
平成
へいせい

27年度
ね ん ど

第２回
だ い  か い

横浜市
よ こ は ま し

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 

 

平成
へいせい

28年
ねん

２月
がつ

23日
か

（火
か

） 

午前
ご ぜ ん

10時
じ

～12時
じ

 

場所
ば し ょ

：横浜市
よこはまし

研修
けんしゅう

センター 403号室
ごうしつ

 

 

≪次
し

    第
だい

≫ 

 

１ 開
かい

   会
かい

 

 

２ 健康
けんこう

福祉
ふ く し

局 長
きょくちょう

あいさつ 

 

３ 議題
ぎ だ い

 

（１）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

施行
し こ う

に向けた
む

市
し

の取組
とりくみ

について   （資料
しりょう

１） 

（２）学齢
がくれい

後期
こ う き

発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

の支援
し え ん

における市
し

への提言
ていげん

について （資料
しりょう

２） 

                             

 

４ 報告
ほうこく

事項
じ こ う

 

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

予算
よ さ ん

（案
あん

）について              （資料
しりょう

３） 

 

 

５  その他
た

 



氏名
しめい

所属
しょぞく

1 渡部　匡隆
わたなべ　　まさたか

横浜国立大学教育人間科学部障害児教育課程教授
よこはまこくりつだいがくきょういくにんげんかがくぶしょうがいじきょういくかていきょうじゅ　

2 荒井
あらい

　政明
まさあき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

神奈川県
かながわけん

精
せい

神
しん

科
か

病院
びょういん

協会
　 きょうかい

副会長
      ふくかいちょう

3 井上
いのうえ

　繁
しげる

特定
とくてい

非営利
ひえいり

活動
かつどう

法人
  ほうじん

横浜市
    よこはまし

手
  て

をつなぐ育成会
いくせいかい

4 岩沢
いわさわ

　弘秋
ひろあき

日本
にほん

労働
ろうどう

組合
くみあい

総
そう

連合
れんごう

会
かい

横浜
よこはま

地域
ちいき

連合
れんごう

事務
じむ

局長
きょくちょう

5 内田
うちだ

　豊
ゆたか

神奈川県立保土ケ谷養護学校
かながわけんりつほどがやようごがっこう

6 大友
おおとも

　勝
まさる

特定非営利活動法人横浜市精神障害者地域生活支援連合会代表
とくていひえいりかつどうほうじんよこはましせいしんしょうがいしゃちいきせいかつしえんれんごうかいだいひょう

