

置

障

が

い

者

用

の

ト

イ

レ
、

ス

ロ
ー

プ
、

エ

レ

ベ
ー

タ
ー

の

確

保

障

が

い

者

対

応

の

車

両

を

増

や

す
（

介

護

タ

ク

シ
ー

、

低

床

バ

ス

な

ど
）

障

が

い

者

用

の

駐

車

場

の

確

保

外

出

時

の

介

護

者
、

支

援

者

の

派

遣

バ

リ

ア

フ

リ
ー

の

情

報

音

の

出

る

信

号

・

見

え

や

す

い

道

路

標

識 そ

の

他

不

明

  全体(n=591) 28.6 22.8 22.0 19.6 17.8 17.4 15.7 14.6 13.5 5.8 5.2 3.7 20.3

身体障がい者(n=405) 28.6 28.9 22.0 14.1 19.3 17.5 18.5 19.0 9.4 4.0 3.7 4.0 18.8

知的障がい者(n=170) 22.4 10.0 18.8 29.4 20.0 18.2 14.1 4.1 22.9 12.4 9.4 2.9 24.7

精神障がい者(n=65) 30.8 10.8 24.6 30.8 6.2 12.3 10.8 7.7 12.3 9.2 3.1 6.2 23.1

障
が
い

種
別

28.6 

22.8 22.0 
19.6 17.8 17.4 15.7 14.6 13.5 

5.8 5.2 3.7 

20.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
（％）

〇 外出しやすくするために必要なことについて尋ねたところ、「交通費への公費助成の充実」が

28.6％で最も高く、次いで「建物の入口や内部の段差の解消や手すりの設置」が 22.8％、「休憩

場所の確保」が 22.0％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「障がいに対する周囲の理解」が 29.4％、精神障がい

者では「交通費への公費助成の充実」「障がいに対する周囲の理解」が各々30.8％で最も高くな

っています。 



８０ 
 

問 20 市内で利用しづらい場所 

（MA，n=591） 

 

 
 

  

市

役

所

商

店

街

・

商

業

施

設

病

院

駅 郵

便

局

銀

行

市

役

所

以

外

の

公

共

施

設

職

場

や

学

校

通

所

施

設

・

就

労

継

続

支

援

事

業

所

そ

の

他

特

に

な

い

不

明

  全体(n=591) 21.2 18.6 16.9 14.7 14.6 12.9 9.3 4.2 4.1 2.9 41.6 10.8

身体障がい者(n=405) 23.0 18.0 17.0 15.1 15.3 12.6 8.9 3.0 2.5 3.0 39.8 10.9

知的障がい者(n=170) 15.3 17.6 16.5 14.1 11.2 11.8 7.6 5.3 4.7 3.5 47.1 10.6

精神障がい者(n=65) 18.5 16.9 16.9 15.4 6.2 15.4 9.2 6.2 12.3 4.6 44.6 10.8

障
が
い

種
別

21.2 
18.6 16.9 14.7 14.6 12.9 

9.3 
4.2 4.1 2.9 

41.6 

10.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％）

〇 市内で利用しづらい場所について尋ねたところ、「市役所」が 21.2％で最も多く、次いで「商店

街・商業施設」が 18.6％、「病院」が 16.9％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「市役所」が各々23.0％、18.5％で最も

多く、知的障がい者では「商店街・商業施設」が 17.6％で最も多くなっています。 

８１ 
 

問 21 収入を得る仕事の有無 

（SA，n=591） 

 

 
＜参考＞平成 30 年度調査/Q. あなたは平日の日中を主にどのように過ごしていますか。(SA) 

 

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

 
 

  全体(n=591)

身体障がい者(n=405)

知的障がい者(n=170)

精神障がい者(n=65)

障
が
い
種
別

している

31.1 

23.7 

52.9 

33.8 

していない

65.3 

73.3 

45.9 

58.5 

不明

3.6 

3.0 

1.2 

7.7 

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
(%)

〇 収入を得る仕事の有無について尋ねたところ、「している」が 31.1％、「していない」が 65.3％

となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「している」が 52.9％となっています。 

◎ 平成 30 年度調査では、「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」と回答

した人が 14.9％となっています。 



８２ 
 

問 22 勤務形態 

（問 21/収入を得る仕事をしていると回答した人⇒SA，n=184） 

 

 
 

＜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) 

 
 

  

  全体(n=184)

身体障がい者(n=96)

知的障がい者(n=90)

精神障がい者(n=22)

【参考】平成30年調査(n=103)

障

が

い

種

別

正職員で他

の職員と勤

務条件等に

違いはない

正職員で短

時間勤務な

どの障がい

者配慮があ

る

パート・ア

ルバイト等

の非常勤職

員、派遣職

員

自営業、農

林水産業な

ど

その他 不明

16.3 

15.6 

14.4 

18.2 

24.3 

10.3 

7.3 

13.3 

0.0 

8.7 

26.1 

35.4 

15.6 

27.3 

35.9 

10.3 

18.8 

1.1 

4.5 

20.4 

31.5 

16.7 

48.9 

50.0 

3.9 

5.4 

6.3 

6.7 

0.0 

6.8 

〇 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 26.1％で最も多く、次いで「正職員で他の職員

と勤務条件等に違いはない」が 16.3％となっています。その他には“就労支援Ｂ型事業所”“日中

活動支援事業所”といった記述が多く挙がっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者、精神障がい者では「パート・アルバイト等の非常勤職員、

派遣職員」が各々35.4％、27.3％で最も多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「パート・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員」「自営業、農

林水産業など」が約 10 ポイント低くなっています。 
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問 23 収入を得る仕事に対する意向 

（問 21/18～64 歳で収入を得る仕事をしていないと回答した人⇒SA，n=86） 

 

 

 

 

 

  

  全体(n=86)

身体障がい者(n=48)

知的障がい者(n=31)

精神障がい者(n=22)

【参考】平成30年調査(n=132)

障
が
い
種
別

仕事をしたい

27.9 

20.8 

32.3 

36.4 

37.1 

仕事はしたくな

い、できない

69.8 

79.2 

67.7 

54.5 

46.2 

不明

2.3 

0.0 

0.0 

9.1 

16.7 

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 27.9％となっています。 

● 障がい種別にみると、精神障がい者では「仕事をしたい」が 36.4％と他の障がいを持った人に

比べ多くなっています。 



８４ 
 

問 24 したいと思う仕事の業種 

（問 23 で収入を得る仕事をしたいと回答した人⇒MA，n=24） 

 

 

 

 

 

  

製

造

業

サ
ー

ビ

ス

業

宿

泊

業
、

飲

食

サ
ー

ビ

ス

業

教

育
、

学

習

支

援

業

農

業

・

林

業

卸

売

業
、

小

売

業

医

療
、

福

祉

漁

業

鉱

業
、

採

石

業
、

砂

利

採

取

業

金

融

業
、

保

険

業

不

動

産

業
、

物

品

賃

貸

業

複

合

サ
ー

ビ

ス

業

建

設

業

電

気

・

ガ

ス

・

熱

供

給

・

水

道

業

情

報

通

信

業

運

輸

業
、

郵

便

業

そ

の

他

不

明

  全体(n=24) 16.7 16.7 12.5 12.5 8.3 8.3 8.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 - - - - 33.3 20.8

身体障がい者(n=10) 10.0 10.0 20.0 20.0 - - 10.0 - - 10.0 10.0 10.0 - - - - 40.0 10.0

知的障がい者(n=10) 30.0 10.0 10.0 - 20.0 10.0 - 10.0 10.0 - - - - - - - 40.0 20.0

精神障がい者(n=8) - 25.0 12.5 12.5 - 12.5 12.5 - - - - - - - - - 25.0 37.5

【参考】平成30年調査(n=49) 6.1 10.2 0.0 0.0 18.4 4.1 10.2 2.0 2.0 2.0 0.0 4.1 0.0 0.0 2.0 6.1 34.7 22.4

障
が
い

種
別

16.7 16.7 
12.5 12.5 

8.3 8.3 8.3 
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

0.0 0.0 0.0 0.0 

33.3 

20.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
（％） 全体(n=24) 【参考】平成30年調査(n=49)

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、「製

造業」「サービス業」が各々16.7％で最も多くなっています。 

● 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 30 年度調査との比較は、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 25 仕事をしたくない、できない理由 

（問 23/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=60） 

 

 

 

＜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) 

 

 

  

障

が

い

・

病

状

が

重

い

か

ら

就

職

先

が

な

い

か

ら 福

祉

施

設

に

入

所

し

て

い

る

か

ら

通

勤

手

段

が

な

い

か

ら

リ

ハ

ビ

リ

・

職

業

訓

練

中

だ

か

ら

高

齢

だ

か

ら

入

院

中

だ

か

ら

学

校

に

通
っ

て

い

る

か

ら

そ

の

他

不

明

  全体(n=60) 58.3 28.3 16.7 13.3 6.7 5.0 3.3 - 20.0 3.3

身体障がい者(n=38) 57.9 31.6 10.5 13.2 7.9 5.3 2.6 - 21.1 5.3

知的障がい者(n=21) 76.2 23.8 38.1 - - - 4.8 - 4.8 -

精神障がい者(n=12) 66.7 25.0 - 16.7 8.3 8.3 - - 33.3 -

【参考】平成30年調査(n=61) 67.2 18.0 13.1 11.5 1.6 8.2 8.2 0.0 14.8 6.6

障
が
い

種
別

58.3 

28.3 

16.7 13.3 
6.7 5.0 3.3 0.0 

20.0 

3.3 
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0
（％） 全体(n=60) 【参考】平成30年調査(n=61)

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 58.3％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 30 年度調査においても「障がい・病状が重いから」が 67.2％で最も高くなっています。 



８６ 
 

問 26 障がい者に必要と思う就労支援 

（MA，n=591） 

 

 
 

  

職

場

の

上

司

や

同

僚

に

障

が

い

の

理

解

が

あ

る

こ

と

職

場

の

障

が

い
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理

解

短

時

間

勤

務

や

勤

務

等
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配

慮
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勤

手

段
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確

保

勤

務

場

所
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お

け
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バ

リ

ア

フ

リ
ー

等

の

配

慮

就

労

後

の

フ
ォ

ロ
ー

な

ど

職

場

と

支

援

機

関

の

連

携

職

場

で

介

助

や

援

助

等

が

受

け

ら

れ

る

こ

と

仕

事

に

つ

い

て

の

職

場

外

で

の

相

談

対

応
、

支

援

在

宅

勤

務

の

拡

充

企

業

ニ
ー

ズ

に

合
っ

た

就

労

訓

練

職

業

訓

練

そ

の

他

不

明

  全体(n=591) 41.5 40.4 35.7 32.1 28.4 22.5 21.8 19.1 18.4 14.0 10.7 2.4 29.8

身体障がい者(n=405) 35.6 32.1 33.8 29.6 22.0 16.8 15.8 15.1 19.5 11.1 7.7 2.2 36.0

知的障がい者(n=170) 58.2 62.9 38.8 39.4 52.9 34.7 38.8 25.3 14.7 18.2 12.4 4.1 11.8

精神障がい者(n=65) 44.6 43.1 44.6 38.5 12.3 29.2 29.2 24.6 21.5 26.2 21.5 3.1 29.2

【参考】平成30年調査(n=692) 30.8 34.0 24.1 25.3 17.2 17.5 18.1 16.0 13.4 11.0 3.8 44.2

障
が
い

種
別

41.5 40.4 
35.7 

32.1 
28.4 

22.5 21.8 
19.1 18.4 

14.0 
10.7 

2.4 

29.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％）

全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

〇 障がい者に必要と思う就労支援について尋ねたところ、「職場の上司や同僚に障がいの理解があ

ること」と回答した人が 41.5％で最も高く、次いで「職場の障がい者理解」が 40.4％となって

います。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」「職場

の障がい者理解」「勤務場所におけるバリアフリー等の配慮」がいずれも 50％以上と他の障がい

を持った人に比べ高くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」「短時間勤務や

勤務等の配慮」「勤務場所におけるバリアフリー等の配慮」はいずれも 10 ポイント以上高くな

っています。 

８７ 
 

＜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) 

 

  



８８ 
 

６．悩みごと、困っていることについて 

問 27 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 

（MA，n=591） 
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が
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が
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が
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が
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が
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が
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が
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が
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タ
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）
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障

が
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す

る
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が
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分
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的

に

健

康
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受
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科

医

療
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け

ら

れ
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い

そ
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他

特

に

困
っ

た

り

不

便

を

感

じ

て

い

る

こ

と

は

な

い

不

明

  全体(n=591) 16.8 14.9 8.5 7.4 6.6 6.3 5.9 5.8 4.9 3.9 3.7 4.4 42.5 12.9

身体障がい者(n=405) 16.3 14.8 8.6 4.9 6.9 4.7 5.2 4.2 3.0 3.2 3.0 4.7 42.0 13.6

知的障がい者(n=170) 12.4 12.9 7.6 12.9 4.7 10.6 10.0 8.2 7.1 6.5 5.3 1.8 48.8 8.8

精神障がい者(n=65) 26.2 9.2 7.7 9.2 4.6 7.7 3.1 6.2 10.8 7.7 6.2 10.8 26.2 21.5

【参考】平成30年調査(n=692) 14.6 12.1 8.2 5.3 7.1 5.1 5.9 3.8 5.8 1.0 1.7 4.5 40.0 20.8

障
が
い

種
別
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8.5 7.4 6.6 6.3 5.9 5.8 4.9 3.9 3.7 4.4 

42.5 

12.9 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％）

全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

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、「医療費の負担が大きい」

「専門的な治療を行う医療機関がない」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、精神障がい者では「医療費の負担が大きい」と回答した人が 26.2％と他

の障がいを持った人に比べ高くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 

８９ 
 

＜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) 

 

  



９０ 
 

問 28 通園・通学で困っていること 

 

（問 2/調査対象者本人が 0～22 歳と回答した人⇒MA，n=33） 

 

 

＜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
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た
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わ
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・
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友
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介
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が
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児
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が
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・
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け

ら

れ

な

い

そ
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他
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園