7 柏木
かしわぎ

　彰
あきら

特定非営利活動法人横浜市精神障害者家族連合会副理事長
とくていひえいりかつどうほうじんよこはまよこはまし せいしんしょうがいしゃかぞくれんごうかいふくりじちょう

8 渋谷
しぶや

　治巳
　はるみ

横浜市障害者地域作業所連絡会
よこはまししょうがいしゃちいきさぎょうしょれんらくかい

9 鈴木　和子
すずき　　　　かずこ

特定非営利活動法人横浜市視覚障害者福祉協会
とくていひえいりかつどうほうじんよこはまししかくしょうがいしゃふくしきょうかい

10 鈴木
すずき

　和人
かずと

横浜市中部就労支援センター所長
よこはましちゅうぶしゅうろうしえんせんたーしょちょう

11 須山　優江
すやま　　　　まさえ

横浜市中途失聴・難聴者協会副会長
よこはましちゅうとしっちょう・なんちょうしゃきょうかいふくかいちょう

12 多田
ただ

　葉子
ようこ

社会福祉法人
しゃかいふくしほうじん

偕
かい

恵
　けい

園
　えん

　偕恵シグナル
かいけいしぐなる

施設
しせつ

長
ちょう

13 田中
たなか

　梨
り

奈
な

神奈川県
かながわけん

精神
せいしん

保健
　ほけん

福祉士
　ふくしし

協会
きょうかい

14 戸塚
とつか

　武和
たけかず

社団
しゃだん

法人
ほうじん

横浜市
　よこはまし

医師会
　いしかい

副会長
ふくかいちょう

15 中根
なかね

　幹夫
みきお

社会福祉法人横浜共生会　どんとこい・みなみ所長
しゃかいふくしほうじんよこはまきょうせいかい　　　　　　　　　　　　　　　　　しょちょう

16 永田  孝
ながた　　　 たか

横浜市グループホーム連絡会　入居者部会入居者委員
よこはましぐるーぷほーむれんらくかい　             にゅうきょしゃぶかいにゅうきょしゃいいん

17 奈良
なら

﨑
さき

　真弓
まゆみ

本人
ほんにん

の会
かい

　サンフラワー
さんふらわー

18 西川
にしかわ

　麻衣子
　　まいこ

株式会社　ファムロード
かぶしきがいしゃ　ふぁむろーど

19 原田
はらだ

　修吉
しゅうきち

横浜公共職業安定所所長
よこはまこうきょうしょくぎょうあんていじょしょちょう

20 平井
ひらい

　晃
あきら

横浜市
よこはまし

車椅子
くるまいす

の会
かい

会長
　かいちょう

21 森
もり

　和雄
かずお

横浜市
よこはまし

社会
しゃかい

福祉
ふくし

協議会
きょうぎかい

障害者
しょうがいしゃ

支援
　しえん

センター
　　せんたー

担当
たんとう

理事
　りじ

22 八島
やしま

　敏昭
としあき

横浜市心身障害児者を守る会連盟代表幹事
よこはまししんしん　しょうがいじしゃ　まも　　かいれんめいだいひょうかんじ

23 山田
やまだ

　初男
はつお

横浜市身体障害者団体連合会副理事長
よこはまししんたいしょうがいしゃだんたいれんごうかいふくりじちょう

24 渡邊
わたなべ

　雅子
まさこ

横浜市青葉区生活支援センター所長
よこはましあおばくせいかつしえんせんたーしょちょう

25 和田
わだ

　千珠子
　　ちずこ

旭区
あさひく

地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
　しえん

拠点
　きょてん

　ほっとぽっと

横浜市障害者施策推進協議会委員
よ こ は ま し し ょ う が い し ゃ せ さ く す い し ん き ょ う ぎ か い い い ん

　　 平成
へいせい

28年
ねん

６月
がつ

30日
にち

まで



区分
くぶん

局
きょく

名
　めい

補職
ほしょく

名
めい

氏名
しめい

健康
けんこう

福祉
ふくし

局長
きょくちょう

鯉渕
こいぶち

  信也
しんや

健康福祉局担当理事(健康福祉局保健所長)
けんこうふくしきょくたんとうりじ（けんこうふくしきょくほけんしょちょう）

豊澤  隆弘
とよざわ　　たかひろ

健康福祉局担当理事（保健医療医務監）
　けんこうふくしきょくたんとうりじ　　　　　　　　　（ほけんいりょういむかん）

水野　哲宏
　みずの　てつひろ

障害
しょうがい

福祉
ふくし

部長
ぶちょう

齋藤
さいとう

　聖
きよし

こころの健康
けんこう

相談
そうだん

センター長
ちょう

白川
しらかわ

　教人
のりと

健康福祉局担当部長（健康安全部保健事業課担当課長）
けんこうふくしきょくたんとうぶちょう（けんこうあんぜんぶほけんじぎょうかたんとうかちょ

田中  園治
たなか　　　そのじ

障害
しょうがい

企画
きかく

課長
かちょう

山田
やまだ

　洋
ひろし

障害
しょうがい

福祉
ふくし

課長
かちょう

上條
かみじょう

　浩
ひろし

障害
しょうがい

支援
しえん

課長
かちょう

君和田
きみわだ

　健
たけし

企画
きかく

部
ぶ

企画
きかく

課長
かちょう

氏家　亮一
うじいえ　りょういち

福祉
ふくし

保健
ほけん

課
か

長
ちょう

菊池
きくち

　孝
たかし

地
ち

域
いき

支援
しえん

課長
かちょう

井上
いのうえ

　弘毅
ひろき

こども青少年
せいしょうねん

局長
きょくちょう

田中　博章
たなか　　　ひろあき

こども福祉
ふくし

保健
ほけん

部長
ぶちょう

細野　博嗣
　ほその　　　ひろつぐ

障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

保健
ほけん

課長
かちょう

佐藤　祐子
　さとう　　　　ゆうこ

企画
きかく

調整
ちょうせい

課長
かちょう

吉川
よしかわ

　直友
なおとも

教育
きょういく

政策
せいさく

推進
すいしん

課
か

長
ちょう

高見
たかみ

　暁子
あきこ

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

課
か

長
ちょう

吉原
よしはら

　勝
まさる

政策
せいさく

局
きょく

政策課
せいさくか

担当
たんとう

課長
かちょう

津留
つる

　玲子
れいこ

建築
けんちく

局
きょく

住宅
じゅうたく

政策
せいさく

課長
かちょう

鈴木
すずき

　章治
しょうじ

交通
こうつう

局
きょく

総務
そうむ

課長
かちょう

吉田  美幸
　よしだ　　　みゆき

障害企画課企画調整係長
しょうがいきかくかきかくちょうせいかかりちょう

大津
おおつ

　豪
ごお

障害企画課制度担当係長
しょうがいきかくかせいどたんとうかかりちょう

山田
やまだ

　和子
かずこ

障害企画課施策推進担当係長
しょうがいきかくかしさくすいしんたんとうかかりちょう

中村
なかむら

　剛志
つよし

障害
しょうがい

企画
きかく

課
か

差別
さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

担当
たんとう

係長
かかりちょう

小川
おがわ

　武広
たけひろ

障害企画課精神保健福祉係長
しょうがいきかくかせいしんほけんふくしかかりちょう

山村
やまむら

　太郎
たろう

障害企画課就労支援係長
しょうがいきかくかしゅうろうしえんかかりちょう

江原
えはら

　顕
けん

障害福祉課生活支援係長
しょうがいふくしかせいかつしえんかかりちょう

今井
いまい

　智子
ともこ

障害福祉課移動支援係長
しょうがいふくしかいどうしえんかかりちょう

飯野
いいの

　正夫
まさお

障害福祉課地域活動支援係長
しょうがいふくしかちいきかつどうしえんかかりちょう

松浦
まつうら

　拓郎
たくろう

障害福祉課事業者育成担当係長
しょうがいふくしかじぎょうしゃいくせいたんとうかかりちょう

丹野
たんの

　久美
くみ

障害支援課障害支援係長
しょうがいしえんかしょうがいしえんかかりちょう

名倉　孝典
なぐら　　　　たかのり

障害支援課整備推進担当係長
しょうがいしえんかせいびすいしんたんとうかかりちょう

川島
かわしま

　とも子
こ

障害支援課在宅支援係長
しょうがいしえんかざいたくしえんかかりちょう

卯都木　優子
   うつぎ　　　　　　　ゆうこ

障害支援課事業支援係長
しょうがいしえんかじぎょうしえんかかりちょう

高島
たかしま

　友子
ともこ

障害支援課担当係長
しょうがいしえんかたんとうかかりちょう

池村
いけむら

　明広
あきひろ

こころの健康相談センター相談援助係長
　　　　　　　　　　　　けんこうそうだんせんたー　　　　そうだんえんじょかかりちょう

新海　隆生
しんかい　　たかお

こころの健康相談センター
　 けんこうそうだんせんたー

救急医療係長
きゅうきゅういりょうかかりちょう

駒形
こまがた

　俊文
としふみ

企画
きかく

課
か

企画
きかく

係長
かかりちょう

粟屋
あわや

　しらべ

障害
しょうがい

児
じ

福祉
ふくし

保健
ほけん

課
か

担当
たんとう

係長
かかりちょう

柴山
しばやま

　一彦
かずひこ

障害児福祉保健課担当係長
しょうがいじふくしほけんかたんとうかかりちょう

黒田　智子
　くろだ　　　　ともこ

障害
しょうがい

児
じ

福祉
ふくし

保健
ほけん

課
か

整備
せいび

担当
たんとう

係長
かかりちょう

畠山
はたけやま

　重徳
しげのり

企画
きかく

調整
ちょうせい

課
か

企画
きかく

調整
ちょうせい

係長
かかりちょう

柿沼
かきぬま

　千尋
ちひろ

教育
きょういく

政策
せいさく

推進
すいしん

課
か

担当
たんとう

係長
かかりちょう

伊皆
いみな

　宏樹
ひろき

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

課
か

担当
たんとう

係
かかり

長
　　ちょう

永井
ながい

　俊雄
としお

政策
せいさく

局
きょく

政策課
せいさくか

担当
たんとう

係長
かかりちょう

鈴木
すずき

　政
まさ

憲
のり

建築
けんちく

局 住宅
じゅうたく

政策
せいさく

課
か

担当
たんとう

係長
かかりちょう

小野
おの

　慶一
けいいち

事務担当
じむたんとう

健康福祉局
けんこうふくしきょく

こども青少年
せいしょうねん

局
きょく

教育
きょういく

委員会
いいんかい

事務局
じむきょく

関係
かんけい

局
きょく

平成
へいせい

27年度
ねんど

　横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

施策
せさく

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

事務
じむ

局
きょく

名簿
めいぼ

事務局
じむきょく

健康
けんこう

福祉
ふくし

局
きょく

こども青少年
せいしょうねん

局
きょく

教育
きょういく

委員会
いいんかい

事務局
じむきょく

関係
かんけい

局
きょく



平成
へいせい

28年
ねん

２月
がつ

23日
にち

（火
か

）

午前
ごぜん

10時
じ

～12時
じ

00分
ふん

横浜市
よこはまし

研修
けんしゅう

センター　403号室
ごうしつ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○西川
にしかわ

委員
いいん

○中根
なかね

委員
いいん

○田中
たなか

委員
いいん

○鈴木
すずき

和人
かずと

委員
いいん

和田委員
　　わだ　いいん

○

渡邊委員
　わたなべ　いいん

○ ○鈴木
すずき

和子
かずこ

委員
いいん

○山田
やまだ

委員
いいん

○平井
ひらい

委員
いいん

○大友委員
　　　おおとも　いいん

○ ○ ○ ○

渡部
わたなべ

会長
かいちょう

柏木
かしわぎ

委員
いいん

荒井
あらい

委員
いいん

山
田

や
ま
だ

　
　
障
害
企
画
課
長

し
ょ
う
が
い
き
か
く
か
ち
ょ
う

　
　
　
　
齋
藤

さ
い
と
う

　
　
障
害
福
祉
部
長

し
ょ
う
が
い
ふ
く
し
ぶ
ち
ょ
う

細
野

ほ
そ
の

　
こ
ど
も
青
少
年
局

せ
い
し
ょ
う
ね
ん
き
ょ
く　

こ
ど
も

福
祉

ふ
く
し

保
健

ほ
け
ん

部
長

ぶ
ち
ょ
う

白
川

し
ら
か
わ

　
こ
こ
ろ
の
健
康

け
ん
こ
う

相
談

そ
う
だ
ん

セ
ン
タ
ー

長

　
ち
ょ
う

君
和
田

き
み
わ
だ

　
障
害
支
援
課
長

し
ょ
う
が
い
し
え
ん
か
ち
ょ
う

出
入
口

で
い
り
ぐ
ち

プロジェクター

補助員
ほじょいん

○

記
録

き
ろ
く

席せ
き

傍
聴
席

ぼ
う
ち
ょ
う
せ
き

八島
やしま

委員
いいん

○

須山
すやま

委員
いいん

○

筆記
ひっき

通訳
つうやく

者
しゃ

○

平成
へいせい

27年度
ねんど

第
だい

２回
かい

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

施策
せさく

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

座席
ざせき

表
ひょう

菊
池

き
く
ち

　
福
祉

ふ
く
し

保
健

ほ
け
ん

課か
ち
ょ
う長

氏
家

う
じ
い
え

　
企
画

き
か
く

課か
ち
ょ
う長

田
中

た
な
か

　
担
当

た
ん
と
う

部
長

ぶ
ち
ょ
う

（
健
康
安
全
部
保
健

け
ん
こ
う
あ
ん
ぜ
ん
 

ぶ
ほ
け
ん

事
業
課
担
当
課
長

じ
ぎ
ょ
う
か
た
ん
と
う
か
ち
ょ
う

）

鈴
木

す
ず
き

　
建
築
局
住
宅
政
策
課
長

け
ん
ち
く
き
ょ
く
じ
ゅ
う
た
く
せ
い
さ
く
か
ち
ょ

吉
田

よ
し
だ

　
交
通
局
総
務
課
長

こ
う
つ
う
き
ょ
く
そ
う
む
か
ち
ょ
う

上
條

か
み
じ
ょ
う　

障
害

し
ょ
う
が
い福

祉

ふ
く
し

課
長

か
ち
ょ
う

○筆記
ひっき

通訳
つうやく

者
しゃ

岩沢委員
いわさわ　いいん

補助員
ほじょいん

○

○渋谷
しぶや

委員
いいん

永田
ながた

委員
いいん

○

奈良
なら

﨑
さき

委員
いいん

○

○筆記
ひっき

通訳
つうやく

者
しゃ

補
助
員

ほ
じ
ょ
い
ん

　
　
　
鯉
渕

こ
い
ぶ
ち

　
　
健
康
福
祉
局
長

け
ん
こ
う
ふ
く
し
き
ょ
く
ち
ょ
う
　

佐
藤

さ
と
う

　
こ
ど
も
青
少
年
局

せ
い
し
ょ
う
ね
ん
き
ょ
く　

障
害

し
ょ
う
が
い児　
じ

福
祉

ふ
く
し

保
健

ほ
け
ん

課か
ち
ょ
う長

マ
イ
ク
係

ま
い
く
　
　
　
か
か
り

マ
イ
ク
係

ま
い
く
　
　
　
か
か
り

井
上

い
の
う
え

　
地
域

ち
い
き

支
援

し
え
ん

課
長

か
ち
ょ
う

水
野

み
ず
の

　
保
健

ほ
け
ん

医
療

い
り
ょ
う

医
務

い
む

監か
ん

（
健
康

け
ん
こ
う

福ふ

祉
局

く
し
き
ょ
く担

当

た
ん
と
う

理
事

り
じ

）

筆記
ひっき

通訳
つうやく

者
しゃ

○



 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
し こ う

に 伴
ともな

う市
し

の取組
とりくみ

について 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

に関
かん

すること 

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

検討
けんとう

部会
ぶ か い

の提言
ていげん

の主
おも

な内容
ないよう

 市
し

の主
おも

な取組
とりくみ

 

取組
と り く み

① 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

提 供
ていきょう

に関
かん

するこ

と 

職
しょく

員
いん

対
たい

応
おう

要
よう

領
りょう

の策
さく

定
てい

及
およ

び 職
しょく

員
いん

研
けん

修
しゅう

に関
かん

するこ

と 

区役所
くやくしょ

等
など

の施設
し せ つ

・

設備
せ つ び

の 改善
かいぜん

等
とう

に

関
かん

すること 

市民
し み ん

への 啓発
けいはつ

に

関
かん

すること 

相
そう

談
だん

及
およ

び紛
ふん

争
そう

の

防
ぼう

止
し

等
とう

のための

体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

に関
かん

すること 

（不当
ふとう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いを禁止
きんし

） 

○ マニュアル
ま に ゅ あ る

等
とう

による対応
たいおう

も必要
ひつよう

であるが、（本人
ほんにん

の意向
いこう

を確認
かくにん

した上
うえ

で）場面
ばめん

に応
おう

じて職
しょく

員
いん

が

考
かんが

え、臨機応変
りんきおうへん

に対応
たいおう

することが大切
たいせつ

である。 
○ 合理的

ごうりてき

配慮
はいりょ

は、特別
とくべつ

なことを求
もと

めるものではなく、「周
まわ

りの人
ひと

（応対
おうたい

する人
ひと

）が少
すこ

し気
き

を遣
つか

う

ことで、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の生
い

きにくさを改善
かいぜん

していきましょう」というものである。 
○ 誤

あやま

った配
はい

慮
りょ

とならないよう、「障 害
しょうがい

の特性
とくせい

を理解
りかい

する」ことなどが必要
ひつよう

である。 

○ 相談
そうだん

窓口
まどぐち

による解決
かいけつ

が難
むずか

しい事
じ

案
あん

について、解決
かいけつ

を目
め

指
ざ

すための相談
そうだん

、調 整
ちょうせい

、あっせんとい

う一連
いちれん

の仕組み
し く み

を市
し

独自
どくじ

に構築
こうちく

すべきである。また、仕組み
し く み

を明確
めいかく

にしておくため、条 例
じょうれい

の制定
せいてい

についても検討
けんとう

していただきたい。 
○ 障害者

しょうがいしゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

支援
しえん

地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

を設置
せっち

する場合
ばあい

は、その役割
やくわり

を明確
めいかく

に定
さだ

めることが必要
ひつよう

で

ある。 

○ まず何
なに

よりも現 状
げんじょう

を知
し

っていただくことが大切
たいせつ

である。「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

に関
かん

する事
じ

例
れい

の募集
ぼしゅう

」

で寄
よ

せられた事
じ

例
れい

を活用
かつよう

し、市
し

民
みん

向
む

けリ
り

ー
ー

フ
ふ

レ
れ

ッ
っ

ト
と

作
さく

成
せい

等
とう

に取
と

り組
く

むべきである。 
○ 障 害

しょうがい

のある人
ひと

たちへの啓発
けいはつ

を忘
わす

れてはならない。障 害
しょうがい

に応
おう

じた研
けん

修
しゅう

資
し

料
りょう

等
など

が必要
ひつよう

である。 
○ 気軽

きがる

な雰囲気
ふ ん い き

の中
なか

で障 害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

が交 流
こうりゅう

できる場
ば

を設
もう

け、その中
なか

で障 害
しょうがい

の理解
りかい

を

広
ひろ

げていく取組
とりくみ

を市
し

独自
どくじ

に検討
けんとう

すべきである。 
○ 障 害

しょうがい

のある人
ひと

の協 力
きょうりょく

、参画
さんかく

の下
もと

での実施
じっし

が有効
ゆうこう

である。 

○ 設備
せつび

の設置
せっち

で終 了
しゅうりょう

ということでなく、稼働後
か ど う ご

の管理
かんり

も大切
たいせつ

である。庁舎内
ちょうしゃない

のエレベーター
え れ べ ー た ー

、

多目的
たもくてき

トイレ
と い れ

等
とう

の使用
しよう

状 況
じょうきょう

に問題
もんだい

はないかなど、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の立場
たちば

に立
た

って確
かく

認
にん

が必要
ひつよう

で

ある。 

○ 職 員
しょくいん

が障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

の解 消
かいしょう

に適切
てきせつ

に取
と

り組
く

んでいくため、市
し

の職 員
しょくいん

対応
たいおう

要 領
ようりょう

を策定
さくてい

すべき

である。 
○ 障 害

しょうがい

のある人
ひと

の対応
たいおう

は福祉
ふくし

の部門
ぶもん

ということではなく、どの職 員
しょくいん

も同
おな

じ対
たい

応
おう

ができるように

することが必要
ひつよう

である。そのため、継続的
けいぞくてき

なシステム
し す て む

として研 修
けんしゅう

を行
おこな

う必
ひつ

要
よう

がある。 

○ 窓口
まどぐち

対応
たいおう

等
とう

、行 政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の様々
さまざま

な場面
ばめん

で合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

に取
と

り組
く

み

ます。 

○ 障 害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

等
など

は一人
ひとり

ひとり異
こと

なるため、その人
ひと

の意向
いこう

を確認
かくにん

し、場面
ばめん

に

応
おう

じて考
かんが

え、対応
たいおう

していくことを基本
きほん

とします。 

○ 適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を行
おこな

うため、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

等
とう

を理解
りかい

するとともに、その人
ひと

の意向
いこう

をきちんと確認
かくにん

して対応
たいおう

します。 

○ 指定
してい

管理者
かんりしゃ

が管
かん

理
り

する施
し

設
せつ

等
など

も市
し

と同
おな

じように配慮
はいりょ

に努
つと

めます。 

○ 解決
かいけつ

が難
むずか

しい事
じ

案
あん

について、あっせん等
とう

を行
おこな

う機
き

関
かん

として、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

や弁護士
べ ん ご し

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の代表者
だいひょうしゃ

等
とう

による「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

の相談
そうだん

に関
かん

する調
ちょう

整
せい

委
い

員会
いんかい

（仮称
かしょう

）」を設置
せっち

し、その設置
せっち

のために条 例
じょうれい

を制定
せいてい

します。 

○ 相談
そうだん

事例
じれい

の共 有
きょうゆう

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

に関
かん

する様々
さまざま

な課題
かだい

の協議
きょうぎ

を行
おこな

う

ため、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、各分野
かくぶんや

の代 表
だいひょう

等
など

により協
きょう

議会
ぎかい

を組織
そしき

します。 

○ 啓発
けいはつ

活動
かつどう

は、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の参加
さんか

の下
もと

で行
おこな

うよう努
つと

めます。 

○ 事例
じれい

募集
ぼしゅう

で寄
よ

せられたものも活用
かつよう

しながら、市
し

民
みん

向
む

けのリーフレット
り ー ふ れ っ と

の

作成
さくせい

・配布
はいふ

等
など

の取組
とりくみ

を進
すす

めます。障 害
しょうがい

のある人
ひと

への啓発
けいはつ

については、障 害
しょうがい

に

応
おう

じた啓
けい

発
はつ

資
し

料
りょう

等
など

の工夫
くふう

をします。 

○ 気軽
きがる

な雰囲気
ふ ん い き

の中
なか

で、障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

ごとに、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

や適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

等
とう

を学
まな

ぶ

講
こう

習
しゅう

会
かい

を設定
せってい

し、市民
しみん

の間
あいだ

に障 害
しょうがい

の理解
りかい

の輪
わ

を広
ひろ

げていきます。 

○ 職 員
しょくいん

が適切
てきせつ

に取
と

り組
く

んでいくため、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

等
とう

の具体例
ぐたいれい

を含
ふく

む 職
しょく

員
いん

対
たい

応
おう

要
よう

領
りょう

を策定
さくてい

します。 

○ 職 員
しょくいん

研 修
けんしゅう

を継続的
けいぞくてき

・計画的
けいかくてき

に実施
じっし

します。障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

ごとに求
もと

められる配
はい

慮
りょ

の例
れい

を具体的
ぐたいてき

に示
しめ

すなど、より効果
こうか

のある内容
ないよう

とします。 

○ 庁舎内
ちょうしゃない

の設備
せつび

について、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の目線
めせん

で定期的
ていきてき

に使用
しよう

状 況
じょうきょう

等
とう

の

確認
かくにん

を行
おこな

います。 

○ 非常
ひじょう

通報
つうほう

設備
せつび

等
とう

の確認
かくにん

を行
おこな

います。 

取組
とりくみ

①～⑥ 

以外
い が い

の事項
じ こ う

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解 消
かいしょう

に取
と

り組
く

む事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

をサポート
さ ぽ ー と

していく活動
かつどう

をお願
ねが

いしたい。 

○ 検討
けんとう

の必要
ひつよう

が 生
しょう

じた制
せい

度
ど

については、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

や障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の趣旨
しゅし

に 則
のっと

り、

具体的
ぐたいてき

な議論
ぎろん

をお願
ねが

いしたい。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

の協 力
きょうりょく

を得
え

ながら、企業
きぎょう

の従 業 員
じゅうぎょういん

研 修
けんしゅう

等
とう

を支援
しえん

する枠
わく

組
ぐ

みをつくります。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

や障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえ、所
しょ

管
かん

事
じ

業
ぎょう

に課
か

題
だい

が確
かく

認
にん

された場
ば

合
あい

はその解
かい

決
けつ

に努
つと

めます。 

取組
と り く み

② 

取組
と り く み

④ 

取組
と り く み

⑤ 

取組
と り く み

⑥ 

その他
た

 

取組
と り く み

③ 

資料
しりょう

１ 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する横浜市職員対応要領（素案） 

 

 （目的） 

第１条 この対応要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65

号。以下「法」という。）第10条第１項並びに障害者差別解消の推進に関する取組指針（平成28

年２月４日健障企第2370号副市長依命通達）及び横浜市職員服務規程（平成21年３月達第３号）

に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（平成27年２月24日閣

議決定。以下「基本方針」という。）に即して、法第７条に規定する事項に関し、横浜市職員（以

下「職員」という。）が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義等） 

第２条 この対応要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又

は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

 (2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社

会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

２ 障害を理由とした不当な差別的取扱い（次条第１項第１号の不当な差別的取扱いをいう。）の

基本的な考え方及び正当な理由の判断の視点並びに合理的配慮（同項第２号の合理的配慮をい

う。）の基本的な考え方及び過重な負担の基本的な考え方は、基本方針において定めるところに

よる。 

 

 （障害を理由とする差別の禁止） 

第３条 職員は、法第７条の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たっては、次の事項を遵

守しなければならない。 

 (1) 障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利

益を侵害してはならない。 

 (2) 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、

その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、

当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ

合理的な配慮（以下「合理的配慮」という。）の提供をしなければならない。 

２ 前項第１号の不当な差別的取扱い（以下単に「不当な差別的取扱い」という。）及び合理的配

慮となり得る具体例は、別紙に掲げるとおりとする。 

  なお、これらの具体例は、不当な差別的取扱い及び合理的配慮となり得るものの全てを網羅し

たものではないことに留意するものとする。 

３ 必要とされる合理的配慮は、障害の状況等により一人ひとり異なるため、その人の意向を確認

し、別紙の具体例も参考としながら、場面に応じて考え、対応することを基本とする。 

４ 職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的

配慮の提供をしなかった場合は、その態様等によっては、職務上の義務に違反した場合等に該当

するものとして、懲戒処分等に付されることがある。 

 

 （管理監督職員の責務） 

第４条 職員を管理し、又は監督する地位にある職員（以下「管理監督職員」という。）は、前条
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に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の事項を実施しなけれ

ばならない。 

 (1) 日常の職務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その管理又は監督

の対象となる職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせるこ

と。 

 (2) 障害者及びその家族その他の関係者から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対

する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 

 (3) 合理的配慮の必要性が確認された場合において、その管理又は監督の対象となる職員に対し

て、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。  

２ 管理監督職員は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処

しなければならない。 

 