・

通

学

は

し

て

い

な

い

特

に

困
っ

て

い

る

こ

と

は

な

い

不

明

  全体(n=33) 27.3 18.2 12.1 9.1 6.1 6.1 - - 9.1 9.1 27.3 15.2

身体障がい者(n=5) 60.0 - 20.0 20.0 - - - - - - - 20.0

知的障がい者(n=31) 25.8 19.4 12.9 9.7 6.5 6.5 - - 9.7 9.7 29.0 12.9

精神障がい者(n=1) - - - - - - - - - - - 100.0

【参考】平成30年調査(n=28) 17.9 10.7 25.0 3.6 3.6 10.7 7.1 - - 17.9 28.6 17.9

障
が
い

種
別
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9.1 9.1 

27.3 
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30.0

40.0
（％）

全体(n=33) 【参考】平成30年調査(n=28)

〇 通園・通学で困っていることについて尋ねたところ、「通うのが大変」が 27.3％で最も高くなっ
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 30 年度調査との比較は、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。 

９１ 
 

 

問 29 悩みや困ったことの相談相手 

（MA，n=591） 

 

 

＜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
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き

友
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ど
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サ
ー

ビ

ス

事

業

所

の

人

病

院

の

ケ
ー

ス

ワ
ー

カ
ー

や

介

護

保

険

の

ケ

ア

マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー

職

場

の

上

司

や

同

僚

近

所

の

人

相

談

支

援

事

業

所

な

ど

の

民

間

の

相
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が
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体
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委
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・
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や

困
っ

た
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な

い 誰
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相

談

し

な

い

不

明

  全体(n=591) 58.0 23.0 16.8 15.2 9.1 9.0 7.1 5.2 4.2 3.6 2.2 2.2 1.5 1.2 6.9 6.4 5.8

身体障がい者(n=405) 61.2 25.4 17.0 8.4 5.9 9.1 3.7 6.4 2.0 3.7 1.5 2.2 0.7 0.5 7.9 6.9 5.7

知的障がい者(n=170) 45.3 10.6 6.5 35.3 18.8 5.3 13.5 1.8 8.8 1.8 4.7 1.8 4.1 2.9 4.1 6.5 4.1

精神障がい者(n=65) 56.9 30.8 33.8 23.1 4.6 16.9 13.8 3.1 10.8 4.6 1.5 1.5 3.1 3.1 6.2 4.6 7.7

【参考】平成30年調査(n=692) 55.6 19.4 17.2 11.1 8.1 9.1 4.3 3.6 3.0 4.0 1.9 1.4 1.3 2.9 6.5 4.9 13.2
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全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

〇 悩みや困ったことの相談相手について尋ねたところ、「家族や親せき」と回答した人が 58.0％で

最も多く、次いで「友人・知人」が 23.0％、「かかりつけの医師や看護師」が 16.8％となってい

ます。一方、「誰にも相談しない」と回答した人は 6.4％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 35.3％、精神障がい者では「か

かりつけの医師や看護師」が 33.8％と他の障がいを持った人に比べ多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 



９２ 
 

 
 

問 30 悩みや困ったことを誰にも相談しない理由 

（問 29/悩みや困ったことを誰にも相談しないと回答した人⇒MA，n=38） 
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明

  全体(n=38) 36.8 26.3 18.4 15.8 7.9 36.8 5.3

身体障がい者(n=28) 39.3 21.4 21.4 10.7 10.7 35.7 7.1

知的障がい者(n=11) 18.2 27.3 9.1 18.2 - 63.6 -

精神障がい者(n=3) 33.3 33.3 - 100.0 - - -
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〇 悩みや困ったことを誰にも相談しない理由について尋ねたところ、「どこ（だれ）に相談してい

いかわからない」が 36.8％で最も高く、次いで「プライバシーの保護に不安がある」が 26.3％

となっています。 

９３ 
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問 31 障がいや福祉サービスに関する情報の入手経路 

（MA，n=591） 
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明

  全体(n=591) 32.3 29.8 23.7 23.7 14.7 14.6 14.0 7.6 6.9 5.8 2.7 1.9 0.8 9.1

身体障がい者(n=405) 37.3 37.5 23.0 14.3 17.0 13.6 12.8 4.9 7.7 2.5 3.0 1.0 1.0 9.1

知的障がい者(n=170) 18.8 10.6 26.5 52.9 7.1 12.9 13.5 16.5 5.9 12.9 1.8 5.9 0.6 8.2

精神障がい者(n=65) 30.8 16.9 26.2 26.2 18.5 30.8 18.5 7.7 4.6 10.8 1.5 1.5 - 7.7

【参考】平成30年調査(n=692) 35.7 28.0 27.7 15.6 13.3 15.6 7.1 6.2 7.5 4.8 2.5 1.0 2.6 16.6
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全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

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 32.3％で最も多く、次いで「行政機関の広報誌」が 29.8％、「家族や

親せき、友人・知人」「サービス事業所の人や施設職員」が各々23.7％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 52.9％、精神障

がい者では「かかりつけの医師や看護師」が 30.8％と他の障がいを持った人に比べ多くなって

います。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「インターネット」が 6.9 ポイント高くなっています。 

９５ 
 

＜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) 

 

  



９６ 
 

７．差別や虐待について  

問 32① 差別・嫌な思いの経験の有無 

（SA，n=591） 

 

 
 

＜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) 

 

 

  

  全体(n=591) 22.8

身体障がい者(n=405) 16.8

知的障がい者(n=170) 30.6

精神障がい者(n=65) 47.7

【参考】平成30年調査(n=692) 18.6

障
が
い
種
別

経

験

率

（

％
）

かつてあった

15.9 

11.6 

25.3 

21.5 

13.3 

現在もある

6.9 

5.2 

5.3 

26.2 

5.3 

ない

65.5 

70.9 

59.4 

41.5 

60.0 

不明

11.7 

12.3 

10.0 

10.8 

21.4 

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 15.9％、「現在もある」

と回答した人は 6.9％となっており、合わせた経験率は 22.8％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率は 30.6％、精神障がい者の経験率は 47.7％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 30 年度調査と比較すると、経験率は 4.2 ポイント高くなっています。 

９７ 
 

問 32② 虐待の経験の有無 

（SA，n=591） 

 

 

 

 

 

 

  

  全体(n=591) 5.4

身体障がい者(n=405) 2.7

知的障がい者(n=170) 12.4

精神障がい者(n=65) 12.3

【参考】平成30年調査(n=692) 2.9

障
が
い
種
別

経

験

率

（

％
）

かつてあった

4.6 

2.0 
11.2 

10.8 

2.6 

現在もある

0.8 

0.7 

1.2 

1.5 

0.3 

ない

72.4 

73.1 

70.6 

67.7 

63.3 

不明

22.2 

24.2 

17.1 

20.0 

33.8 

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 4.6％、「現在もある」と回答した

人は 0.8％となっており、合わせた経験率は 5.4％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率は 12.4％、精神障がい者の経験率は 12.3％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 30 年度調査と比較すると、経験率は 2.5 ポイント高くなっています。 
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問 33① 差別や嫌な思いをしたときの相談相手 

（問 32①/差別や嫌な思いをしたと回答した人⇒MA，n=135） 

 

 

 

 

 

  

家

族

病

院

友

人

・

知

人

障

が

い

者

関

連

施

設

市

役

所

の

窓

口

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

社

会

福

祉

協

議

会

民

生

委

員

・

児

童

委

員

保

健

所

障

が

い

者

団

体

そ

の

他

相

談

し

て

い

な

い

不

明

  全体(n=135) 37.0 11.9 10.4 8.1 6.7 6.7 3.7 1.5 1.5 1.5 0.7 5.2 37.8 4.4

身体障がい者(n=68) 36.8 7.4 10.3 4.4 7.4 4.4 1.5 1.5 - 1.5 - 4.4 38.2 7.4

知的障がい者(n=52) 40.4 5.8 7.7 13.5 3.8 15.4 9.6 - - 1.9 - 1.9 32.7 -

精神障がい者(n=31) 45.2 25.8 22.6 9.7 12.9 - 3.2 3.2 6.5 3.2 3.2 9.7 25.8 3.2

【参考】平成30年調査(n=129) 32.6 17.1 14.7 4.7 8.5 3.1 3.9 2.3 - - 2.3 5.4 30.2 8.5

障
が
い

種
別

37.0 

11.9 10.4 
8.1 

6.7 
6.7 

3.7 
1.5 1.5 1.5 0.7 5.2 

37.8 

4.4 
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
（％）

全体(n=135) 【参考】平成30年調査(n=129)

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 37.0％と最も多く、次いで「病院」が 11.9％となっています。

一方、「相談していない」と回答した人は 37.8％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」「友人・知人」が各々25.8％、22.6％と他の障

がいを持った人に比べ多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「相談していない」と回答した人は 7.6 ポイント高くなってい

ます。 

９９ 
 

問 33② 虐待を受けたときの相談相手 

（問 32②/虐待を受けたと回答した人⇒MA，n=32） 
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委
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  全体(n=32) 28.1 15.6 15.6 12.5 6.3 3.1 - - - - - 12.5 25.0 6.3

身体障がい者(n=11) 45.5 9.1 18.2 - 9.1 9.1 - - - - - 18.2 - 9.1

知的障がい者(n=21) 33.3 19.0 14.3 9.5 4.8 4.8 - - - - - 4.8 23.8 9.5

精神障がい者(n=8) 12.5 12.5 12.5 25.0 12.5 - - - - - - 12.5 25.0 25.0

【参考】平成30年調査(n=20) 25.0 15.0 15.0 5.0 - - - 5.0 10.0 10.0 - 20.0 25.0 5.0

障
が
い

種
別

28.1 

15.6 15.6 
12.5 

6.3 
3.1 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

12.5 

25.0 

6.3 

0.0

10.0

20.0

30.0
（％）

全体(n=32) 【参考】平成30年調査(n=20)

〇 虐待を受けたときの相談相手について尋ねたところ、「家族」が 28.1％でもっと多くなっていま

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 30 年度調査との比較は、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 34 差別・嫌な思いを受けた場所 

（問 32①/差別や嫌な思いをしたと回答した人⇒MA，n=135） 

 

 

 

  

学

校

・

仕

事

場

外

出

先

住

ん

で

い

る

地

域

病

院

な

ど

の

医

療

機

関
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を

楽

し

む

と

き

仕

事

を

探

す

と

き

そ

の

他

不

明

  全体(n=135) 47.4 25.9 17.0 14.1 11.9 9.6 15.6 10.4

身体障がい者(n=68) 41.2 30.9 11.8 19.1 11.8 5.9 16.2 16.2

知的障がい者(n=52) 59.6 28.8 13.5 9.6 17.3 3.8 15.4 -

精神障がい者(n=31) 35.5 12.9 32.3 22.6 12.9 29.0 19.4 9.7

【参考】平成30年調査(n=129) 39.5 27.1 20.2 20.2 11.6 10.9 10.9 8.5

障
が
い

種
別

47.4 

25.9 

17.0 
14.1 

11.9 9.6 
15.6 

10.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％） 全体(n=135) 【参考】平成30年調査(n=129)

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 47.4％で最も多く、次いで「外出先」が 25.9％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「学校・仕事場」が 59.6％、精神障がい者では「住ん

でいる地域」「仕事を探すとき」が各々32.3％、29.0％と他の障がいを持った人に比べ多くなっ

ています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「学校・仕事場」が 7.9 ポイント高くなっています。 

１０１ 
 

問 35 差別・嫌な思いの具体的な内容 

（問 32①/差別や嫌な思いをしたと回答した人⇒FA） 

 

※抜粋、原文のまま 
学校で 

普通学級の生徒から笑われたり、はやしたてられたりする。怖い。(女性/13 歳/知的障がい者) 

小学校のころプールでおよいでいていしなげられてケガした。あといっぱいあってかききれない(男性/47 歳/知的障がい者) 

小学校の時、みんなと同じことができなく、もん句を言われた。(男性/18 歳/知的障がい者) 

職場で 

仕事を覚えにくい事に対して理解が無く、相談しようが無かった。（一般なので仕方ない）(女性/26 歳/身体障がい者) 

両足が悪く速く歩けないのにもかかわらず、同僚がそれを知っている上で故意に速く歩いて、私を置き去りにした。(男性/64 歳/身

体障がい者) 

仕事場で耳がきこえにくいのを理解されず、外の現場に置き去りやケガをして出血しているのを分かってて放置、ムシなどありまし

た。通勤で使っている道南バスの運転手に「くさい」「きたない」と言われた。他の同じような感じの人には言ってなかった。道南バ

スをまっている時に、こちらを確認した上で素通りされ病院に行けなかった。(男性/80 歳/身体障がい者) 

しごとをさがしてても（生きるため）しょうがいしゃたいおうの所ではない所は、めんせつをとりあってもらえなかったり、めんせ

つでおとされること多い。１人で生きるのに必要な収入金額の条件にみたない所ばかり。一般求人でも他の人より自分できる事かぎ

られてしまうけど、一般生活できるだけの収入ではたらかせてほしい。もちろん仕事業務で周りのサポートしてもらいりかいをして

もらいたい(女性/32 歳/精神障がい者) 

手帳を申請中ですとハローワークで求職中に言ったが、一般雇用で働いてきたのなら一般雇用の道で探してみたらと言われた。障害

者雇用の求人も紹介してほしかった。前職の自分のルーティンワークである肩を回すという事を「何でそんな事してるの？」と上司

にバカにされた。気になったとしても見守っていてほしかった。(女性/24 歳/精神障がい者) 

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！」「喋らないと思っていたけど、話しできるんだね。」「あんたといると疲れるわ。」とこんな感じで、おこられ

てばかりでした。(女性/52 歳/精神障がい者) 

障害者になった時フルタイムイで働く事が出来なくなりその後の待遇について会社と話す事になったがその時に提示された条件で

飲めなければ「辞めるしかないよ」と会社社⾧から言われた(男性/50 歳/身体障がい者) 

障害者雇用の面接と職場見学に行った時ぞんざいに扱われた。職場でいじめられた。詳しくは書きたくないです。思い出したくない

ので。(女性/51 歳/精神障がい者) 