 （相談体制の整備） 

第５条 職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相

談等については、次に掲げる相談窓口において対応するものとする。 

 (1) 当該職員が所属する課等 

 (2) 当該職員が所属する区局の人事担当課 

２ 区局の長は、必要に応じ、前項各号に規定する課等以外の相談窓口を指定することができる。 

３ 第１項の相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、障害

者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応

するものとする。 

４ 第１項及び第２項の相談窓口に寄せられた相談等は、障害者差別解消推進会議の事務局におい

て集約し、相談者のプライバシーに配慮した上、以後の相談対応の充実等のために活用するもの

とする。 

５ 前各項の相談体制は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。 

 

 （職員研修） 

第６条 区局の長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、当該区局に所属する職員に

対し、必要な研修を行うものとする。 

２ 前項の研修は、障害の特性を理解すること及び障害のある人も障害のない人と同じ一人の市民

として尊重し対応することが適切な対応につながることを踏まえた内容とする。 

３ 第１項の研修に関する計画は、健康福祉局長及び総務局長が協力して定める。 

 

 （見直し） 

第７条 この対応要領は、障害を理由とする差別の解消の推進状況等に応じて、必要な見直しを行

うものとする。 

 

 （委任） 

第８条 この対応要領の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長及び総務局長が定める。 

 

   附 則 

 この対応要領は、平成28年４月１日から施行する。 
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別紙 

 

１ 「不当な差別的取扱い」となり得る具体例 

 ○ 障害を理由として、窓口対応や電話対応を拒否する。 

 ○ 障害を理由として、会議、講演会、イベント等への参加を断る。 

 ○ 特に必要がないにもかかわらず、言葉が聞き取りにくいなど、障害を理由として、区役所・

市役所等に付添いの人が同行しなければならないと条件を付ける。 

 

２ 「合理的配慮」となり得る具体例 

(1) コミュニケーション（情報の保障）に関する合理的配慮 

 ア 情報を「伝えること」の合理的配慮 

具  体  例 具体例の説明（一人ひとりが留意すること） 

【窓口対応・電話対応において】 

〇 本人の希望を確認し、筆談や手話（手

話通訳の配置）等で対応する（聴覚障

害）。 

手話で対応することによって全ての聴覚障害のあ

る人の情報の保障ができるわけではないことに留意

する。手話や筆談で対応する際には、伝えた内容を

相手が理解しているかどうかを確認する。 

〇 早口でなく、ゆっくりと話す（聴覚

障害）。 

相手の理解に合わせてゆっくりと話すことを心が

ける。また、手話通訳がいる場合も、相手の理解の

状況を確認する。 

早口で話すと、通訳者が話に追いつかず、話して

いる内容と通訳している内容がずれてしまう可能性

があることに留意する。 

〇 電話でなく、ファックスや電子メー

ルでの連絡を基本とする（聴覚障害）。 

電話でのやりとりが難しい人がいることを念頭に

置き、ファックスや電子メールによる連絡手段を確

保する。 

〇 文章が苦手な人に対して、説明内容

の理解の確認を行う（聴覚障害）。 

筆談を行う場合、文字のみによりコミュニケーシ

ョンを図るため、長すぎる文章でやりとりをしてし

まうと、理解しやすい箇所とそうでない箇所ができ

てしまう。 

 長すぎる文章ではなく、適度に短く切った文章で

のやりとりとし、内容を相手が理解しているかどう

かを確認する。また、文字で書かれていれば説明内

容を全て理解していると思い込まず、理解ができて

いることの確認を行う。 

〇 ホームページや資料をご覧ください

ではなく、読み上げて説明する（視覚

障害）。 

視覚障害のある人は、書面上で重要箇所の字体を

変えたり、枠線等で囲んでいることなどを判別する

ことができず、どの部分が重要であるかなどのポイ

ントが分からないことに留意する。 

市が発出する通知や書類等は、第三者による読み

上げで対応すると個人情報の漏えいのおそれがある

ことを理解し、相手の申し出に応じて、窓口等でプ

ライバシーにも配慮しながら市職員が読み上げる。 
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〇 あちら、こちらなどの指差しの言葉

ではなく、具体的にあなたの右、後ろ

というように伝える（視覚障害）。 

視覚障害のある人は、「あちら」と言われても、前

後左右どちらを向いているのかが分からないことに

留意する。 

〇 どこに人がいるのか、その人が職員

であるのかどうかが分からないことが

多いため、職員から声をかける（視覚

障害）。 

視覚障害のある人は、どこに窓口があり、どこに

職員がいるのか分からないので、困ったことがない

かを職員が一声かけるようにする（ただし、過剰な

やりとりを示すものではない。）。 

〇 説明を分かりやすい言葉・表現で行

う（知的障害）。 

社会経験等によって、物事の理解度は一人ひとり

異なるため、説明する側が分かりやすいと決めつけ

ずに、相手が理解しているかどうかを確認しながら

説明するよう留意する。 

〇 説明書類等にルビをふる（知的障害

ほか）。 

ルビをふっていても難しい言葉は意味を理解する

ことができないので、なるべく分かりやすい言葉や

表現を使ったり、相手が分かるように説明で補うこ

とに留意する。 

〇 不安になることがあること、話した

いことがまとまらないことなどがある

ことを理解して対応する。勝手に話が

終わったことにしない（精神障害）。 

精神障害のある人は、体調の変化や緊張等によっ

て、話したいことを話すことができなかったり、話

しづらかったりすることがあることに留意する。 

〇 文字だけでは理解が難しい人に対し

て、図や絵を書いて説明する（発達障

害）。 

文字や言葉だけでの説明を理解することが難しい

場合であっても、内容やポイントをイメージしやす

い図や絵を使いながら説明すれば理解しやすくなる

人がいることに留意する。 

〇 話を聞くことが苦手であったり、分

からないことを伝えられない人がいる

ことを理解し、説明内容を理解してい

ることの確認を行いながら説明する

（発達障害）。 

相手が説明内容を理解しているかどうかについ

て、説明する側が話を途中で区切るなどにより、確

認する機会を設けなければ、説明内容を十分理解で

きていないことがあることに留意する。 

【通知、説明書類等について】 

〇 問合せ先にファックス番号、電子メ

ールアドレスを記載する（聴覚障害）。 

電話でのやりとりが難しい人がいることを念頭に

置き、連絡先のファックス番号やメールアドレス等

も併記する。 

〇 ハガキや説明書類等にルビをふる

（知的障害ほか）。 

ルビをふっていても難しい言葉は意味を理解する

ことができないので、なるべく分かりやすい言葉や

表現を使ったり、相手が分かるように説明で補うこ

とに留意する。（再掲） 

〇 自ら署名することが困難な場合に、

本人の了解を得て代筆をする（視覚障

害、肢体不自由）。 

手続上、市職員による代筆が可能であれば、その

ために別に支援者を必要としないことに留意する。 

〇 ホームページにＰＤＦデータのみで

なく、音声に変換できるよう、テキス

トデータ等も併せて掲載する（視覚障

害）。 

視覚障害のある人は、音声読み上げソフト等を活

用すればウェブサイトのデータを読むことができる

が、ＰＤＦファイルは音声に変換できないことがあ

り、読むことができないことに留意する。 
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市から通知や書類等を発出する際には、相手の障

害特性を踏まえた配慮を行うことに留意し、相手の

申し出に応じて、点字版の資料を作成したり、読み

上げたりするなどの対応を行う。 

 イ 情報を「受けること」の合理的配慮 

具  体  例 具体例の説明（一人ひとりが留意すること） 

【窓口対応・電話対応において】 

〇 本人の希望を確認し、筆談や手話（手

話通訳の配置）等で対応する（聴覚障

害）。 

手話で対応することによって全ての聴覚障害のあ

る人の情報の保障ができるわけではないことに留意

する。手話や筆談で対応する際には、伝えた内容を

相手が理解しているかどうかを確認する。（再掲） 

〇 ファックスや電子メールでの連絡を

基本とする（聴覚障害）。 

電話でのやりとりが難しい人がいることを念頭に

置き、連絡先のファックス番号やメールアドレス等

も併記する。（再掲） 

〇 用件、話を丁寧に聞く（肢体不自由

（言語障害））。 

会話の中で聞き取りづらい箇所があるときは、（遠

慮せずに）聞き直すなど正確に理解することに留意

する。 

 

(2) 会議、講演会等のイベントの開催における合理的配慮 

具  体  例 具体例の説明（一人ひとりが留意すること） 

〇 安心して会議等に参加できるよう、

会場の分かりやすい地図を事前に送っ

たり、当日に案内の人を配置する（精

神障害ほか）。 

会議に参加するに当たって、（主催者側が）取り除

くことのできる（参加者の）不安に対応できるよう

案内する者等の配置を想定する。 

〇 審議会等の開催日を決めるに当た

り、委員の透析の日程に配慮して決定

する（内部障害）。 

透析の日程をずらすことによって、身体に重大な

影響を及ぼすこともあり、また透析日を変更するた

めの調整が難しいこともあることに留意する。 

〇 審議会等の委員である人が会議に出

席する際に付添い者の同席を認める。

また、付添い者の交通費は会議の主催

者の負担とする（知的障害ほか）。 

会議中に難しい内容のやりとりがある場合に、そ

の人の理解力に合わせた補足説明をする必要があ

る。 

更に、自分のことをよく理解しており、話しやす

い人が付添い者になる方が望ましいことに留意す

る。 

〇 会議の進行に当たり、発言者はまず

名乗ることをルールとする（視覚障

害）。 

視覚障害のある人は、発言者が氏名を名乗らなけ

れば、誰が発言したのかが分からないことに留意す

る。 

〇 手話通訳だけでなく、要約筆記によ

る通訳を行う（聴覚障害）。 

全ての聴覚障害のある人が手話を理解できるわけ

ではないことに留意し、要約筆記による通訳の手配

も併せて行う。 

○ 会議等に障害のある人が委員として 

 出席する場合に、本人の障害特性を踏 

 まえた資料（点字版等）を用意する。 

障害のある委員が会議等の議論に参加できるよ

う、必要な配慮を事前に確認することに留意する（会

議の傍聴人の資料についても原則として障害特性を

踏まえた配慮を行う）。 
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〇 要約筆記は他の人の発言の全てをモ

ニターに再現するものではないため、

会議の進行状況を指差しで伝えるなど

の個別の配慮を併せて行う（聴覚障

害）。 

会議の進行状況と筆記内容がずれることもあるた

め、進行状況を理解しているかどうかの確認を行う

ことに留意する。 

〇 要約筆記を行っている場合、会議が

長時間にわたるときは途中で休憩を入

れる（聴覚障害）。 

要約筆記の内容を集中して読み込むことによる目

の疲労を考慮し、途中で休憩を取ることに留意する

（おおむね２時間に1回）。 

〇 審議会等の委員である人が会議を欠

席した場合には、別に説明する機会を

設けるなどにより丁寧なフォローを行

う（精神障害ほか）。 

資料を読むだけでは会議内容や流れを理解するこ

とが難しいこともあることに留意し、欠席した委員

が理解しやすい方法で個別説明するよう留意する。 

 

(3) その他の合理的配慮 

具  体  例 具体例の説明（一人ひとりが留意すること） 

【物理的環境への配慮】 

〇 車いす利用者のために段差に携帯ス

ロープを渡す、高い所に置かれた物品

を取って渡すなど（肢体不自由ほか）。 

 市民が通行する経路上に段差や備品等の障害物

がないかを確認する。また、移動が難しい場合は、

車いす利用者等の経路を別途確保する。 

 車いす利用者は、高い所に置かれた物品を取る

ことや見ることができないことに留意する。 

【ルール・慣行の柔軟な変更】 

○ 障害の特性に応じた休憩時間の調整

など 

 障害特性のほか、その日の体調等により、休憩

時間を入れるタイミングを調整したり、休憩場所

を別途確保するなどの対応が必要となることに留

意する。 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務局
じ む き ょ く

 ： 健康
けんこう

福祉局
ふくしきょく

障 害
しょうがい

企画課
き か く か

 

  ⑤ 
あっせん 

の申出
もうしで

 

⑥事実
じ じ つ

確認
かくにん

、あっせん 

④事実
じ じ つ

確認
かくにん

、調 整
ちょうせい

 
③相談

そうだん

 

①差別
さ べ つ

？ 

相談
そうだん

があった場合
ば あ い

の対応
たいおう

のイメージ
い め ー じ

 

②相談
そうだん

 

① 障害者
しょうがいしゃ

等
と う

が事
じ

業者
ぎょうしゃ

から差別
さ べ つ

と思
おも

われる取 扱
とりあつか

いを受
う

ける。 

② 障害者
しょうがいしゃ

等
と う

が事
じ

業者
ぎょうしゃ

が設置
せ っ ち

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

に相談
そうだん

する。 

③ 障害者
しょうがいしゃ

等
と う

が各分野
か く ぶ ん や

の担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

に相談
そうだん

する。 

④ 各分野
か く ぶ ん や

の担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

が事
じ

業者
ぎょうしゃ

への指導
し ど う

や当事者間
と う じ し ゃ か ん

の調 整
ちょうせい

を 行
おこな

う。 

⑤ 障害者
しょうがいしゃ

等
と う

があっせんの申出
もうしで

をする（市長
し ち ょ う

に対
たい

して申出
もうしで

、市長
し ち ょ う

が調 整
ちょうせい

委員会
い い んか い

にあっせんを依頼
い ら い

）。 

⑥ 調 整
ちょうせい

委員会
い い んか い

が障害者
しょうがいしゃ

等
と う

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の双方
そうほう

に事実
じ じ つ

確認
かくにん

を 行
おこな

った上
うえ

で、あっせんを 行
おこな

う。 

障害者
しょうがいしゃ

等
と う

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 

 
相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

横浜市
よ こ は ま し

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の相談
そうだん

に関
かん

する調 整
ちょうせい

委員会
いいんかい

 

各分野
か く ぶ ん や

の担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

 

（所管
しょかん

行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

） 

事務局
じ む き ょ く

 

障 害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、弁護士
べ ん ご し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の代表者
だいひょうしゃ

等
と う

 

資料
しりょう

１ 追加
つ い か

資料
しりょう

 



- 0 - 

（案
あん

） 

 

 

 

発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

の学齢
がくれい

後期
こ う き

における支援
し え ん

のあり方
かた

について 

～支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
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む

けた提言
ていげん
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はじめに 

 

 

本
ほん

委員会
い い ん か い

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

36 条
じょう

に基
もと

づき設置
せ っ ち

される横浜市
よ こ は ま し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

の専門委員会
せんもんいいんかい

として、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

について、各ライフステージ
か く ら い ふ す て ー じ

に対応
たいおう

する支援
し え ん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

を図
はか

り、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の福祉
ふ く し

の向 上
こうじょう

を図
はか

ることを目的
もくてき

に設置
せ っ ち

されています。 

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもは、育
そだ

ちと暮
く

らしに個
こ

別
べつ

の課
か

題
だい

を抱
かか

えています。中
なか

でも「発達
はったつ

障害
しょうがい

」

は、わかりにくい障害
しょうがい

と言
い

われますが、子
こ

どもとしての育
そだ

ちを支
ささ

えるとともに、障
しょう

害
がい

に応
おう

じ

た適切
てきせつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。また、その特性
とくせい

が故
ゆえ

に、家族
か ぞ く

が障害
しょうがい

を受
う

け止
と

めることは容易
よ う い

では

なく、子
こ

育
そだ

ての不安
ふ あ ん

や負担
ふ た ん

を感
かん

じることも多
おお

くあります。そうした感情
かんじょう

に寄
よ

り添
そ

い、家族
か ぞ く

が

その子
こ

なりの成長
せいちょう

に気
き

づき、子
こ

育
そだ

ての力
ちから

を高
たか

められるような支援
し え ん

が求
もと

められています。 

特
とく

に、思春期
し し ゅ ん き

を迎
むか

える中学校
ちゅうがっこう

・高等
こうとう

学校
がっこう

に通学
つうがく

する年代
ねんだい

（以下
い か

、「学齢
がくれい

後期
こ う き

」という。）に

おいては、この時期
じ き

特有
とくゆう

の問題
もんだい

に対
たい

する支援
し え ん

が必要
ひつよう

であるほか、より複雑
ふくざつ

となる人間
にんげん

関係
かんけい

や

進路
し ん ろ

の問題
もんだい

などをきっかけとして、問題
もんだい

が顕在化
け ん ざ い か

することも少
すく

なくありません。不登校
ふ と う こ う

など

の二次的
に じ て き

な障害
しょうがい

が発出
はっしゅつ

するよりも前
まえ

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

が開始
か い し

され、各関係
かくかんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

の下
もと

、

生活上
せいかつじょう

の課題
か だ い

の解決
かいけつ

が図
はか

られることが求
もと

められています。 

この度
たび

、学齢
がくれい

後期
こ う き

における支援
し え ん

のあり方
かた

の現状
げんじょう

・課題
か だ い

を分析
ぶんせき

し、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が安定
あんてい

した成人期
せ い じ ん き

を迎
むか

えられることを目指
め ざ

して、今後
こ ん ご

、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の支援
し え ん

に関
かか

わる各関係
かくかんけい

機関
き か ん

が、重点
じゅうてん

を置
お

いて対応
たいおう

すべき事項
じ こ う

等
とう

を共
とも

に検討
けんとう

することとし、提言
ていげん

をまとめました。こ

の提言
ていげん

を具現化
ぐ げ ん か

することにより、横浜市
よ こ は ま し

の発達
はったつ

障害児者
しょうがいじしゃ

支援
し え ん

の向上
こうじょう

が、一層
いっそう

図
はか

られるものと

期待
き た い

しています。 
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１ 横浜市
よ こ は ま し

における発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

とその家族
か ぞ く

への支援
し え ん

 

(1) 横浜市
よ こ は ま し

の発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

の状 況
じょうきょう

 

統計
とうけい

では、子
こ

どもの人口
じんこう

がほぼ横
よこ

ばいで推移
す い い

する中
なか

、障害
しょうがい

のある子
こ

どもが増加
ぞ う か

してい

ます。とりわけ、軽度
け い ど

の知的
ち て き

障害児
しょうがいじ

や知的
ち て き

に遅
おく

れのない発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

の増加
ぞ う か

が顕著
けんちょ

になっ

ています。その状態像
じょうたいぞう

は多様
た よ う

で、支援
し え ん

の個別性
こ べ つ せ い

が高
たか

いのが特徴
とくちょう

といえます。 

また、地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

の新規
し ん き

利用児
り よ う じ

も増加
ぞ う か

しており、その７割
わり

が発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

です。

こうした 状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

するため、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

から主
おも

に知的
ち て き

に遅
おく

れのない発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

を

対象
たいしょう

にした集団
しゅうだん

療育
りょういく

を順次
じゅんじ

導入
どうにゅう

するとともに、平成
へいせい

25年度
ね ん ど

に８か所目
し ょ め

の地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

を開設
かいせつ

しました。今後
こ ん ご

も地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

を利用
り よ う

する障害児
しょうがいじ

は増
ふ

えていくと

予想
よ そ う

されています。 
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※25年度

ね ん ど

はよこはま港南
こうなん

地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

が開所
かいしょ

し、他
た

のセンター
せ ん た ー

から移行
い こ う

した児童
じ ど う

も初診
しょしん

とし

て計上
けいじょう

されるため、前年
ぜんねん

と比較
ひ か く

して急激
きゅうげき

な伸
の

びとなっています。24年度
ね ん ど

と 26年度
ね ん ど

を比較
ひ か く

しても、

一定
いってい

の増加
ぞ う か

が見
み

られます。 

 

(2) 学齢
がくれい

後期
こ う き

の発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

と家族
か ぞ く

のための福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

 

横浜市
よ こ は ま し

では、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が成人期
せ い じ ん き

を迎
むか

えたときに円滑
えんかつ

に自立
じ り つ

生活
せいかつ

に移行
い こ う

すること

ができるよう、学齢
がくれい

後期
こ う き

の障害児
しょうがいじ

を対象
たいしょう

とした専門
せんもん

機関
き か ん

による相談
そうだん

、診療
しんりょう

等
とう

の場
ば

を確保
か く ほ

し、思春期
し し ゅ ん き

における自傷
じしょう

・他害
た が い

、ひきこもりなど、主
おも

に発達
はったつ

障害
しょうがい

に起因
き い ん

する諸問題
しょもんだい

の解決
かいけつ

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

うことを目的
もくてき

として、「学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」を実施
じ っ し

しています。 

地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

が支援
し え ん

した学齢
がくれい

前期
ぜ ん き

（小学校
しょうがっこう

年代
ねんだい

）までの児童
じ ど う

も事業
じぎょう

の対象
たいしょう

とな

りますが、最近
さいきん

の傾向
けいこう

として、学齢
がくれい

後期
こ う き

における発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

の新規
し ん き

診療
しんりょう

、相談
そうだん

件数
けんすう

が増加
ぞ う か

しています。平成
へいせい

25年度
ね ん ど

に３か所目
し ょ め

の学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を開設
かいせつ

しましたが、引
ひ

き続
つづ

き、体制
たいせい

確保
か く ほ

が課題
か だ い

となっているとともに、就労
しゅうろう

など成人期
せ い じ ん き

を見据
み す

えた学校
がっこう

や地域
ち い き

での支援
し え ん

を行
おこな

っていく必要
ひつよう

があります。 

2,569 
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3,144 
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3,811 