・障がいの事を話をし先方も理解した上で就職試験を受けたが、最終面接で障がいを理由に断られた。・現在の職場は健常者と同等

以上に業務をこなしていても、前例がない 0.5 の半人前と言われ正社員になれない。・障がいに理解がなく（補助具を装着しておりケ

ガや身体の不調が重なり突発的に休むと毎年同じ事で呼び出され、休みの事で責められ、その度に同じ事を同じ人（上司）に何度も

説明、あげ句、前もって分からないのか？とかもう働けないんじゃない？など、パワハラ・モラハラ発言が出てくる。）無理してでも

働けば障がいがあってもこんなに働けると周囲に思ってもらえるなどモラハラな発言が多々。・根本的に思いやりがない(女性/44 歳

/身体障がい者) 

外出先で 

外で歩行練習をしていてビッコを引いていたら、前から歩いてきた小学生に歩き方をマネされてバカにされた。歩くたびに人に二度

見されたりする。(女性/42 歳/身体障がい者) 

耳が不自由なのと知的障害があると云うことで読唇術で会話をするが、声がとても大きく、欲求を止められず大声であばれてしまう

場面があり、皆の目を感じてしまう。普段から障害者特有な雰囲気があるのか周りの方達の視線の違いを感じます。(男性/39 歳/身

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。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。 
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体障がい者/知的障がい者) 

（市内の学校に通っていないので）近くに住んでいると思われる子ども（同年代）に、変な目で見られて何かヒソヒソと言われてい

た。(男性/17 歳/知的障がい者) 

周りの人の冷ややかな態度、目線(男性/8 歳/知的障がい者) 

じっと見つめられる。へんな顔をされる(男性/34 歳/知的障がい者) 

公園へ遊びに行った時、仲間に入れてもらえなかった。石を投げられた。(男性/11 歳/知的障がい者) 

冷たい態度（冷ややかな目線、ため息をつかれる）などされた。(男性/26 歳/知的障がい者) 

買い物へ行ったり、公園など遊びに行った時まだわからない子供達から「この子変」とか「あっちへ行こう」とさけられた時嫌な思

いをしました。出来るだけ子供達のいない公園を選び、時間帯もずらすなどして利用しました。(女性/14 歳/身体障がい者/知的障が

い者) 

病院で 

おやを病院から車にのせようとしたとき、ハイヤーのうんてんしゅにどなられたとき。(男性/58 歳/身体障がい者) 

病院の先生にいやな言葉で話されいやな思いをした。 (女性/83 歳/身体障がい者) 

特に入院中、看護師の人手不足は理解できるが、つらい気持ち、困っていることへの想像力、背景を察する気持ちなどが感じられず、

非常につらい嫌な思いをした。産まれてきて「おめでとう」と言ってもらえない赤ちゃんがどんな悲しみにくれているか考えてほし

い。健常に出産できた多数の人には、分からないでしょう。祝福されないお産がどれだけ家族につらい思いをさせるか、将来に希望

をもてなくなるか、他の家族連れを見て、つらい思いになるか、つらいことを「つらい」とも言えない心境になるか…是非、看護学

校で学生にこのような内容を教えるカリキュラムを作ってほしい。(男性/8 歳/身体障がい者/知的障がい者) 

その他 

うつ病は目に見える病気ではないので、年金をいただいていることが理解されません。どこが具合が良くないの？元気そうに見える

のに。など言われてとても嫌な思いをします。(女性/52 歳/精神障がい者) 

毎日精神薬を飲んで安定させているが、その為他人から健常者と変わらないと思われる。薬を飲むと身体に悪いと言われる。もっと

⾧い時間働けないのか？と言われる。(女性/34 歳/精神障がい者) 

都会の人ごみでは白杖を持つのだが、明らかに故意に近づいてきて白杖を蹴飛ばされたり、ジャマだ！と通りすがりにどなられた事

が何度もあります。ヘルプマークを身に付けていますが、視野がせまいため他人にぶつかってしまった時はしょっちゅう怒られます。

(女性/57 歳/身体障がい者) 

・市役所での手続きの時、まだ子供には障害の時をつたえていないのに子供の前で障害の障害の時を話し出してびっくりしました。

それはもう６、７年前位のことでしたが少し考えて話してもらいたいと思いました。・保育所に通っている時、言葉のおくれでうま

く会話ができず行動に出てしまいあみ戸をこわしてしまい先生に注意された事があったので、そこは、子供の心を少しさっしてほし

いと思いました。・小学校の支援クラスに入ったのに、子供が音がにがてで配慮してほしいと伝えたら、天井のスピーカーから音で

るだけだよ、何こわいのっていわれた事。支援クラスの先生なら子供の気持ちを少しわかってもらいたいと思いました。その後やは

り子供は先生は気持ちをわかってくれない学校へ行きたくないといいだしました。(女性/14 歳/知的障がい者) 

 

＜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  

問 36 成年後見制度の認知 

（SA，n=591） 

 

 
 

  

  全体(n=591) 54.8

身体障がい者(n=405) 59.5

知的障がい者(n=170) 40.6

精神障がい者(n=65) 52.3

【参考】平成30年調査(n=692) 51.7
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24.6 
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32.3 
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28.6 

21.0 

48.8 

35.4 

25.3 

不明

16.6 

19.5 

10.6 
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23.0 

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 22.5％、「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 32.3％となっており、合わせた認知度は

54.8％となっています。 

● 障がい種別にみると、身体障がい者では認知度が 59.5％と他の障がいを持った人に比べ高くな

っています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、認知率は 3.1 ポイント高くなっています。 
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９．災害時の避難について 

問 37 災害時に一人で避難できるか 

（SA，n=591） 

 

 
 

  

  全体(n=591)

身体障がい者(n=405)

知的障がい者(n=170)

精神障がい者(n=65)

【参考】平成30年調査(n=692)

障
が
い
種
別

できる

38.1 

42.0 

25.9 

46.2 

38.9 

できない

35.7 

34.6 

49.4 

21.5 

31.8 

わからない

22.2 

19.5 

22.4 

27.7 

21.0 

不明

4.1 

4.0 

2.4 

4.6 

8.4 

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 38.1％となっています。 

● 障がい種別にみると、「できる」と回答した人は身体障がい者で 42.0％、精神障がい者で 46.2％

となっています。一方、知的障がい者で「できる」と回答した人は 25.9％にとどまっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 

１０５ 
 

問 38 近所に助けてくれる人はいるか 

（SA，n=591） 

 

 
 

 

 

  

  全体(n=591)

身体障がい者(n=405)

知的障がい者(n=170)

精神障がい者(n=65)

できる(n=225)

できない(n=211)

わからない(n=131)

【参考】平成30年調査(n=692)

障
が
い
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別

独
力
避
難
別

いる

32.7 

33.3 

34.7 

30.8 

42.2 

32.7 

20.6 

29.8 

いない

27.9 

26.7 

26.5 

36.9 

24.9 

35.5 

26.0 

27.7 

わからない

31.8 

32.8 

31.2 

26.2 

29.3 

27.0 

49.6 

30.2 

不明

7.6 

7.2 

7.6 

6.2 

3.6 

4.7 

3.8 

12.3 

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 32.7％、「いない」と回答し

た人は 27.9％、「わからない」と回答した人は 31.8％となっています。 

● 障がい種別にみても、いずれの障がい種別においても「いる」と回答した人は 3 割台となって

います。一人で避難できるかどうかでみると、できないと回答した人で「いない」と回答した人

は 35.5％となっています。 

◎ 平成 30 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 39 災害時に困ること 

（MA，n=591） 

 

 
 

  

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

救

助

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

な

い 避

難

場

所

の

設

備
（

ト

イ

レ

等
）

や

生

活

環

境

が

不

安

投

薬

や

治

療

が

受

け

ら

れ

な

い

避

難

所

で

周

囲

と

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

が

と

れ

な

い

補

装

具

や

日

常

生

活

用

具

の

入

手

が

で

き

な

く

な

る

補

装

具

の

使

用

が

困

難

に

な

る

そ

の

他

特

に

な

い

不

明

  全体(n=591) 47.0 27.9 23.5 22.0 43.0 31.6 23.2 8.6 6.8 4.6 16.2 8.6

身体障がい者(n=405) 46.9 22.0 17.0 18.3 41.7 31.4 15.1 9.6 7.7 4.7 17.0 9.4

知的障がい者(n=170) 51.2 45.9 45.9 39.4 49.4 24.7 47.1 6.5 5.3 4.1 15.9 4.1

精神障がい者(n=65) 36.9 29.2 23.1 18.5 38.5 56.9 27.7 12.3 7.7 7.7 10.8 10.8

【参考】平成30年調査(n=692) 44.2 28.6 20.1 19.4 42.2 28.8 18.9 9.5 9.5 3.8 16.0 15.0

障
が
い

種
別

災害の発生時 避難先

47.0 

27.9 
23.5 22.0 

43.0 

31.6 

23.2 

8.6 

6.8 
4.6 

16.2 

8.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％） 全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

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 47.0％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 43.0％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者では「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）」「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）」「避難場所の設備（トイレ等）や生活環

境が不安（避難先）」が 40％以上と他の障がいを持った人に比べ高くなっています。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 56.9％と他の障がいを持った人に比べ

高くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較しても、傾向に大きな差はみられません。 

１０７ 
 

＜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 

問 40① 普段の余暇の過ごし方 

（MA，n=591） 
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  全体(n=591) 78.0 41.3 39.3 37.6 37.6 34.0 29.8 19.1 13.2 7.6 57.7 33.5 32.5 20.6 17.9 14.4 13.7 11.3 7.3 6.8 4.1 5.6 10.3

身体障がい者(n=405) 81.0 37.0 38.0 36.5 38.3 32.3 29.9 13.3 13.6 7.2 55.1 30.1 30.4 23.0 19.5 13.8 13.1 11.1 7.4 5.7 4.4 5.7 10.4

知的障がい者(n=170) 76.5 50.6 42.9 33.5 27.6 44.1 25.9 33.5 10.0 8.2 60.6 40.0 38.8 18.8 12.4 16.5 12.9 10.0 5.9 7.6 3.5 6.5 9.4

精神障がい者(n=65) 64.6 55.4 38.5 55.4 44.6 24.6 33.8 23.1 13.8 13.8 66.2 38.5 30.8 9.2 24.6 9.2 12.3 9.2 9.2 13.8 3.1 4.6 10.8

【参考】平成30年調査(n=692) 74.1 34.2 37.6 24.1 37.7 27.5 27.0 14.7 12.6 7.2 51.9 33.7 31.9 21.5 21.2 18.5 17.1 9.4 8.5 6.9 4.3 6.8 17.1

障
が
い

種
別

家の中の余暇活動 家の外の余暇活動

78.0 

41.3 39.3 37.6 37.6 34.0 29.8 
19.1 

13.2 

7.6 

57.7 

33.5 32.5 
20.6 17.9 

14.4 13.7 
11.3 7.3 6.8 4.1 5.6 

10.3 
0.0

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

（％）
全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

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 78.0％で最も多く、次いで「買

い物をする」が 57.7％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」「ゲームをする」、精神障がい者

では「音楽を聴く」「携帯電話を操作する」が他の障がいを持った人に比べ多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「携帯電話を操作する」は 13.5 ポイント高くなっています。 
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問 40② 今後希望する余暇の過ごし方 

（MA，n=591） 
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に
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  全体(n=591) 37.9 26.4 24.7 21.8 21.5 20.6 19.5 13.2 11.2 6.9 34.9 29.1 27.4 27.4 17.6 16.9 15.1 14.9 13.5 9.0 8.8 5.8 33.8

身体障がい者(n=405) 36.5 23.0 24.2 21.0 20.7 17.8 17.8 9.6 10.6 6.2 33.3 25.4 24.9 24.2 16.0 16.0 15.3 13.6 12.3 9.4 7.7 5.7 35.8

知的障がい者(n=170) 41.2 34.7 25.3 20.0 19.4 24.1 23.5 21.2 12.4 5.9 35.9 35.3 30.0 33.5 19.4 15.3 12.4 17.1 12.9 7.6 10.6 6.5 31.2

精神障がい者(n=65) 30.8 27.7 20.0 26.2 20.0 26.2 15.4 13.8 12.3 10.8 40.0 32.3 30.8 27.7 21.5 27.7 16.9 21.5 20.0 10.8 16.9 4.6 30.8

【参考】平成30年調査(n=692) 32.5 20.8 23.6 19.9 16.5 12.6 15.9 7.4 9.1 5.2 27.7 24.7 24.3 24.7 17.1 17.3 13.2 14.6 10.3 7.8 9.7 4.6 41.6

家の中の余暇活動 家の外の余暇活動

障
が
い

種
別

37.9 

26.4 24.7 
21.8 21.5 20.6 19.5 

13.2 11.2 

6.9 

34.9 
29.1 27.4 27.4 

17.6 16.9 15.1 14.9 13.5 

9.0 8.8 
5.8 

33.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
（％）

全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

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 37.9％で最も多く、次いで「買い物

をする」が 34.9％となっています。 

● 障がい種別にみると、精神障がい者では「友人と過ごす」が 27.7％と他の障がいを持った人に

比べ多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「携帯電話を操作する」は 8.0 ポイント高くなっています。 
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問 41 余暇活動を充実させるために必要だと思うこと 

（MA，n=591） 
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  全体(n=591) 51.1 50.4 48.1 41.5 38.7 37.4 32.3 31.1 29.3 19.6 18.3 2.4 10.8

身体障がい者(n=405) 53.3 55.1 50.4 43.0 37.5 36.8 25.2 32.3 28.6 16.5 15.6 2.2 10.6

知的障がい者(n=170) 47.1 34.1 37.6 30.0 37.1 37.1 56.5 28.2 37.1 24.7 27.1 2.9 7.1

精神障がい者(n=65) 55.4 56.9 61.5 53.8 50.8 36.9 27.7 32.3 27.7 23.1 24.6 6.2 9.2

【参考】平成30年調査(n=692) 53.2 50.7 47.4 39.3 42.3 30.2 24.7 29.6 28.6 16.6 16.2 1.6 15.3