1,551 
1,759 

2,006 

2,759 
2,885 

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
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4,500

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

（件）

地域療育センター初診件数と発達障害の診断件数

初診件数 うち発達障害



- 4 - 

○学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の概要
がいよう

 

(1) 事業
じぎょう

内容
ないよう

 

主
しゅ

として発達
はったつ

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

を対象
たいしょう

として、不登校
ふ と う こ う

やひきこもりなど生活上
せいかつじょう

の課題
か だ い

の解決
かいけつ

に向
む

けて、診療
しんりょう

、相談
そうだん

、学校
がっこう

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

との調整
ちょうせい

などの支援
し え ん

を行
おこな

います。 

ア
あ

 医療型
いりょうがた

                     

     ・医師
い し

、看護師
か ん ご し

、臨床
りんしょう

心理士
し ん り し

、ソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

を配置
は い ち

 

     ・診療
しんりょう

、相談
そうだん

、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した支援
し え ん

、家族
か ぞ く

を対象
たいしょう

とした勉強会
べんきょうかい

等
とう

 

イ
い

 福祉型
ふ く し が た

 

     ・臨床
りんしょう

心理士
し ん り し

、ソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

を配置
は い ち

 

     ・相談
そうだん

、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した支援
し え ん

、家族
か ぞ く

を対象
たいしょう

とした勉強会
べんきょうかい

等
とう

 

(2) 実施
じ っ し

機関
き か ん

 

ア
あ

 医療型
いりょうがた

 

    ・小児
しょうに

療育
りょういく

相談
そうだん

センター
せ ん た ー

   

運営
うんえい

：（福
ふく

）青
あお

い鳥
とり

 事業
じぎょう

開始
か い し

：平成
へいせい

13年度
ね ん ど

 

    ・横浜市
よ こ は ま し

総合
そうごう

リハビリテーションセンター
り は び り て ー し ょ ん せ ん た ー

  

運営
うんえい

：（福
ふく

）横浜市
よ こ は ま し

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

事業団
じぎょうだん

 事業
じぎょう

開始
か い し

：平成
へいせい

20年度
ね ん ど

 

イ
い

 福祉型
ふ く し が た

 

    ・学齢
がくれい

後期
こ う き

発達
はったつ

相談室
そうだんしつ

「くらす」 

      運営
うんえい

：（福
ふく

）横浜
よこはま

やまびこの里
さと

 事業
じぎょう

開始
か い し

：平成
へいせい

25年度
ね ん ど

 

(3) 学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の担
にな

う役割
やくわり

 

ア
あ

 本人
ほんにん

の障害
しょうがい

の特徴
とくちょう

を本人
ほんにん

や保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

にわかりやすく伝
つた

える役割
やくわり

 

・「家庭
か て い

での対応
たいおう

に困
こま

っている」「進路
し ん ろ

について」という相談
そうだん

が多
おお

い。 

・中学校
ちゅうがっこう

一般
いっぱん

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

している方
かた

からの相談
そうだん

が多
おお

く、これまで療育
りょういく

機関
き か ん

等
とう

につな

がってきていない場合
ば あ い

もある。 

・保護者
ほ ご し ゃ

の相談
そうだん

ニーズ
に ー ず

は高
たか

いが、本人
ほんにん

は相談
そうだん

したがらない。 

⇒相談
そうだん

関係
かんけい

を確立
かくりつ

し、他者
た し ゃ

への相談
そうだん

がプラス
ぷ ら す

になることの経験
けいけん

をしてもらう。 

・本人
ほんにん

の特徴
とくちょう

を整理
せ い り

して本人
ほんにん

・家族
か ぞ く

に伝
つた

え、生活上
せいかつじょう

の課題
か だ い

（困
こま

り感
かん

）と照合
しょうごう

し、対策
たいさく

を一緒
いっしょ

に考
かんが

える。 

・進路
し ん ろ

や学校
がっこう

生活
せいかつ

について、学校
がっこう

とのやり取
と

りに不安
ふ あ ん

やストレス
す と れ す

を感
かん

じている保護者
ほ ご し ゃ

も多
おお

い 

⇒学校
がっこう

とやりとりをする時
とき

に、「いつ、どこへ、何
なに

をどのように伝
つた

えればよいのか」

を助言
じょげん

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて学校
がっこう

との調整
ちょうせい

を行
おこな

う。 

・進路
し ん ろ

についての相談
そうだん

は、診断
しんだん

を受
う

けることや手帳
てちょう

取得
しゅとく

の目的
もくてき

など将来
しょうらい

を見通
み と お

しての

情報
じょうほう

提供
ていきょう

や助言
じょげん

を行
おこな

う。 

イ
い

 学校
がっこう

へのコンサルテーション
こ ん さ る て ー し ょ ん

をする役割
やくわり

 

・中学
ちゅうがく

と高校
こうこう

、公立
こうりつ

と私立
し り つ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

、学校
がっこう

により発達
はったつ

障害
しょうがい

の理解
り か い

や取
と

り組
く

み
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が大
おお

きく異
こと

なる。また、学校
がっこう

の工夫
く ふ う

で課題
か だ い

が解決
かいけつ

できそうなこともある。 

・本人
ほんにん

の障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

を整理
せ い り

して学校
がっこう

に伝
つた

え、環境
かんきょう

や関
かか

わり方
かた

の工夫
く ふ う

について助言
じょげん

を

行
おこな

う。 

・進路
し ん ろ

についての相談
そうだん

の場合
ば あ い

、進路先
し ん ろ さ き

を探
さが

すのではなく、進路先
し ん ろ さ き

の選択肢
せ ん た く し

やどのよう

な進路
し ん ろ

が合
あ

っているかを学校
がっこう

に伝
つた

えていく。 

ウ
う

 医療
いりょう

機関
き か ん

として、また、医療
いりょう

機関
き か ん

への橋渡
はしわた

しとしての役割
やくわり

 

・発達
はったつ

障害
しょうがい

が疑
うたが

われ、初
はじ

めて医療
いりょう

機関
き か ん

で診断
しんだん

を受
う

ける前
まえ

に、障害
しょうがい

の特性
とくせい

や将来
しょうらい

を見通
み と お

しての情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うことにより、受診
じゅしん

時
じ

の心
こころ

の準備
じゅんび

ができる。 

・受診後
じ ゅ し ん ご

、医師
い し

からの説明
せつめい

を確認
かくにん

し、本人
ほんにん

の障害
しょうがい

の特性
とくせい

を整理
せ い り

するなどのフォロー
ふ ぉ ろ ー

が

できる。 

・医療型
いりょうがた

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

では自
みずか

ら診察
しんさつ

を行
おこな

うとともに、適切
てきせつ

な医療
いりょう

機関
き か ん

を紹介
しょうかい

することが

できる。 

・医師
い し

、臨床
りんしょう

心理士
し ん り し

、ソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

による講座
こ う ざ

を定期的
て い き て き

に実施
じ っ し

している。 

【学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 診療
しんりょう

・相談
そうだん

件数
けんすう

の推移
す い い

】 

 22年度
ね ん ど

 23年度
ね ん ど

 24年度
ね ん ど

 25年度
ね ん ど

 26年度
ね ん ど

 

新規
し ん き

利用者
り よ う し ゃ

（人
にん

） 304 383 368 470 569 

相談
そうだん

対応
たいおう

(再診
さいしん

)等
とう

（件
けん

） 7,135 9,271 12,059 12,224 13,934 
 

 

(3) 発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

のための教育
きょういく

支援
し え ん

 

横浜市
よ こ は ま し

の小中学校
しょうちゅうがっこう

の在籍
ざいせき

児童
じ ど う

生徒数
せ い と か ず

は減少
げんしょう

傾向
けいこう

にありますが、通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

の

利用者数
り よ う し ゃ す う

、個別
こ べ つ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の在籍者数
ざいせきしゃかず

は増
ふ

えています。また、自閉症
じへいしょう

や学習
がくしゅう

障害
しょうがい

、ＡＤＨＤなど、発達
はったつ

障害
しょうがい

に関
かん

する教育
きょういく

相談
そうだん

件数
けんすう

も増
ふ

えています。一般
いっぱん

学級
がっきゅう

では、

特別
とくべつ

な支援
し え ん

を要
よう

する児童
じ ど う

や生徒
せ い と

が増加
ぞ う か

し、支援
し え ん

のニーズ
に ー ず

が多様化
た よ う か

している 状 況
じょうきょう

があり

ます。こうした子
こ

どもたちが安心
あんしん

して社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる支援
し え ん

や環境
かんきょう

を構築
こうちく

すると共
とも

に、そ

の家族
か ぞ く

が安定
あんてい

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができるシステム
し す て む

を整
ととの

えることが求
もと

められています。 
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２ 学齢
がくれい

後期
こ う き

の発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

とその家族
か ぞ く

の支援
し え ん

に関
かん

する課題
か だ い

 

今期
こ ん き

の検討会
けんとうかい

では、①福祉
ふ く し

の側面
そくめん

（学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

）から見
み

た課
か

題
だい

、②教育
きょういく

の

側面
そくめん

（学校
がっこう

での取組
とりくみ

）から見
み

た課
か

題
だい

、の二面
に め ん

から検討
けんとう

を行
おこな

いました。 

(1) 福祉
ふ く し

の側面
そくめん

からの課題
か だ い

 