障
が
い

種
別

51.1 50.4 48.1 
41.5 

38.7 
37.4 

32.3 31.1 29.3 

19.6 18.3 

2.4 10.8 
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
（％）

全体(n=591) 【参考】平成30年調査(n=692)

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 51.1％で

最も多く、次いで「自分自身に意欲があること」が 50.4％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」、精神障害者では「心身の健康状

態が維持、向上すること」「経済的な負担が少ないこと」「家族や周囲の人の理解があること」が

他の障がいを持った人に比べ多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、「外出手段が確保されていること」「介助者がいること」が 7 ポ

イント以上高くなっています。 
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11．施策について 

問 42 各施策に対する重要度（全体） 

（SA，n=591） 

 

 

【前回】

n=591   (H30調査) n=692

1.権利擁護の推進 53.6 53.9

2.虐待や差別の解消 65.7 64.4

3.啓発活動の推進 51.7 48.7

4.地域活動の推進 49.9 55.2

5.住まい・まちづくりの推進 56.7 63.7

6.移動・交通のバリアフリーなどの促進 66.7 66.5

7.防犯・防災対策の推進 61.3 69.3

8.情報アクセシビリティの向上 45.7 -

9.意思疎通支援の充実 52.1 -

10.生活支援体制の整備 63.5 -

11.障害福祉サービスの提供 64.6 -

12.人材の育成と確保 59.1 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
65.6 64.7

14.雇用機会の拡大 52.8 49.6

15.福祉的就労の場の確保 51.3 54.5

16.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
51.0 50.7

17.障がい児保育・療育の充実 58.7 58.0

18.学校教育の充実 57.0 56.9

19.本人活動、余暇活動の充実 53.3 55.1

重
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％
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重
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％
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重要

36.0 

54.0 

28.3 
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43.5 

43.7 

25.7 

31.1 

39.8 

42.1 

40.3 

43.1 

36.2 

33.2 

32.7 

39.6 

40.1 

30.5 
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17.4 
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12.4 

23.0 

18.3 
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10.5 

13.4 

10.7 
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20.0 

14.0 

14.0 
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3.4 

2.2 

3.7 

3.2 

2.7 

1.5 

1.5 
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1.4 

1.2 

0.8 
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0.3 

3.4 
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0.5 

0.8 
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0.5 
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0.3 

1.4 

1.2 

0.3 
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0.7 

0.3 

1.2 

1.0 

0.8 

0.3 

0.7 

0.5 

不明

25.0 

23.0 

25.5 

26.4 

24.0 

22.5 

24.5 

27.2 

27.1 

24.2 

23.7 

25.7 

23.0 

26.4 

27.1 

26.4 

26.1 

27.2 

25.4 

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「6.移動・

交通のバリアフリーなどの促進」（66.7％）、「2.虐待や差別の解消」（65.7％）、「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」（65.6％）、「11.障害福祉サービスの提供」（64.6％）、

「10.生活支援体制の整備」（63.5％）となっています。 



１１２ 
 

問 42 各施策の重要度（身体障がい者） 

（SA，n=405） 

 

 

【前回】

n=405   (H30調査) n=531

1.権利擁護の推進 46.9 53.7

2.虐待や差別の解消 61.3 63.5

3.啓発活動の推進 46.4 48.0

4.地域活動の推進 45.5 53.7

5.住まい・まちづくりの推進 51.6 63.6

6.移動・交通のバリアフリーなどの促進 65.0 67.2

7.防犯・防災対策の推進 57.8 68.2

8.情報アクセシビリティの向上 42.7 -

9.意思疎通支援の充実 46.1 -

10.生活支援体制の整備 59.5 -

11.障害福祉サービスの提供 61.7 -

12.人材の育成と確保 53.9 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
64.2 63.8

14.雇用機会の拡大 46.4 46.9

15.福祉的就労の場の確保 46.5 51.0

16.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
45.6 49.2

17.障がい児保育・療育の充実 55.8 57.6

18.学校教育の充実 54.6 55.9

19.本人活動、余暇活動の充実 49.9 53.3

重

要

計

（

％
）

重

要

計

（

％
）

重要

29.4 

47.2 

22.7 

23.5 

30.6 

39.3 

38.5 

21.2 

25.4 

34.8 

37.0 

34.1 

40.5 

29.9 

27.2 

24.9 

35.1 

37.3 

26.7 

やや重要

17.5 

14.1 

23.7 

22.0 

21.0 

25.7 

19.3 

21.5 

20.7 

24.7 

24.7 

19.8 

23.7 

16.5 

19.3 

20.7 

20.7 

17.3 

23.2 

どちらとも

言えない

19.5 

8.6 

19.3 

19.8 

17.5 

7.9 

12.1 

22.5 

20.0 

11.1 

10.1 

14.6 

9.1 

17.0 

18.0 

21.0 

13.8 

13.3 

18.8 

あまり重要

ではない

3.7 

2.2 

3.7 

4.2 

3.5 

2.0 

2.2 

3.0 

2.0 

1.7 

1.0 

1.5 

0.5 
4.4 

3.5 

2.5 

1.0 

1.0 

2.5 

重要では

ない

0.7 

0.7 

1.2 

1.0 

0.5 

0.2 

0.2 

1.0 

1.2 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

1.5 

1.2 

1.0 

0.5 

1.0 

0.5 

不明

29.1 

27.2 

29.4 

29.6 

26.9 

24.9 

27.7 

30.9 

30.6 

27.2 

26.7 

29.1 

25.7 

30.6 

30.9 

29.9 

28.9 

30.1 

28.4 

● 身体障がい者において、重要度が高い上位５は「6.移動・交通のバリアフリーなどの促進」

（65.0％）、「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」（64.2％）、「11.障害

福祉サービスの提供」（61.7％）、「2.虐待や差別の解消」（61.3％）、「10.生活支援体制の整備」

（59.5％）となっています。  

１１３ 
 

問 42 各施策の重要度（知的障がい者） 

（SA，n=170） 

 

 

【前回】

n=170   (H30調査) n=127

1.権利擁護の推進 72.9 55.9

2.虐待や差別の解消 78.8 71.6

3.啓発活動の推進 69.4 53.5

4.地域活動の推進 65.3 60.6

5.住まい・まちづくりの推進 70.0 64.5

6.移動・交通のバリアフリーなどの促進 74.7 65.3

7.防犯・防災対策の推進 72.4 72.5

8.情報アクセシビリティの向上 57.7 -

9.意思疎通支援の充実 67.6 -

10.生活支援体制の整備 75.3 -

11.障害福祉サービスの提供 74.1 -

12.人材の育成と確保 73.0 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
71.8 70.1

14.雇用機会の拡大 70.0 59.8

15.福祉的就労の場の確保 67.1 69.3

16.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
68.8 60.6

17.障がい児保育・療育の充実 71.2 59.9

18.学校教育の充実 65.3 61.4

19.本人活動、余暇活動の充実 60.6 63.7

重

要

計

（

％
）

重

要

計

（

％
）

重要

58.8 

74.7 

51.2 

47.1 

52.9 

60.0 

60.6 

41.2 

49.4 

55.3 

58.8 

60.6 

52.4 

54.1 

50.6 

55.3 

54.7 

50.0 

44.1 

やや重要

14.1 

4.1 

18.2 

18.2 

17.1 

14.7 

11.8 

16.5 

18.2 

20.0 

15.3 

12.4 

19.4 

15.9 

16.5 

13.5 

16.5 

15.3 

16.5 

どちらとも

言えない

12.4 

5.9 

12.4 

15.9 

10.6 

7.6 

8.8 

21.8 

12.9 

10.0 

10.6 

10.0 

12.9 

11.8 

14.7 

13.5 

10.6 

14.1 

20.0 

あまり重要

ではない

2.9 

2.9 

2.9 

1.8 

2.9 

1.2 

2.4 

2.9 

1.8 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

2.9 

2.4 

1.2 

1.2 

1.8 

2.4 

重要では

ない

0.0 

1.2 

1.8 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

2.4 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

不明

11.8 

11.2 

13.5 

16.5 

15.9 

15.9 

15.9 

15.3 

16.5 

14.1 

14.7 

16.5 

14.7 

14.7 

15.9 

16.5 

17.1 

18.8 

16.5 

● 知的障がい者において、重要度が高い上位５は、「2.虐待や差別の解消」（78.8％）、「10.生活支

援体制の整備」（75.3％）、「6.移動・交通のバリアフリーなどの促進」（74.7％）、「11.障害福祉サ

ービスの提供」（74.1％）、「12.人材の育成と確保」（73.0％）となっています。 



１１４ 
 

問 42 各施策の重要度（精神障がい者） 

（SA，n=65） 

 

 

【前回】

n=65   (H30調査) n=59

1.権利擁護の推進 52.3 56.0

2.虐待や差別の解消 58.5 69.5

3.啓発活動の推進 43.1 52.5

4.地域活動の推進 49.3 61.0

5.住まい・まちづくりの推進 53.8 59.3

6.移動・交通のバリアフリーなどの促進 58.4 61.0

7.防犯・防災対策の推進 53.9 61.0

8.情報アクセシビリティの向上 40.0 -

9.意思疎通支援の充実 56.9 -

10.生活支援体制の整備 63.0 -

11.障害福祉サービスの提供 60.0 -

12.人材の育成と確保 52.3 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
66.2 62.7

14.雇用機会の拡大 58.4 54.2

15.福祉的就労の場の確保 52.3 59.3

16.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
52.3 50.8

17.障がい児保育・療育の充実 52.3 54.2

18.学校教育の充実 52.3 57.6

19.本人活動、余暇活動の充実 61.5 59.3

重

要

計

（

％
）

重

要

計

（

％
）

重要

29.2 

50.8 

15.4 

23.1 

29.2 

36.9 

38.5 

26.2 

36.9 

41.5 

40.0 

33.8 

46.2 

41.5 

40.0 

35.4 

33.8 

32.3 

32.3 

やや重要

23.1 

7.7 

27.7 

26.2 

24.6 

21.5 

15.4 

13.8 

20.0 

21.5 

20.0 

18.5 

20.0 

16.9 

12.3 

16.9 

18.5 

20.0 

29.2 

どちらとも

言えない

12.3 

9.2 

24.6 

18.5 

18.5 

12.3 

18.5 

29.2 

13.8 

10.8 

10.8 

18.5 

10.8 

12.3 

18.5 

18.5 

20.0 

20.0 

12.3 

あまり重要

ではない

6.2 

4.6 

4.6 

3.1 

1.5 

1.5 

0.0 

3.1 

0.0 

0.0 

1.5 

1.5 

0.0 

1.5 

1.5 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

重要では

ない

0.0 

1.5 

0.0 

1.5 

0.0 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

不明

29.2 

26.2 

27.7 

27.7 

26.2 

26.2 

27.7 

27.7 

29.2 

26.2 

27.7 

27.7 

23.1 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

26.2 

● 精神障がい者において、重要度が高い上位５は、「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」（66.2％）、「10.生活支援体制の整備」（63.0％）、「 19.本人活動、余暇活動の充

実」（61.5％）、「11.障害福祉サービスの提供」（60.0％）、「2.虐待や差別の解消」（58.5％）とな

っています。 

１１５ 
 

問 43 各施策に対する満足度（全体） 

（SA，n=591） 

 

 

n=591

1.権利擁護の推進 24.7 6.1

2.虐待や差別の解消 22.0 11.0

3.啓発活動の推進 20.0 6.6

4.地域活動の推進 17.9 8.6

5.住まい・まちづくりの推進 20.7 9.8

6.移動・交通のバリアフリーなどの促進 17.8 18.3

7.防犯・防災対策の推進 19.4 9.6

8.情報アクセシビリティの向上 15.1 10.0

9.意思疎通支援の充実 15.4 7.9

10.生活支援体制の整備 20.1 10.6

11.障害福祉サービスの提供 22.9 10.5

12.人材の育成と確保 16.3 12.3

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
18.5 11.3

14.雇用機会の拡大 14.4 12.3

15.福祉的就労の場の確保 14.9 11.5

16.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
13.7 9.3

17.障がい児保育・療育の充実 14.0 8.9

18.学校教育の充実 15.9 8.8

19.本人活動、余暇活動の充実 16.5 7.8

満

足

計

（

％
）

不

満

計

（

％
）

満足

5.6 

7.6 

4.9 

3.0 

3.9 

3.6 

3.7 

2.7 

3.6 
4.9 

6.3 

3.9 
4.6 

3.4 

3.4 

3.7 

3.2 

3.9 
4.1 

やや満足

19.1 

14.4 

15.1 

14.9 

16.8 

14.2 

15.7 

12.4 

11.8 

15.2 

16.6 

12.4 

13.9 

11.0 

11.5 

10.0 

10.8 

12.0 

12.4 

どちらとも

言えない

34.5 

32.5 

38.9 

38.2 

35.9 

30.5 

36.4 

39.1 

40.8 

34.9 

32.3 

35.7 

35.4 

36.0 

36.0 

39.9 

39.4 

37.6 

39.6 

やや不満

4.4 

7.8 

4.7 

7.1 

7.3 

12.9 

6.4 

7.3 

5.4 

8.1 

6.9 

9.1 

8.1 

8.1 

7.3 

6.9 

5.9 

5.6 

6.1 

不満

1.7 

3.2 

1.9 

1.5 

2.5 
5.4 

3.2 

2.7 

2.5 

2.5 

3.6 

3.2 

3.2 
4.2 

4.2 

2.4 

3.0 

3.2 

1.7 

不明

34.7 

34.5 

34.5 

35.2 

33.7 

33.5 

34.5 

35.9 

35.9 

34.3 

34.3 

35.7 

34.9 

37.2 

37.6 

37.1 

37.6 

37.7 

36.2 

〇 各種施策の満足度について、満足度（満足+やや満足）が高い上位 3 は「1.権利擁護の推進」

（24.7％）、「11.障害福祉サービスの提供」（22.9％）、「2.虐待や差別の解消」（22.0％）となって

います。一方、不満度（不満+やや不満）が高い上位 3 は「6.移動・交通のバリアフリーなどの

促進」（18.3％）、「12.人材の育成と確保」「14.雇用機会の拡大」（各々12.3％）となっています。 



１１６ 
 

問 43 各施策に対する満足度（身体障がい者） 

（SA，n=405） 

 

 

n=405

1.権利擁護の推進 22.0 5.0

2.虐待や差別の解消 18.8 9.9

3.啓発活動の推進 17.3 5.9

4.地域活動の推進 16.6 8.7

5.住まい・まちづくりの推進 18.5 10.3

6.移動・交通のバリアフリーなどの促進 16.0 20.8

7.防犯・防災対策の推進 18.0 9.9

8.情報アクセシビリティの向上 13.6 9.7

9.意思疎通支援の充実 13.1 7.2

10.生活支援体制の整備 16.3 11.3

11.障害福祉サービスの提供 19.3 11.1

12.人材の育成と確保 13.6 11.3

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
18.1 12.4

14.雇用機会の拡大 10.8 11.4

15.福祉的就労の場の確保 12.9 11.1

16.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
10.6 8.2

17.障がい児保育・療育の充実 12.1 8.6

18.学校教育の充実 13.8 9.4

19.本人活動、余暇活動の充実 14.6 8.2

満

足

計

（

％
）

不

満

計

（

％
）

満足

3.7 
4.7 

3.5 

2.0 

2.5 

1.2 

2.0 

1.7 

2.5 

2.2 

3.5 

2.0 

3.0 

1.2 

2.0 

2.7 

2.2 

2.2 

3.0 

やや満足

18.3 

14.1 

13.8 

14.6 

16.0 

14.8 

16.0 

11.9 

10.6 

14.1 

15.8 

11.6 

15.1 

9.6 

10.9 

7.9 

9.9 

11.6 

11.6 

どちらとも

言えない

33.3 

32.3 

37.8 

35.1 

33.3 

25.9 

33.3 

36.0 

39.0 

33.3 

31.4 

35.3 

30.6 

35.8 

34.1 

39.8 

37.8 

35.3 

37.3 

やや不満

3.5 
7.7 

4.4 

7.2 

8.1 

15.1 

6.4 

7.2 

5.2 

8.6 

7.4 

9.1 

8.9 

8.4 

7.9 

6.7 

5.9 

6.4 

6.7 

不満

1.5 

2.2 

1.5 

1.5 

2.2 
5.7 

3.5 

2.5 

2.0 

2.7 

3.7 

2.2 

3.5 

3.0 

3.2 

1.5 

2.7 

3.0 

1.5 

不明

39.8 

39.0 

39.0 

39.8 

37.8 

37.3 

38.8 

40.7 

40.7 

39.0 

38.3 

39.8 

39.0 

42.0 

42.0 

41.5 

41.5 

41.5 

40.0 

● 身体障がい者において、満足度（満足+やや満足）が高い上位 3 は「1.権利擁護の推進」（22.0％）、

「11.障害福祉サービスの提供」（19.3％）、「2.虐待や差別の解消」（18.8％）となっています。一

方、不満度（不満+やや不満）が高い上位 3 は「6.移動・交通のバリアフリーなどの促進」（20.8％）、

「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」（12.4％）、「14.雇用機会の拡

大」（11.4％）となっています。 

１１７ 
 

問 43 各施策に対する満足度（知的障がい者） 

（SA，n=170） 

 

 

n=170

1.権利擁護の推進 35.8 5.9

2.虐待や差別の解消 34.7 11.7

3.啓発活動の推進 27.6 10.6

4.地域活動の推進 23.6 10.0

5.住まい・まちづくりの推進 27.0 10.6

6.移動・交通のバリアフリーなどの促進 23.5 18.3

7.防犯・防災対策の推進 25.9 10.5

8.情報アクセシビリティの向上 21.2 11.7

9.意思疎通支援の充実 24.1 10.0

10.生活支援体制の整備 32.3 10.0

11.障害福祉サービスの提供 35.9 8.2

12.人材の育成と確保 25.3 14.1

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
23.5 9.5

14.雇用機会の拡大 23.5 14.7

15.福祉的就労の場の確保 22.9 11.2

16.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
24.7 14.1

17.障がい児保育・療育の充実 22.3 11.2

18.学校教育の充実 24.1 8.2

19.本人活動、余暇活動の充実 21.2 8.3

満

足

計

（

％
）

不

満

計

（

％
）

満足

12.9 

17.6 

10.0 

7.1 

8.2 

9.4 

8.8 

6.5 

8.8 

12.9 

14.1 

10.0 

10.0 

10.0 

9.4 

9.4 

8.2 

10.0 

8.8 

やや満足

22.9 

17.1 

17.6 

16.5 

18.8 

14.1 

17.1 

14.7 

15.3 

19.4 

21.8 

15.3 

13.5 

13.5 

13.5 

15.3 

14.1 

14.1 

12.4 

どちらとも

言えない

37.1 

30.6 

38.2 

42.4 

38.2 

34.1 

39.4 

42.9 

41.2 

35.3 

31.2 

34.1 

42.4 

35.9 

38.8 

34.7 

39.4 

39.4 

44.1 

やや不満

4.7 

8.2 

7.1 

8.8 

6.5 

12.4 

7.6 

8.2 

6.5 

7.6 

4.7 

10.6 

7.1 

10.6 

6.5 

9.4 

7.1 

5.3 

5.9 

不満

1.2 

3.5 

3.5 

1.2 
4.1 

5.9 

2.9 

3.5 

3.5 

2.4 

3.5 

3.5 

2.4 
4.1 

4.7 

4.7 

4.1 

2.9 

2.4 

不明

21.2 

22.9 

23.5 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.7 

22.4 

24.7 

26.5 

24.7 

25.9 

27.1 

26.5 

27.1 

28.2 

26.5 

● 知的障がい者において、満足度（満足+やや満足）が高い上位 3 は「11.障害福祉サービスの提

供」（35.9％）、「1.権利擁護の推進」（35.8％）、「2.虐待や差別の解消」（34.7％）となっています。

一方、不満度（不満+やや不満）が高い上位 3 は「6.移動・交通のバリアフリーなどの促進」

（18.3％）、「14.雇用機会の拡大」（14.7％）、「12.人材の育成と確保」「16.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」（各々14.1％）となっています。 



１１８ 
 

問 43 各施策に対する満足度（精神障がい者） 

（SA，n=65） 

 

 
 

n=65

1.権利擁護の推進 16.9 10.8

2.虐待や差別の解消 9.3 26.2

3.啓発活動の推進 12.3 7.7

4.地域活動の推進 13.9 15.3

5.住まい・まちづくりの推進 15.4 10.7

6.移動・交通のバリアフリーなどの促進 15.4 13.8

7.防犯・防災対策の推進 16.9 7.7

8.情報アクセシビリティの向上 9.3 9.3

9.意思疎通支援の充実 10.7 12.3

10.生活支援体制の整備 15.4 12.3

11.障害福祉サービスの提供 23.0 16.9

12.人材の育成と確保 13.8 17.0

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
10.8 17.0

14.雇用機会の拡大 13.9 20.0

15.福祉的就労の場の確保 12.3 20.0

16.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
12.3 10.8

17.障がい児保育・療育の充実 9.2 12.3

18.学校教育の充実 9.2 10.8

19.本人活動、余暇活動の充実 13.9 13.8

満

足

計

（

％
）

不

満

計

（

％
）

満足

4.6 

3.1 
4.6 

3.1 
6.2 

6.2 

1.5 

3.1 

1.5 
6.2 

9.2 

4.6 

6.2 

3.1 
4.6 

3.1 

1.5 

0.0 

3.1 

やや満足

12.3 

6.2 

7.7 

10.8 

9.2 

9.2 

15.4 

6.2 

9.2 

9.2 

13.8 

9.2 

4.6 

10.8 

7.7 

9.2 

7.7 

9.2 

10.8 

どちらとも

言えない

36.9 

29.2 

46.2 

36.9 

40.0 

36.9 

41.5 

47.7 

41.5 

38.5 

26.2 

36.9 

38.5 

29.2 

32.3 

41.5 

41.5 

43.1 

36.9 

やや不満

7.7 

18.5 

6.2 

13.8 

9.2 

9.2 

4.6 

6.2 

9.2 

10.8 

13.8 

10.8 

10.8 

4.6 

6.2 

6.2 

9.2 

6.2 

9.2 

不満

3.1 
7.7 

1.5 

1.5 

1.5 
4.6 

3.1 

3.1 

3.1 

1.5 

3.1 
6.2 

6.2 

15.4 

13.8 

4.6 

3.1 
4.6 

4.6 

不明

35.4 

35.4 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

35.4 

33.8 

33.8 

32.3 

33.8 

36.9 

35.4 

35.4 

36.9 

36.9 

35.4 

● 精神障がい者において、満足度（満足+やや満足）が高い上位 3 は「11.障害福祉サービスの提

供」（23.0％）、「1.権利擁護の推進」「7.防犯・防災対策の推進」（各々16.9％）となっています。

一方、不満度（不満+やや不満）が高い上位 3 は「2.虐待や差別の解消」（26.2％）、「14.雇用機

会の拡大」「15.福祉的就労の場の確保」（各々20.0％）となっています。 

１１９ 
 

■全体 

 

 

 

n= 591
（％）

（％）

「重要度」と「満足度」の関係

(

重
要
と
回
答
し
た
人
の
満
足
度
）

（重要度）

権利擁護の推進

虐待や差別の解消

啓発活動の推進

地域活動の推進

住まい・まちづくりの推進

移動・交通のバリアフ

リーなどの促進

防犯・防災対策の推進

情報アクセシビリティの

向上

意思疎通支援の充実

生活支援体制の整備

障害福祉サービスの

提供

人材の育成と確保

障がいの原因となる疾病

などの予防・早期発見・

早期支援

雇用機会の拡大

福祉的就労の場の確保

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
障がい児保育・

療育の充実

学校教育の充実

本人活動、

余暇活動の充実

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0

（平均）

（平均）

重

要

度

が

高

く
、

満

足

度

が

低

い

施

策

重要度：問42で「重要である」もしくは「やや重要である」と回答した割合(a)

満足度：(a)と回答した人のうち、問43で「満足」もしくは「やや満足」と回答した割合 n=
権利擁護の推進 53.6 317 40.1
啓発活動の推進 51.7 388 33.4

 障害福祉サービスの提供 64.6 305 33.0
住まい・まちづくりの推進 56.7 295 32.5
虐待や差別の解消 65.7 335 31.2
地域活動の推進 49.9 394 30.2
生活支援体制の整備 63.5 362 29.9
情報アクセシビリティの向上 45.7 270 28.9
防犯・防災対策の推進 61.3 308 27.9

 本人活動、余暇活動の充実 53.3 375 27.6
意思疎通支援の充実 52.1 382 26.9
障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援 65.6 349 26.3
学校教育の充実 57.0 388 25.2
福祉的就労の場の確保 51.3 312 25.1
人材の育成と確保 59.1 303 24.9
移動・交通のバリアフリーなどの促進 66.7 301 24.4
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 51.0 347 24.3
雇用機会の拡大 52.8 337 23.4

 障がい児保育・療育の充実 58.7 315 22.2

全体
(n=591)

重要と回答した人の満足度(%)
重要度(%)



１２０ 
 

■身体障がい者 

 

 

 

n= 405
（％）

（％）

「重要度」と「満足度」の関係

(

重
要
と
回
答
し
た
人
の
満
足
度
）

（重要度）

権利擁護の推進

虐待や差別の解消

啓発活動の推進

地域活動の推進

住まい・まちづくりの推進

移動・交通のバリアフ

リーなどの促進

防犯・防災対策の推進

情報アクセシビリティの

向上

意思疎通支援の充実 生活支援体制の整備

障害福祉サービスの

提供

人材の育成と確保

障がいの原因となる疾病

などの予防・早期発見・

早期支援

雇用機会の拡大

福祉的就労の場の確保

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 障がい児保育・

療育の充実

学校教育の充実

本人活動、

余暇活動の充実

17

22

27

32

37

40 45 50 55 60 65

（平均）

（平均）
重

要

度

が

高

く
、

満

足

度

が

低

い

施

策

重要度：問42で「重要である」もしくは「やや重要である」と回答した割合(a)

満足度：(a)と回答した人のうち、問43で「満足」もしくは「やや満足」と回答した割合 n=
権利擁護の推進 46.9 190 38.4
啓発活動の推進 46.4 248 30.9
住まい・まちづくりの推進 51.6 188 30.1

 障害福祉サービスの提供 61.7 184 28.4
地域活動の推進 45.5 209 28.3
虐待や差別の解消 61.3 263 27.4
情報アクセシビリティの向上 42.7 234 27.2
防犯・防災対策の推進 57.8 173 26.1
障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援 64.2 187 25.8
生活支援体制の整備 59.5 241 25.3

 本人活動、余暇活動の充実 49.9 250 24.8
意思疎通支援の充実 46.1 218 24.1
移動・交通のバリアフリーなどの促進 65.0 260 21.7
学校教育の充実 54.6 188 21.7
人材の育成と確保 53.9 188 21.6
福祉的就労の場の確保 46.5 185 21.3

 障がい児保育・療育の充実 55.8 226 19.9
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 45.6 221 19.5
雇用機会の拡大 46.4 202 17.0

身体障がい者
(n=405)

重要度(%)
重要と回答した人の満足度(%)

１２１ 
 

■知的障がい者 

 

 

 

n= 170
（％）

（％）

「重要度」と「満足度」の関係

(

重
要
と
回
答
し
た
人
の
満
足
度
）

（重要度）

権利擁護の推進

虐待や差別の解消

啓発活動の推進

地域活動の推進

住まい・まちづくりの推進

移動・交通のバリアフ

リーなどの促進

防犯・防災対策の推進

情報アクセシビリティの

向上
意思疎通支援の充実

生活支援体制の整備

障害福祉サービスの

提供

人材の育成と確保

障がいの原因となる疾病

などの予防・早期発見・

早期支援

雇用機会の拡大

福祉的就労の場の確保

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

障がい児保育・

療育の充実

学校教育の充実

本人活動、

余暇活動の充実

29

31

33

35

37

39

41

43

45

55 60 65 70 75 80

（平均）

（平均）
重

要

度

が

高

く
、

満

足

度

が

低

い

施

策

重要度：問42で「重要である」もしくは「やや重要である」と回答した割合(a)