まず、学齢
がくれい

後期
こ う き

における発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

の新規
し ん き

診療
しんりょう

、相談
そうだん

件数
けんすう

が増加
ぞ う か

の一途
い っ と

をたどってお

り、25年度
ね ん ど

の開設後
か い せ つ ご

もなお、体制
たいせい

の強化
きょうか

が課題
か だ い

となっています。 

また、思春期
し し ゅ ん き

ということもあり、本人
ほんにん

の意識
い し き

と保護者
ほ ご し ゃ

や周囲
しゅうい

の困
こま

り感
かん

に意識
い し き

のずれが

あることが多
おお

くなります。保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

からの相談
そうだん

に対
たい

して、本人
ほんにん

へはどのように

アプローチ
あ ぷ ろ ー ち

をすべきかよいのか迷
まよ

うことも多
おお

くなりますので、学校
がっこう

など関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

を深
ふか

め、総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

をする体制
たいせい

を整
ととの

えることが課題
か だ い

であることが挙
あ

げられました。 

ア
あ

 学校
がっこう

との連携
れんけい

 

⇒連携
れんけい

の方法
ほうほう

や内容
ないよう

を整理
せ い り

し、事業
じぎょう

を周知
しゅうち

する必要
ひつよう

がある。 

⇒相談先
そうだんさき

を探
さが

したり、本人
ほんにん

のサポート
さ ぽ ー と

など親
おや

の負担
ふ た ん

は大
おお

きい。日頃
ひ ご ろ

関
かか

わりのある

担任
たんにん

の先生
せんせい

などが相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

につなぐ役割
やくわり

ができないか。 

イ
い

 学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

が十分
じゅうぶん

でない 

⇒相談
そうだん

できる機関
き か ん

があることを知
し

らずに、不安
ふ あ ん

に思
おも

ったまま過
す

ごしてきた方
かた

が多
おお

い。 

 

(2) 教育
きょういく

の側面
そくめん

からの課題
か だ い

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の取組
と り く

みとして、平成
へいせい

17年度
ね ん ど

から小
しょう

・中
ちゅう

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

が配置
は い ち

され現在
げんざい

では、校内
こうない

委員会
い い ん か い

も設置
せ っ ち

されています。また、特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

の設置
せ っ ち

も平成
へいせい

19年度
ね ん ど

から始
はじ

まり、各校
かくこう

がその実情
じつじょう

に応
おう

じた工夫
く ふ う

をしながら活用
かつよう

が

始
はじ

まっています。特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

、通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

、個別
こ べ つ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の利用者
り よ う し ゃ

及
およ

び在籍者
ざいせきしゃ

には、全
すべ

て個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

、個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

の作成
さくせい

を義務付
ぎ む づ

けています。

市立
し り つ

の高等
こうとう

学校
がっこう

には 20年度
ね ん ど

から特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の配置
は い ち

が始
はじ

まり、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

には全校
ぜんこう

に配置
は い ち

が完了
かんりょう

し校内
こうない

委員会
い い ん か い

も全校
ぜんこう

に設置
せ っ ち

されています。 

横浜
よこはま

市立
し り つ

すべての学校
がっこう

における 形
かたち

は 整
ととの

いましたが、個々
こ こ

の教員
きょういん

の障害
しょうがい

に関
かん

する

理解度
り か い ど

に差
さ

があったり、十分
じゅうぶん

な対応
たいおう

ができなかったりといった課題
か だ い

があることも挙
あ

げら

れました。また、小学校期
しょうがっこうき

、中学校期
ちゅうがっこうき

、高等
こうとう

学校期
が っ こ う き

のそれぞれの時期
じ き

に応
おう

じた課題
か だ い

や

小学校
しょうがっこう

から中学校
ちゅうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

から高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

、学校間
がっこうかん

での引継
ひ き つ

ぎの課題
か だ い

も明確
めいかく

になりま

した。さらに、学齢
がくれい

前期
ぜ ん き

には、学校
がっこう

内外
ないがい

における相談
そうだん

体制
たいせい

や放課後
ほ う か ご

等
とう

の余暇
よ か

の過
す

ごし方
かた

等
とう

について多様
た よ う

な支援
し え ん

を受
う

けられる体制
たいせい

が整
ととの

えられているのに対
たい

し、学齢
がくれい

後期
こ う き

は、十分
じゅうぶん

でないという現状
げんじょう

が改
あらた

めて明
あき

らかになりました。 
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ア
あ

 中
ちゅう

学校
がっこう

における課題
か だ い

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

は、生徒
せ い と

指導
し ど う

専任
せんにん

、個別
こ べ つ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

担任
たんにん

、その他
た

（副校長
ふくこうちょう

、教務
きょうむ

主任
しゅにん

、養護
よ う ご

教諭
きょうゆ

、人権
じんけん

担当
たんとう

教諭
きょうゆ

等
とう

）が様々
さまざま

な 形
かたち

で兼務
け ん む

をしているた

め、日常的
にちじょうてき

な支援
し え ん

が 難
むずか

しいという現状
げんじょう

にあり、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の

専任化
せ ん に ん か

が望
のぞ

まれています。 

また、特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

については、各中学校
かくちゅうがっこう

が様々
さまざま

な工夫
く ふ う

をしながら取
と

り組
く

んでいま

すが、生徒
せ い と

それぞれの学習
がくしゅう

の進度
し ん ど

に応
おう

じた指導
し ど う

等
とう

、個別
こ べ つ

の対応
たいおう

の必要性
ひつようせい

が高
たか

く、人的
じんてき

な配置
は い ち

が望
のぞ

まれます。更
さら

に、高等
こうとう

学校
がっこう

進学
しんがく

に向
む

けたより有効
ゆうこう

な引継
ひ き つ

ぎの在
あ

り方
かた

につい

ては、今後
こ ん ご

も検討
けんとう

が必要
ひつよう

です。 

 

イ
い

 高等
こうとう

学校
がっこう

における課題
か だ い

 

市立
し り つ

高等学校
こうとうがっこう

全校
ぜんこう

に特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

とスクールカウンセラー
す く ー る か う ん せ ら ー

が

配置
は い ち

されています。特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

は、すべての横浜市
よ こ は ま し

立
りつ

高等学校
こうとうがっこう

（９

校
こう

10課
か

程
てい

）で合
あ

わせて 34名
めい

（平成
へいせい

27年度
ね ん ど

）が兼務
け ん む

により配置
は い ち

されています。また、

スクールカウンセラー
す く ー る か う ん せ ら ー

は、週
しゅう

６時
じ

間
かん

から 12時
じ

間
かん

の非常勤
ひじょうきん

での配置
は い ち

となっています。 

  高等
こうとう

学校
がっこう

では中学校
ちゅうがっこう

に比
くら

べ学習
がくしゅう

内容
ないよう

がより専門的
せんもんてき

になり、生徒
せ い と

の状 況
じょうきょう

も学校
がっこう

ごと

に大
おお

きく異
こと

なるため、各校
かくこう

で組織的
そ し き て き

に対応
たいおう

することが必要
ひつよう

となります。そのため、特別
とくべつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

な生徒
せ い と

の状 況
じょうきょう

に合
あ

わせた学習
がくしゅう

指導
し ど う

方法
ほうほう

の改善
かいぜん

等
とう

、学校
がっこう

での支援
し え ん

の強化
きょうか

に向
む

けた特別支援教育
とくべつしえんきょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

のより有効
ゆうこう

な活用
かつよう

について、今後
こ ん ご

も検討
けんとう

を重
かさ

ねていくことが必要
ひつよう

です。また、卒業後
そつぎょうご

の多様
た よ う

な進路先
し ん ろ さ き

への引
ひ

き継
つ

ぎが 難
むずか

しいこと

や、中退
ちゅうたい

した生徒
せ い と

は学校
がっこう

との関係
かんけい

が途絶
と だ

えてしまうことが課題
か だ い

となります。 
 

(3) 学齢
がくれい

後期
こ う き

における当事者
と う じ し ゃ

・保護者
ほ ご し ゃ

から支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

 

今回
こんかい

の委員会
い い ん か い

においても、支援
し え ん

の現場
げ ん ば

からの要望
ようぼう

や、当事者
と う じ し ゃ

ならではの声
こえ

がさまざま

に寄
よ

せられました。中
なか

でも、保護者
ほ ご し ゃ

は子
こ

どもの対応
たいおう

と周囲
しゅうい

への対応
たいおう

に、神経
しんけい

をすり減
へ

ら

しているという声
こえ

も聞
き

かれます。気軽
き が る

に相談
そうだん

でき、家族
か ぞ く

の不安
ふ あ ん

や子
こ

どもの生
い

きにくさを

受
う

け止
と

められるような支援
し え ん

を求
もと

める内容
ないよう

が、多
おお

く挙
あ

げられました。 
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  ○寄
よ

せられた意見
い け ん

・要望
ようぼう

 