満足度：(a)と回答した人のうち、問43で「満足」もしくは「やや満足」と回答した割合 n=
権利擁護の推進 72.9 124 46.0

 障害福祉サービスの提供 74.1 134 46.0
虐待や差別の解消 78.8 118 42.5
生活支援体制の整備 75.3 111 40.6
住まい・まちづくりの推進 70.0 119 37.8
啓発活動の推進 69.4 127 37.3
学校教育の充実 65.3 123 35.1
意思疎通支援の充実 67.6 98 34.8
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 68.8 115 34.2

 本人活動、余暇活動の充実 60.6 128 34.0
人材の育成と確保 73.0 126 33.9
情報アクセシビリティの向上 57.7 124 33.7
雇用機会の拡大 70.0 122 33.6
地域活動の推進 65.3 119 33.3
防犯・防災対策の推進 72.4 114 33.3
福祉的就労の場の確保 67.1 117 33.3
障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援 71.8 121 32.0
移動・交通のバリアフリーなどの促進 74.7 111 29.9

 障がい児保育・療育の充実 71.2 103 29.8

知的障がい者
(n=170)

重要度(%)
重要と回答した人の満足度(%)



１２２ 
 

■精神障がい者 

 

 

 

n= 65
（％）

（％）

「重要度」と「満足度」の関係

(

重
要
と
回
答
し
た
人
の
満
足
度
）

（重要度）

権利擁護の推進

虐待や差別の解消

啓発活動の推進

地域活動の推進

住まい・まちづくりの推進

移動・交通のバリアフ

リーなどの促進

防犯・防災対策の推進

情報アクセシビリティの

向上

意思疎通支援の充実

生活支援体制の整備

障害福祉サービスの

提供

人材の育成と確保

障がいの原因となる疾病

などの予防・早期発見・

早期支援

雇用機会の拡大

福祉的就労の場の確保

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

障がい児保育・

療育の充実 学校教育の充実

本人活動、

余暇活動の充実

15

20

25

30

35

40 45 50 55 60 65 70

（平均）

（平均） 重

要

度

が

高

く
、

満

足

度

が

低

い

施

策

重要度：問42で「重要である」もしくは「やや重要である」と回答した割合(a)

満足度：(a)と回答した人のうち、問43で「満足」もしくは「やや満足」と回答した割合 n=
 障害福祉サービスの提供 60.0 34 38.5

啓発活動の推進 43.1 38 28.6
防犯・防災対策の推進 53.9 28 28.6
権利擁護の推進 52.3 32 26.5
人材の育成と確保 52.3 35 26.5
移動・交通のバリアフリーなどの促進 58.4 38 26.3
住まい・まちづくりの推進 53.8 35 25.7
地域活動の推進 49.3 26 25.0
生活支援体制の整備 63.0 37 24.4
雇用機会の拡大 58.4 41 23.7
福祉的就労の場の確保 52.3 39 23.5
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 52.3 34 23.5
情報アクセシビリティの向上 40.0 43 23.1

 本人活動、余暇活動の充実 61.5 38 22.5
意思疎通支援の充実 56.9 34 18.9

 障がい児保育・療育の充実 52.3 34 17.6
学校教育の充実 52.3 34 17.6
障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援 66.2 34 16.3
虐待や差別の解消 58.5 40 15.8

精神障がい者
(n=65)

重要度(%)
重要と回答した人の満足度(%)

１２３ 
 

12．伊達市について 

問 44 伊達市の暮らしやすさ 

（SA，n=591） 

 

 
 

  

  全体(n=591) 75.4 15.9

身体障がい者(n=405) 76.1 16.6

知的障がい者(n=170) 80.6 10.6

精神障がい者(n=65) 69.3 23.1

【参考】平成30年調査(n=692) 82.2 10.1

【参考】平成18年調査(n=683) 79.5 13.5

障

が
い
種
別

暮

ら

し

や

す

い

計
（

％
）

暮

ら

し

に

く

い

計
（

％
）

とても暮らし

やすいまち
だと思う

18.4 

15.6 

25.9 

26.2 

26.3 

22.5 

どちらかと言

えば、暮らし
やすいまちだ

と思う

57.0 

60.5 

54.7 

43.1 

55.9 

57.0 

どちらかと言

えば、暮らし
にくいまちだ

と思う

12.0 

13.1 

6.5 

15.4 

8.4 

9.7 

暮らしにくい

まちだと思う

3.9 

3.5 

4.1 

7.7 

1.7 
3.8 

不明

8.6 

7.4 

8.8 

7.7 

7.7 

7.0 

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 18.4％、

「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 57.0％となっており、合わ

せて暮らしやすいと回答した人は 75.4％となっています。 

● 障がい種別にみると、知的障がい者で暮らしやすいと回答した人は 80.6％と他の障がいを持っ

た人に比べ多くなっています。 

◎ 平成 30 年度調査と比較すると、暮らしやすいと回答した人は 6.8 ポイント低くなっています。 



１２４ 
 

問 45 伊達市が暮らしやすい/暮らしにくい理由 

（FA） 

 

※抜粋、原文のまま 

暮らしやすい理由 

困った時相談室あいがあり、通院は銀杏庵があり、働こうと思えばｉ－ｂｏｘがあり、仲間に会いたいと思えばデイサービスももの

会があり、充分伊達市にはお世話になっています。感謝しています。ただ私は精神障害者なので、病気が急に悪化した時徒歩、自転

車で通える入院病棟がないのが不安です。それだけが不安です。それ以外には、充分福祉政策をして頂いて大変ありがたく思ってい

ます。(男性/54 歳/精神障がい者) 

障がい者に対しての理解が深まっている。(男性/73 歳/身体障がい者) 

老人施設等が多くあり老後の施設利用が可能と思われる。(男性/77 歳/身体障がい者) 

福祉サービスが他市より良いように思う・気候も良い(女性/84 歳/身体障がい者) 

日常生活に必要なことがらがそれなりにある。商店、病院、銀行、郵便局。田舎でもない都会でもない丁度良いところ(女性/54 歳/

精神障がい者) 

のんびりした町だと思います。優しい方も多く、親切な対応や声がけが癒されます。好きな町です。(女性/65 歳/身体障がい者) 

駅の改修（補線橋）により、エレベーターの設置されホーム間の移動が楽になった(男性/67 歳/身体障がい者) 

福祉施設も充実しており、自分の周りの人達も親切な人が多いのでとても暮しやすいまちだと思います。(男性/54 歳/身体障がい者) 

伊達のまちはきれいで山と海にかこまれてとても美しく食べ物も美味しいですし、暮しやすいです。(女性/79 歳/身体障がい者) 

太陽の園が出来てから精神障害者に対する理解度が変り、又グループホームが数多くあり伊達市民は理解して来ている。(女性/49 歳

/身体障がい者/精神障がい者) 

市役所の対応が親切である。(男性/85 歳/身体障がい者) 

私自身の障害に鑑みて暮らしやすいと思います。車椅子で出掛ける分にはという意味です。でも目の不自由な方々にはどうでしょう。

歩道の点字タイルはボロボロで、市役所通りの敷石の凹凸は歩きずらいように感じます。札幌出身なのでつい比べてしまうのですが、

時間がかかってもいいので質のよい道路作りをお願いします。(女性/68 歳/身体障がい者) 

公共施設、福祉施設が充実している(女性/72 歳/身体障がい者) 

伊達は、くらしやすいいい町です。市民の方々のほとんど方々が、やさしいです。子どもたちもやさしいです。(男性/45 歳/知的障

がい者) 

障害について相談する場所がある・高等養護学校が近い場所にある(男性/14 歳/知的障がい者) 

中学校で８組があり仲間も多い。(女性/13 歳/知的障がい者) 

福祉に関係する施設や団体が多い。(男性/40 歳/知的障がい者) 

障がい者には理解があるまちだと思う。(男性/17 歳/知的障がい者) 

昔から「福祉のまち」と呼ばれており、地域住民の障害者へ対する理解があるまちであると思います。(男性/13 歳/知的障がい者) 

差別や偏見がとても少ないと感じる(男性/16 歳/無回答/無回答/無回答) 

暮らしにくい理由 

将来バスがなくなったら不安です。今は運転できますが免許を手ばなす事になった時にはこのままだと返納する事が出来ません。(男

性/72 歳/身体障がい者) 

以前、町に住んでいたのですが、施設、職場など多いが遠く困る。（送迎はあるが遠かったり選ぶと１つしかなかったり）市役所の窓

口自体、遠く困る。あまり説明してくれなかったり。(女性/26 歳/身体障がい者) 

公共の交通手段がないのに不満。マイカーが運転できなくなると必ず必要になる(男性/73 歳/身体障がい者) 

バス停まで 3.5ｋｍ今は 70 才すぎ妻が足となり病院等に行けてるが、後々が心配になる。重症患者は伊達、室蘭ではむり、札幌に行

かなければ。(男性/72 歳/身体障がい者/精神障がい者) 

住んでる地域に買物出来る店舗がない。出掛ける時の交通手段が不便。バス停にこしかける場所がない。(男性/78 歳/身体障がい者) 

障害者に対して公共交通機関があまりにも不備であります。現在運転をしていますがかいもの、病院以外はしていません。何んとか

遊びでゆとりある“あそび”がしたい。市役所など公共職員の対応が“えらそう”である。職員の方々の教育はどうなさっているのかな？

〇 自由回答形式で伊達市が暮らしやすい/暮らしにくい理由について尋ねました。下記に回答を抜

粋して記載しました。 

１２５ 
 

前の市⾧は建設関係の出身の方でこの選挙で変化が見られるのか？市の医療に関する考え方はどうですか。市民病院がもしあったら

と考えたら不安になります。(男性/78 歳/身体障がい者) 

郵送ですむような事を市役所まで行かないとできない。「生活保護」だと障害者向けサービスや高齢者サービスをうけられない。停

電した時に水（いど水）がつかえず市外地のためすぐにたすけを求められない。(男性/80 歳/身体障がい者) 

・大型施設店が少ないので不便。（スポーツジム等）・車がないためバスの便をもっと増やして欲しい。・障害者もあいのりタクシー

を増やすべき。（お年寄りだけじゃなく）・アパートの家賃が高すぎる。（だから人口が減少）(女性/53 歳/精神障がい者) 

①なるべく一人で用事をすませようとすると、市役所は一人では困難（階段には手摺が付いてるが玄関まではない）②通院、買物な

どでタクシーが心よく来てくれるかいつも緊張して待つ 車椅子を積んでもらうとホットする(女性/80 歳/身体障がい者) 

冬期間の除雪の遅れや歩道での歩きにくさ等 わだちができないような早めの処置が必要かと思います(女性/67 歳/身体障がい者) 

専門的な病院、商業施設等も無いので近辺の室蘭や苫小牧などに行かないと生活がうまく出来ない（さらに移動時間もかかるので疲

れる）。小じんまりとしている町である事はいい事だと思うが、商業施設はともかく、病院（特に婦人科）は早急に充実させてほしい

と思います。(女性/24 歳/精神障がい者) 

・国道沿いの歩道以外、幅が狭く段差がひどい。車イスでの外出はとても不便でした。・ＪＲ利用の場合、遅い時間帯だと駅員が不在

になるため、利用出来ないと思った。（サポートが無い）(男性/35 歳/身体障がい者) 

仕事がしたくてもできないし、理解がない。(女性/28 歳/精神障がい者) 

もう少し障害者にやさしいまちづくりをしてほしい（暮らし、家の見つけ方）(男性/48 歳/知的障がい者) 

・もう少し子供がかよえるディサービスがあり、利用日数が多ければ子供もストレスなどがへりたのしいのかと。・障害があって利

用できる施設（伊達市の中心に図書館や子供がゆっくりできる場所）(女性/14 歳/知的障がい者) 

仕事が少ない。就労継続支援Ａ型施設を増やして自立できる人が増えるような支援があれば良いです。(無回答/無回答/知的障がい

者) 

  



１２６ 
 

障がい福祉サービスや行政の取組に関する意見 

（FA） 

 

※抜粋、原文のまま 

福祉サービスに関する意見 

やはり人手不足だと思う（介護施設）(女性/84 歳/身体障がい者) 

障がい者に対して対応する時その人の身になって自分だったらどのようにしてほしいか考えて対応出来る人材を多く育ててほしい

と思います。(男性/79 歳/身体障がい者) 

積雪について、雪が積もった日は早急に除雪車で除雪をお願いしたいです。除雪をしないでいると道路がわだちになり、車の運転を

している方はわだちにハンドルをとられ、事故につながる可能性があります。また、どか雪が降った日や雪が降り積もった日は、排

雪をお願いしたいです。どか雪が降った時は車が出せず、通勤に支障がでましたので今後は対策を考えてもらいたいです。(男性/83

歳/身体障がい者) 

聴力障害なので手話通訳士の育成が必要ですが、手話だけでは無く音性日本語を要約書記するなど手話を知らない聴力障害者に配慮

ある福祉を望みます。(女性/59 歳/身体障がい者) 

障がい福祉サービス等において新しい取組みや変更等があった時には、広報等で周知してほしいと思います。(男性/71 歳/身体障が

い者) 

福祉サービスに関して外にふとんを干す事を入れて欲しい。行政に関してはカタカナ文字をあまり使用しないで下さい。(女性/84 歳

/身体障がい者) 

武者祭りなどの行事に車椅子でも参加できるような対応をしてほしい。人が多いと周りに迷惑をかけてしまうことを考えてしまい行

こうと思えない。(女性/65 歳/身体障がい者/知的障がい者) 

障がいが重い人が入れるグループホームを充実させてほしい。生活介護が満員で入れるかとても不安です。こちらも充実させてほし

いです。保護者がフルタイムで働けるよう、親が不在の時間にあずかってくれるサービスを十分利用できる体制にしてほしいです。

(男性/17 歳/知的障がい者) 

老人福祉と児童福祉の「カベ」を越えた入所施設、つまり、親子がずっと一緒に暮らせる支援施設ができてほしい。全国ではそのよ

うな例（富山県など）もあるので是非、伊達にも全国にほこれる取組を期待したい。今のままだと子どもは入所し、別の暮らしをし

ていかざるを得ない、そんな選択肢しかありません。(男性/8 歳/身体障がい者/知的障がい者) 

放課後ディサービス（まぁぶるの様な）を伊達市内にあると良いと思います。現状通うお子さんが多い為週１でしか通えていません。

出来れば週２、３回等行けると良いなと思います。又、発達障がいの相談の窓口みたいな所があれば、将来の計画や不安など話せる

場所があると安心出来ると思います。(男性/11 歳/知的障がい者) 

グループホーム等、親亡き後に生き生きと暮らせる場所が充実してほしいと切に願います。(男性/26 歳/知的障がい者) 

グループホーム等の施設の充実をお願いします。（施設数を増やす等）(男性/26 歳/知的障がい者) 

経済的負担に関する意見 

障害者等級４級では障害者手当がもらえず、まともに働けず（身体的に）生活が苦しいです。痛い足で我慢して動かして来ました。

今だに足の痛みとの戦いです。そんな状態でも身体障害者手当がないのは悲しいです。子ども手当にはどんどん予算が増えているの

に…残念です。(女性/75 歳/身体障がい者) 

他の市町村に比べ伊達市は独自の助成制度が少ないので障がい者にとっては辛いと思う。(男性/65 歳/身体障がい者) 

伊達市は福祉の町と言われているけれど（例）カルチャーセンター使用する場合高いのでもう少し安く使用出来る所があると良いと

思う。交通の便がわるい。高齢者が多いので車の運転はあぶないから伊達の町を巡回して、スパーや病院など行きやすい福祉バス（無

料でなく）安く乗れるようなバスがあると（車に乗らなくて運転しなくて良い）便利だと思います。(女性/81 歳/身体障がい者) 

移動に関する意見 

１ヶ月に１～２回買い物と銀行に行く時ののり物があってくれたら大変良いのですが私もこんなに歩く事出来ないと思ってもいま

せんでした。１年づつ歩けなくなって来たので大変です。やっと１人で食べる事、風呂がいつまで入る事が出来るだろうと思って入

りますがゆつぼが大変になって来たのです。(女性/79 歳/身体障がい者/精神障がい者) 

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。福祉サービス、経済

的負担、移動、災害など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。 

１２７ 
 

介護タクシーがあれば良いなあと思う。車イスなどが付いていると助かります。(男性/80 歳/身体障がい者) 

買い物等の移動手段は自家用車を使用しているが、１０年後には多分移動手段が無くなると思うので福祉タクシーの充実を願いた

い。(男性/64 歳/身体障がい者) 

まち中のインターロッキング（歩道）のデコボコを歩いていてつまづくので補修してほしい。(男性/54 歳/身体障がい者) 

車イスを使用しているが歩道の傾斜が強く（最近直した歩道もある）不便。特に網代町商店街、市役所通り商店街(女性/49 歳/身体

障がい者/精神障がい者) 

やはり、交通の便が悪い。高齢化で、免許返上したくても状況が悪すぎる。公的バスサービス（循環バスのようなもの）の整備が必

要ではないだろうか？あるいは、業者の参入が必要ではないだろうか？(男性/75 歳/身体障がい者) 

私は自転車などで一人で移動ができますが、伊達は広く、車がないと厳しい場面もあります。雪国での介護・福祉として移動手段を

もっと気軽に使用ができるようになればと思います。(男性/28 歳/精神障がい者) 

福祉の町、障がい者の町と言っているが、実際はそうではないと思います。交通の便が悪い。例えば町の補道は歩きずらい、冬の除

雪は遅く広い道路ばかり除雪し、小学校の通り道などせまい道路は除雪しないで、車の運転がしずらいし、歩きずらい。障がい者が

利用（安く）出来る施設（センター）があると助かります。高齢者がこれから増えるので町の中を福祉（バス）安く利用出来るよう

に（スーパー、病院など）１日、５～６便順廻するバスがあると助かります。郵便局、銀行スーパーなど駐車場（スペースが少ない）

で障がい者の所に、健常者が車をとめている事が多い。何とかしてほしいです。乱筆ですみません。(女性/66 歳/身体障がい者) 

家族の意見・道南バスの伊達から札幌行の高速バスを復活してほしい。（土日だけでもいいので）・図書館で気軽に利用出来る勉強ス

ペースを作ってほしい。(男性/60 歳/身体障がい者) 

市内のバスがもう少し便利にあるといいと思う。年を取ると買物が大変になるので冬の除雪もすぐたのめる事ができる事(女性/77 歳

/身体障がい者) 

自力移動が困難な人には、役所から定期観察があってもいいと思う。多分役所の人は障害１級で在宅でどんな暮らしをしているのか

わかっていないと思う。(男性/72 歳/身体障がい者) 

冬のバス停の除雪のしかたや歩道の除雪されてない場所での乗降は、身体障害者にとっては大変です。又運転手さんのバスの止め方

で歩道より離れて止められた時には、一度車道に降りてからバスの乗降しなければなりません。冬ではない時にも運転手さんのバス

停での止め方をする人がいるので、なるべく歩道とバスの間を近くで止めてほしいです。コロナ後行っていませんが、伊達駅のエレ

ベーターと改札口の間が余りに遠く、夜うす暗く、身体障害者にとっては大変です。もっとエレベーター降りたらすぐ改札口に行け

るよう改善してほしいです。(女性/62 歳/身体障がい者) 

赤十字病院があっても先生がいない為か市外の病院に回されるのが大変です。・病院に通うのにハイヤー代がけっこうかかります。

(男性/81 歳/身体障がい者) 

学校の行き帰りに援助が必要で困る。（身体的ではなく精神面の為）→サービスが無い。→頼れる親族もいない。結局、親が行うが職

場の理解が得られない。本当に困っている。不登校気味になってしまっている。(女性/13 歳/知的障がい者) 

災害対応に関する意見 

障害者は車等の移動手段を持たない人は災害時に避難出来ないので避難方法を検討してもらいたい（高齢者も含む）又、定期的に調

査し避難者もれがないようにお願いします。(男性/68 歳/身体障がい者) 

行政の取組として、津波が来た時の被害が出るだろうと思われるマップ等、すでに配布されておりますが実際に津波が来た時の、避

難経路及び避難の方法について不安です。例えばＡと言う指定の避難場所に向かっている途中津波の状況によってはたどりつけない

場合もあると思いますが、そんな時途中に仮の避難場所等を設けるのはどうでしょうか。せめてそこまでたどりつけば助かると思う

のですが。(女性/73 歳/身体障がい者) 

設備に関する意見 

音の出る信号を増やしてほしい。(男性/63 歳/身体障がい者) 

視覚に障害を持っています。舗道の点字板を頼りに歩いていますが、ブロックではなくプレートのものが欠けたり、折れ曲がって浮

き上がっている所が多くなりました。危険なので修理をお願いします。又、マンホールのフタの部分がかなり出っ張っているのでよ

くつまずきます。何とかならないでしょうか。(女性/58 歳/身体障がい者) 

近場なら歩いて用事を足しに行くことも多いですが、街路樹の枝が歩道まで伸びている所も時々あり管理者には巡回点検をしてほし

いと思っています。見えないのでよける術がありません。障がい者手帳を持って 10 年経ちますが、生活における障がいのことで相

談できる場所も団体も全く分かりません。例えば白杖の使い方や日常生活へのアドバイスなどはどのような所に相談すればよいの

か。自分で探してアクション起さないとずっと繋がらないのでしょうか。(女性/57 歳/身体障がい者) 

街の中に障害者用も兼ねてトイレの設備をぜひ一考。(男性/75 歳/身体障がい者) 

もっとペットとくらせるアパートがほしい。それとふくしかんけいにきょうみがあるどうなんにしょうがいがおもいとかかるいので

はなくて皆おなじびょうどにすることそれとだれでもすきでしょうがいしゃになったじゃない(女性/65 歳/知的障がい者) 

散歩する人がたくさんいるのでところどころに休けい所（テーブル、イス）などをおいてくれたらうれしいです。(男性/53 歳/精神



１２８ 
 

障がい者) 

仕事に関する意見 

Ａ型、Ｂ型の作業所が少ない。もう少し増やして欲しい。(女性/47 歳/身体障がい者/精神障がい者) 

障がい者にとって働くため、収入を得るためにも通所授産施設や就労継続支援事業所の存在は重要であり、それらの施設の存在、そ

こで働いて私達を支援してくださっているスタッフの方々には心より感謝しています。ただ、それらの施設が⾧い年月に渡り毎日の

様に同じ仕事を繰り返した結果、スタッフのマンネリにつながってしまいがちになります。また、ひとつの施設が利用したい障がい

者を受け入れ続けた結果、利用者数がパンクしてしまっています。通所施設や支援事業所の数の追加、及びそれらの施設の定期的な

外部からのチェックが必要であると考えます。(男性/40 歳/精神障がい者) 

就労継続支援Ｂ型に通所していますが、一般の最低賃金が１０００円／時にとどく現在３８０円／時は安すぎると思います。またＡ

型施設が少なく仕事も限られているため、変化を好まない者にとって、能力や可能性があっても自立の道は遠いです。職場（通所施

設）によって異なるかもしれませんが、時給・日給が少なく皆勤手当等の割合が大きく休みたがりません。そのため日中の市役所や

銀行等本人が行う用事がなかなか手続きがむつかしいです。有給まではなくても無給でもいいので皆勤に影響しない自由な休みが年

に数日権利としてあれば自立への一歩となると思います。(無回答/無回答/知的障がい者) 

障がい者が、一般企業で働ける会社を増やしてほしい。就労継続支援Ａ・Ｂで働いていても給料が安く、自立できそうな人でも生活

ができない。私達が死んだ後、子供の将来が不安です…(男性/11 歳/知的障がい者) 

伊達市に関する意見 

各自治会の運営について 指導的になって欲しい。民生委員について 福祉的役割について両教育をして欲しい。街中（中心街）は

高令、単身世帯が多く自治会、役所、民生委員の在り方を真剣に考えて欲しい！(女性/79 歳/身体障がい者) 

色々な手続きが頭が混乱するのでなかなかひとりではスムーズにできません。もっと簡単だとうれしいです。行政としては、障がい

への理解をもっとしてほしいと願います。(女性/52 歳/精神障がい者) 

わかりやすい書類を作っていただけたら嬉しいです。難しいと読めないです。(女性/34 歳/精神障がい者) 

割引や各種の知らせが遅い。勤めていると証明を届ける時間がない。特に通院の身では時間が取れない。代理人が手続き可能にして

ほしい(男性/54 歳/身体障がい者/知的障がい者) 

市役所に用事があって出かけた時、玄関前の階段がたいへんな思いをしています。(女性/81 歳/身体障がい者) 

こういったアンケートを取っているので伊達市が先頭に立って障がい者が生活しやすい街、共存できる街になって頂けたら良いなと

思います。アンケート用紙は大きいのに返信用封筒が小さい。こういった事も障がい者にやさしくないです。(男性/49 歳/知的障が

い者) 
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(2) 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

アンケート 

ア 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

 

本調査
ほんちょうさ

は、令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

を初年度
し ょ ねん ど

とする第
だい

４期
き

伊達市
だ て 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

団体
だんたい

の活動
かつどう

状 況
じょうきょう

や障
しょう

がい施策
し さ く

に対する意識
い 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
ほう

向
こう

性
せい

や市
し

に期
き

待
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

団体
だんたい

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。 

 

イ 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

で活動
かつどう

する障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

 

① 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

 ⑨ わかば会
かい

 

② 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

 ⑩ ミネルバ病院
びょういん

家族
か ぞ く

交流会
こうりゅうかい

 

③ 伊達
だ て

手話
し ゅ わ

の会
かい

 ⑪ 伊達市
だ て し

点訳
てんやく

ボランティアの会
かい

 

④ さわやかともの会
かい

 ⑫ 朗読
ろうどく

ボランティアやまびこ 

⑤ 伊達
だ て

肢体
し た い

不自由児者
ふ じ ゆ う じ し ゃ

父母
ふ ぼ

の会
かい

 ⑬ 西胆振
に し いぶ り

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

職
しょく

親会
おやかい

 

⑥ 伊達
だ て

地方
ち ほ う

腎
じん

友会
ゆうかい

 ⑭ 太陽
たいよう

の園
その

家族
か ぞ く

の会
かい

連合会
れんごうかい

 

⑦ ハッピーサークル ⑮ だて地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター家族
か ぞ く

の会
かい

 

⑧ NPO法人
ほうじん

伊達市手
だ て し て

をつなぐ育成会
いくせいかい

   

 

ウ 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

】 

    郵送法
ゆうそうほう

 

   【調査
ちょうさ

期間
き か ん

】 

    令
れい

和
わ

５年
ねん

８月
がつ

７日
にち

～８月
がつ

31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

 

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

 15票
ひょう

 11票
ひょう

 73.3％ 11票
ひょう
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〇調査結果詳細 

 

１．団体の活動における問題点や課題などについて 

・会員の高齢化、減少。① 

・会員の高齢化が進んでいるが、ろうあ者の言語である手話の普及は大事な役割なので、各

団体や学校に出前講座に出向いている。② 

・障がい者の雇用安定について、国の制度支援だけではなく様々な就労支援の援助制度があ

ると更に雇用が進む⑬ 

・手話に興味を持って入会する若い人が多いが、教える人が少ない。③ 

・会員減少、高齢化に伴い会の活動が無理になってきている。会員増加が課題。④ 

・病死による会員減少、会員不足から役員確保が難しい。高齢化により活動低下で会員が不

足。⑥ 

・予算が少ないので大変。⑦ 

・利用者の高齢化により様々な問題が今後予想される。職員採用に苦慮することが考えられ

る。⑧ 

・当事者ではなく家族の集まりのため年々高齢化が著しい⑩ 

・利用者、会員ともに高齢になり先細り感があるが、点字を必要とする人がいる限り地道に

続けていきたい。⑪ 

・利用者増加と会員の拡充。⑫ 

 

２．今後力を入れていきたい活動内容について 

・会員増加に向けた取組。① 

・市民にろうあ者を理解していただくため、市民手話講習会、ふれあい広場、市民音楽祭な

どの活動を続けていく。② 

・職親会活動の周知、企業・自治体の障がい者雇用率向上支援。⑬ 

・市民手話講習会など、コロナ禍前のように色々な行事がろう協とできればと考えている。

③ 

・会員募集、視覚障がい者の外出支援の充実、視覚障がいについての啓発活動。④ 

・重度心身障害者医療費助成制度の恒久的な実施を会員所在の市町村へ要請。会員確保と組

織の拡大に努め、新規会員の勧誘、現会員の維持、役員増強に努める。各種会議の開催、

親睦交流活動の実施、全腎協・道腎協・難病連と連携した運動への取組。⑥ 

・遠くに日帰り旅行に行きたい。⑦ 

・利用者ひとりひとりの人生にあった支援、高齢になっても働くことが出来る「喜び」を感

じられる支援が出来れば良い。⑧ 

・疾患、家族としての関わり方、成年後見制度などの勉強会⑩ 

・現在の活動を維持。⑪ 
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・視覚障がい者 120 人に「やまびこ」の存在を知ってもらい、活動を利用してもらいたい。

⑫ 

 

３．障がい者計画に掲載されている９つの分野について、評価できる点や問題点・課題、今後

期待することについて 

(1)「権利擁護」について 

・成年後見制度は次第に周知が図られている。① 

・ろうあ者が高齢化しているので、市内の施設やデイサービスに通所できるようにして欲

しい。② 

・聴覚障がい者の言語である手話を理解しよう、会話したいという人がテレビドラマの影

響で増えている。③ 

・虐待や差別は、知らないからおこることではないか。視覚障がい者が白杖を持って歩く

ことや、一緒に歩く人の手や肩につかまって歩くことなど、知ってもらうことが大切。

④ 

・伊達は古くから知的障がい者に対する理解がある。権利擁護の面においても、成年後見

制度や日常生活自立支援事業など、ある程度周知されている。虐待に関しては、通報な

どのシステムはほぼ理解されており、関係機関との連携もできている。障がい者差別解

消については、市民への周知・関心をもう少し出来れば良い。⑧ 

・医療、福祉、地域において高齢化問題が著しく、権利擁護についての意識も高まってい

くものと思われる。⑩ 

・市民後見人講座や差別解消フォーラムが開催されるなど、胆振圏域だけではなく全道的

にも権利擁護の意識が高い。虐待防止研修会は各事業所任せではなく、行政主催で実施

して欲しい。⑬ 

 

(2)「啓発・広報」について 

・障がい者週間の事業は評価できる。① 

・公共施設や病院、銀行等に手話のできる人がいて欲しい② 

・市広報紙に毎月、手話が掲載されている。③ 

・視覚障がい者の事を知ってもらうこと。また、視覚障がい者の外出支援をサポートして

いるボランティア団体があることを知ってもらうことが必要。④ 

・ふれあい広場の宣伝をしっかりして欲しい。令和 5年はお客さんが少なかった。⑦ 

・市 HP や市広報紙により理解できる部分はあるが、ネット環境がない人に対する啓発は

どうなっているのか。障がい者週間は社協（ボラ連）による記念事業等があり啓発され

ている。コロナの関係もあったが、障がい者の交流促進にもう少し積極的に促進出来れ

ば良い。⑧ 

・他市町村の広報紙では相談支援事業について毎号掲載されている。障がい福祉サービス
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ガイドブックはもう少し内容が多くても良い。⑬ 

 

(3)「生活環境」について 

・公共施設のバリアフリー化について更なる向上が望まれる。① 

・災害時等の情報を得るのが難しい、自治体で障がい者に対してのマニュアルを作成して

欲しい。② 

・移動手段として高齢で免許返納者はタクシー、免許保有者は今のところ自家用車。③ 

・視覚障がい者は一人での移動は難しい。ボランティアだけでなく、近所の方の支援も必

要。市内の歩道に点字ブロックは増えたが、視覚障がい者の行動を理解して設置してい

るのか疑問。例えば、はじにあるので店の前の柵にぶつかりそうになったり、車や自転

車が止まっていることがある。④ 

・各種割引制度や助成などについては実施されている。ただ、いつも気になることとして、

身体障害者用駐車場スペースが若い人が平気で止めているのを見ることがある。何か方

法はないのか。福祉避難所の事についてはもう少し広く市民に周知して欲しい。⑧ 

・市営住宅の有効な活用が推進されることを期待している。人口減少もあり、公共交通機

関の減数など既存の資源を活用できる方法を考えられないか。⑩ 

・点字ブロックの拡充と補修、横断歩道に於ける盲人用スピーカーの増設。⑫ 

・もしかしてネットの取り組みをアピールできると良い。⑬ 

 

(4)「情報・意思疎通支援」について 

・身障手帳の数からみると会員の更なる増加のためにも更なる工夫、充実が求められる。     

① 

・いろいろな場面での必要不可欠な手話通訳が増えると当たり前の生活が可能となる。③ 

・視覚障がい者にとっては耳からの情報が主になる。月初めに市広報紙での情報入手出来

れば良いが、急な事など、必要な時に必要な情報を入手することができるのかが課題。

④ 

・市広報紙は自治会に加入していいないと見ることが少ない。また、市 HPはインターネッ

ト環境がなければ難しい。聴覚障がい者に対する意思疎通支援はいろいろな会議で手話

通訳者が参加しており、できている。⑧ 

・盲人にも使いやすいアプリを開発し、様々な情報を伝達できないかを期待する。⑫ 

・市 HP が見やすく、知りたいページに行きやすい。デフォルトでフォントが大きいとよ

り見やすい。⑬ 

 

(5)「生活支援」について 

・体制的にはそれぞれの分野で努力されている。① 

・聴覚障がい者が高齢になると自宅での生活が不便になりがち。施設に入るにしても、意
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思疎通が可能でない限り不安。③ 

・家族がいれば良いが、視覚障がい者の一人暮らしは、支援がなければ無理。ずいぶん前

にボランティア講座があり、色々なボランティアについて学ぶ機会があった。またこの

ような機会があると良い。④ 

・相談支援体制はかなり整っていると思うが、相談員の人員の問題からか受け持ちケース

の数が多い。地域生活支援拠点は、今後ますます期待される。障害福祉サービス事業や

相談支援の職員数がギリギリのところで実施している印象を受ける。今後とも人材の育

成と確保が必要となる。⑧ 

・福祉のまちの理念に加え高齢化の問題もあり、医療、福祉、他の領域においてもマンパ

ワー確保が急務と思われる。⑩ 

・現状維持かそれ以上のものを望む。⑫ 

・福祉事業所への就職祝金を検討して欲しい。事業所の努力だけでは人材確保が難しい。

⑬ 

 

(6)「保健・医療」について 

・体制的にはそれぞれの分野で努力されている。① 

・自分の体に異変を感じたら病院へ行くよう進めているが、その際すぐ一緒に行ける手話

通訳者の確保が大事。③ 

・例年伊達市が開催支援している「赤十字病院フェスティバル」に当会も参加協力してい

るが、コロナ感染問題で休止しているため、令和 6年度の開催を支援して欲しい。⑥ 

 ・栄養指導をどこでうけていいかわからない。⑦ 

・総合病院である日赤病院で「出産」ができないという事は問題。市立病院がない伊達市

では日赤の運営が市民の健康（医療）をまかなうことはできないのか。障害の原因に関

する早期発見・早期療育はシステム的に整っている。教育に関しても、学校の選択など

ある程度可能である。健康診断（がん検診）は良く行われている。⑧ 

・当院で提供できる医療支援（受診、入院、訪問看護、診断）と福祉、高齢者部門との橋

渡しなどこれまでどおり、ご相談ください。⑩ 

・現状維持かそれ以上のものを望む。⑫ 

・医ケア児コーディネーターと乳幼児健診の連携が進むと良い。⑬ 

 

(7)「就労支援」について 

・評価できる。① 

・職親会の活動が以前のようにもう少し活発になれば良い。市内には就労移行支援事業所

がない。伊達市の障害者雇用率について説明して欲しい。⑧ 

・市役所内での就労継続支援事業所のパン販売を今後も継続して欲しい。市役所が率先し

て障がい者雇用率の向上を図ってほしい。⑬ 
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(8)「教育・育成」について 

・評価できる。① 

・支援学級、支援学校で障がいにあわせた教育が大切だと思うが、健常者と一緒に活動す

ることもお互いの成長に重要なのではないか。障がいについて学ぶこと、知ることが特

別なのことではなく常にできると良い。④ 

・保育、学校教育共に色々なことを取り組み、実施されていることを評価している。学校

などの冷房対策等のハード面にもう少し配慮があれば良い。⑧ 

・幼保から学校、学校から社会への連携はスムーズになってきているが、放課後等デイサー

ビスから大人の福祉サービスへのつなぎに関して、さらに進むと良い。行政主導で事業

所見学会を進めて欲しい。⑬ 

 

(9)「社会参加」について 

・コロナ以前を考えると評価できるが、投票所など運営に関しては、一部改善が求められ

る。① 

・ほとんどの会員が高齢なので積極的には難しい。③ 

・どこかの会に入っている人は、その会の行事とか情報も入り、色々な活動に参加できる

が何の会にも入っていない人にとっては、家庭での生活のみで社会参加の機会がないの

ではないか。そういう人たちをどのようにして社会参加させていくのかが課題。④ 

・障がい者スポーツ大会に参加したい。⑦ 

・障がい者に対する各種講座などがあれば良い。スポーツ交流なども多く企画をして欲し

い。余暇活動を後押しできる企画があれば利用者の生活の質が向上する。⑧ 

・「やまびこ」の活動を市広報等で紹介していただき、我々とのきずなを深めたい。⑫ 

・ハッピーサークルへの助成を今後も継続して欲しい。⑬ 

 

４．今後の伊達市における障がい者福祉についての具体的な考え、意見について 

・以前からみると多くの点で改善があるのはこれまでの取組のおかげ。それぞれの人生の中

でいつでも障がい者になる可能性はある。そのことを思うと、市民それぞれが障がい者福

祉への理解が深まっていってほしい。① 

・市民手話講座に、市職員、一般市民が積極的に参加して欲しい。公共施設の使用料は無料

にして欲しい。② 

・市内にどれくらいの障がい者がいるのか。障がいを持ていても他人に知られるのがいやだ

とか、また、障がいを受け入れられずにいるとか、その人その人で受け止め方も様々。障

がいを持っている人たちが自分の障がいを受け入れて、安心して生活していけるような市

になると良い。市役所の障がい者福祉係の窓口は、気楽に相談に行けるような場所であっ

てほしい。④ 



 

１５５ 

 

・当会開催の学習会への講師派遣について今後も協力いただきたい。⑥ 

・障がい者が自宅や施設に閉じこもることなく、積極的に社会に出て行けるための環境整備

をお願いしたい。⑫ 

・施設から地域移行の先駆的な取組によりノーマライゼーションが実践され、市民の心理的

な面での障がい者受け入れが進んでいる。障がい者の高齢化によりハード面でのバリアフ

リーはさらに進めなくてはならない。住宅改修助成金の拡充と公共施設のバリアフリー化

をさらに進めて欲しい。⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１５６ 

 

福祉に関するアンケート調査への協力のお願い 
 

日頃より伊達市の福祉行政にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。 

伊達市では現在、令和 6 年度を初年度とする第４期伊達市障がい者計画の策定

に向け取り組みを進めています。そのため、障がい者関係団体の福祉に関する意識、

意向などを把握し、計画策定や施策推進に役立てるためのアンケート調査を実施す

ることになりました。 

調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 

令和５年８月 伊達市 

 

 

 

・質問への回答方法は、それぞれ質問文に記載していますので、質問文をよく

読んでお答えください。 

・記入が終わりましたら、８月３１日（木）までに同封の返信用封筒を使って

ご返送ください。 

・このアンケート調査へのご質問などは、下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

               伊達市健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係 

                電 話：０１４２－８２－３１９３ 

                F A X：０１４２－２５－４１９５ 

                E-mail：shogai@city.date.hokkaido.jp 

 

＜記入要領＞ 



 

１５７ 

 

団体名：（                        ） 

 

 

問1 活動の頻度について教えてください。（例：月 1 回、週２回など） 

 

 

 

 

 

 

問2 団体に所属されている方の人数を教えてください。 

（       人） 

 

 

問3 団体の活動における問題点や課題などがありましたら、ご自由にご記入くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問4 今後力を入れていきたい活動内容を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１５８ 

 

問5 伊達市では、下記の 9 つの分野で障がい者施策を推進していますが、それぞ

れの分野について、評価できる点や問題点・課題、今後期待すること等、貴

団体としてどのように感じているかをご自由にご記入ください。 

※枠内に書ききれない場合は、別紙（任意様式）にご記入ください。 

 

１．「権利擁護」分野 

  ※権利擁護の推進、虐待や差別の解消 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「啓発・広報」分野 

  ※啓発活動の推進、地域活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「生活環境」分野 

  ※住まい・まちづくりの推進、移動・交通のバリアフリーなどの促進、 

防犯・防火対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１５９ 

 

４．「情報・意思疎通支援」分野 

  ※情報アクセシビリティの向上、意思疎通支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．「生活支援」分野 

  ※生活支援体制の整備、障害福祉サービスの提供、人材の育成と確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．「保健・医療」分野 

  ※障がいの原因となる疾病などの予防・早期発見・早期支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１６０ 

 

７．「就労支援」分野 

  ※雇用機会の拡大、福祉的就労の場の確保、障がい者就労施設等が供給する物

品および役務に対する需要の増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．「教育・育成」分野 

  ※障がい児保育・療育の充実、学校教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．「社会参加」分野 

  ※本人活動、余暇活動の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１６１ 

 

問6 その他、今後の伊達市における障がい者福祉についての具体的なお考え、ご

意見等をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

8 月 31 日（木）までに同封の返信用封筒でご返送ください。 
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TEL：0142-82-3193  FAX：0142-25-4195 

 