・投薬
とうやく

などが不要
ふ よ う

で、状態
じょうたい

が安定
あんてい

していても、なかなか医療
いりょう

・相談
そうだん

機関
き か ん

から離
はな

れら

れない。 

・高校
こうこう

を中退
ちゅうたい

すると、社会
しゃかい

と繋
つな

がる機会
き か い

を失
うしな

いがち。辞
や

めたことへの後
うし

ろめたさや、

自信
じ し ん

を喪失
そうしつ

してしまっていることも多
おお

い。辞
や

めるときが支援
し え ん

を入
い

れるまたとない

チャンス
ち ゃ ん す

、中退
ちゅうたい

時
じ

の支援
し え ん

の連携
れんけい

を考
かんが

えていただきたい。 

・個別
こ べ つ

支援級
しえんきゅう

在籍
ざいせき

だとハートフルスペース
は ー と ふ る す ぺ ー す

等
とう

が使
つか

えない。学籍
がくせき

に関
かか

わらず必要
ひつよう

な支援
し え ん

を選
えら

べるようにしてほしい。 

・学校
がっこう

、福祉
ふ く し

機関
き か ん

（放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

、ショートステイ
し ょ ー と す て い

他
とう

）ともに、もっと自閉症
じへいしょう

や発達
はったつ

障害
しょうがい

の特性
とくせい

に合
あ

わせた対応
たいおう

を行
おこな

って欲
ほ

しい。 

・学校
がっこう

以外
い が い

に居場所
い ば し ょ

、相談
そうだん

相手
あ い て

、友達
ともだち

が欲
ほ

しい。 

・区
く

役所
やくしょ

、専門
せんもん

機関
き か ん

ほどハードル
は ー ど る

が高
たか

くない、身近
み じ か

な相談先
そうだんさき

が欲
ほ

しい。 

・放課後
ほ う か ご

、長期
ちょうき

休
やす

みに通
かよ

える職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

の場所
ば し ょ

が欲
ほ

しい。 

・進学
しんがく

する大学
だいがく

、専門
せんもん

学校
がっこう

との引
ひ

き継
つ

ぎを十分
じゅうぶん

にして欲
ほ

しい。 

・親
おや

がレスパイト
れ す ぱ い と

を取
と

りたくても、本人
ほんにん

が行
い

きたいと思
おも

うショートステイ先
し ょ ー と す て い さ き

がない。 

・相談
そうだん

や初診
しょしん

までの待機
た い き

期間
き か ん

が長
なが

く、相談
そうだん

したいときにすぐに利用
り よ う

できないとの声
こえ

が

多
おお

くある｡ 

・学齢
がくれい

後期
こ う き

の年齢
ねんれい

のため、保護者
ほ ご し ゃ

も共
とも

働
ばたら

きをしている家庭
か て い

が多
おお

く、本人
ほんにん

自身
じ し ん

の

相談来所
そうだんらいしょ

に関
かん

して従来
じゅうらい

の療育
りょういく

相談
そうだん

機関
き か ん

の開所
かいしょ

日
び

や時間帯
じ か ん た い

だと利用
り よ う

しにくい。 

・当事者
と う じ し ゃ

本人
ほんにん

がひとりで通
かよ

い、相談
そうだん

できるにはある程度
て い ど

、地域
ち い き

が限定
げんてい

している方
ほう

が通所
つうしょ

しやすい。 

・学校
がっこう

等
とう

に対
たい

して、要望
ようぼう

があったとしても、どのように伝
つた

えていけばよいのか、いろ

いろしくみはできているようだが、浸透
しんとう

していないよう。調整役
ちょうせいやく

がほしい。 

・学校側
がっこうがわ

も保護者
ほ ご し ゃ

との関係
かんけい

づくりに頭
あたま

を悩
なや

ませていることは多
おお

い。 

・ 中退
ちゅうたい

等
とう

の理由
り ゆ う

により、在宅
ざいたく

となっている 20才
さい

未満
み ま ん

の発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

への支援
し え ん

は

ブラックボックス
ぶ ら っ く ぼ っ く す

状態
じょうたい

であり、何
なん

らかの手立
て だ

てを検討
けんとう

すべきと思
おも

う。 

・地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

は中学校
ちゅうがっこう

への移行
い こ う

時
じ

においても、支援
し え ん

ができる体制
たいせい

を整
ととの

えるべき。 
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３ 支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

に向
む

けた提言
ていげん

 

(1) 学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の事業
じぎょう

展開
てんかい

 

学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用
り よ う

実績
じっせき

、また、地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

の利用児
り よ う じ

の増加
ぞ う か

を踏
ふ

ま

えれば、現行
げんこう

の事業
じぎょう

実施
じ っ し

体制
たいせい

では不十分
ふじゅうぶん

であると言
い

わざるを得
え

ません。横浜市
よ こ は ま し

がこれま

で培
つちか

ってきた早期
そ う き

療育
りょういく

体制
たいせい

を考
かんが

えれば、学齢
がくれい

前期
ぜ ん き

までの支援
し え ん

を引
ひ

き継
つ

ぐ体制
たいせい

を強化
きょうか

す

ることは急務
きゅうむ

です。 

今期
こ ん き

検討
けんとう

委員会
い い ん か い

においても、その有用性
ゆうようせい

ついて確認
かくにん

するとともに、事業
じぎょう

を展開
てんかい

するう

えでの課題
か だ い

も認識
にんしき

できました。学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の新規
し ん き

展開
てんかい

について、次
つぎ

のとお

り図
はか

られることを提言
ていげん

します。 

ア
あ

 整備
せ い び

地域
ち い き

 

新規
し ん き

展開
てんかい

にあたっては、現行事
げ ん こ う じ

業者
ぎょうしゃ

の所在地
し ょ ざ い ち

を

考慮
こうりょ

すると、旭区
あさひく

を中心
ちゅうしん

とした市
し

西部域
せ い ぶ い き

における

整備
せ い び

が望
のぞ

ましいと考
かんが

えます。 

イ
い

 整備
せ い び

形態
けいたい

（医療型
いりょうがた

・福祉型
ふ く し が た

） 

自閉症
じへいしょう

スペクトラム
す ぺ く と ら む

を は じ め と し た 発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

に対
たい

しては、予防的
よ ぼ う て き

な関
かか

わりがあれば、

二次的
に じ て き

な障害
しょうがい

が 現
あらわ

れずに、生活
せいかつ

を継続
けいぞく

できるこ

とが多
おお

いと 考
かんが

えます。医療型
いりょうがた

、または福祉型
ふ く し が た

い

ずれの事業
じぎょう

を展開
てんかい

するにあたっても、相談
そうだん

から始
はじ

まる事業
じぎょう

の特性
とくせい

を活
い

かし、困
こま

りごとに対応
たいおう

するた

め の 工夫
く ふ う

を アドバイス
あ ど ば い す

す る な ど 、

ソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

の視点
し て ん

を大切
たいせつ

にしながら、事業
じぎょう

展開
てんかい

を図
はか

ることが望
のぞ

ましいと考
かんが

えます。 

併
あわ

せて、医療的
いりょうてき

な関
かか

わりが安定
あんてい

した生活
せいかつ

を支
ささ

える上
うえ

では不可欠
ふ か け つ

であることも多
おお

いこ

とから、必要
ひつよう

に応
おう

じて医療面
いりょうめん

からも発達
はったつ

障害
しょうがい

を支援
し え ん

する仕組
し く

みを整
ととの

えるという視点
し て ん

が重要
じゅうよう

です。 

ウ
う

 運用
うんよう

形態
けいたい

 

市
し

西部域
せ い ぶ い き

への整備
せ い び

により、方面
ほうめん

別
べつ

への配置
は い ち

が一定
いってい

程度
て い ど

進
すす

むことから、学校
がっこう

、関係
かんけい

機関
き か ん

への支援
し え ん

を考慮
こうりょ

すると、担当
たんとう

地域
ち い き

を定
さだ

めた運用
うんよう

が効率的
こうりつてき

であると考
かんが

えます。一方
いっぽう

で、

利用者
り よ う し ゃ

の特性
とくせい

に合
あ

わせるなどの配慮
はいりょ

も必要
ひつよう

なことから、できるだけ柔軟
じゅうなん

な仕組
し く

みづ

くりが重要
じゅうよう

です。 

いずれにしても、ニーズ
に ー ず

をよく汲
く

み取
と

り、整備
せ い び

・運用
うんよう

していくことが望
のぞ

まれます。 

 

(2) 教育
きょういく

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

強化
きょうか

 

連携
れんけい

の中
なか

で、教育
きょういく

と福祉
ふ く し

がいかに役割
やくわり

分担
ぶんたん

していくかという仕組
し く

み作
づく

りが大切
たいせつ

です。

学校
がっこう

が何
なに

を求
もと

めているか、その求
もと

めに対
たい

して福祉
ふ く し

機関
き か ん

はどう応
こた

えていくか、という視点
し て ん
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が求
もと

められます。学校
がっこう

においては、個々
こ こ

への指導
し ど う

・支援
し え ん

や学校
がっこう

全体
ぜんたい

での研修
けんしゅう

等
とう

を積
つ

み重
かさ

ねることにより、教員
きょういん

の発達
はったつ

障害
しょうがい

への理解
り か い

が進
すす

み「困
こま

った子
こ

」ではなく、「困
こま

っている

子
こ

」として捉
とら

えられるようになりその困
こま

り感
かん

は、発達
はったつ

障害
しょうがい

に起因
き い ん

しているかもしれない、

という視点
し て ん

を持
も

てるようになることが重要
じゅうよう

です。 

また、学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を、教育期
きょういくき

の子
こ

どもへのより効果的
こ う か て き

な支援
し え ん

にいかに

関連付
か ん れ ん づ

けていくか、今後
こ ん ご

の更
さら

なる検討
けんとう

が必要
ひつよう

です。教育
きょういく

と福祉
ふ く し

が互
たが

いに顔
かお

の見える
み え る

関係
かんけい

で連携
れんけい

を図
はか

れるようになることで、学校
がっこう

、地域
ち い き

、家庭
か て い

とすきまのない支援
し え ん

に繋
つな

げていく

ことや学校期
が っ こ う き

から社会
しゃかい

へのつなぎがより丁寧
ていねい

に行
おこな

うことが可能
か の う

になると考
かんが

えます。 

その上
うえ

で、児童
じ ど う

支援
し え ん

専任
せんにん

、生徒
せ い と

指導
し ど う

専任
せんにん

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

と共
とも

に教員
きょういん

が支援
し え ん

の経験
けいけん

を出
だ

し合
あ

い、必要
ひつよう

に応
おう

じて外部
が い ぶ

からの助言
じょげん

も活用
かつよう

する等
とう

、組織
そ し き

が一体
いったい

とな

って一人
ひ と り

ひとりの状態
じょうたい

に応
おう

じた支援
し え ん

を行
おこな

う環境
かんきょう

の醸成
じょうせい

が望
のぞ

まれます。 

 

(3) 高等
こうとう

学校
がっこう

における支援
し え ん

の強化
きょうか

 

高校
こうこう

学校
がっこう

の生徒
せ い と

への支援
し え ん

の強化
きょうか

については、一定
いってい

の課題
か だ い

があることが認識
にんしき

されました。

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

が具体的
ぐ た い て き

な業務
ぎょうむ

を 行
おこな

うにあたって、関係
かんけい

機関
き か ん

や進路先
し ん ろ さ き

との連携
れんけい

、学習
がくしゅう

や進路
し ん ろ

についての支援
し え ん

、外部
が い ぶ

人材
じんざい

の活用
かつよう

等
とう

についてのスキルアップ
す き る あ っ ぷ

が必
ひつ

  

要
よう

です。また、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の横
よこ

の繋
つな

がりを強化
きょうか

することで、各学校
かくがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

が、情報
じょうほう

を収 集
しゅうしゅう

し、主体的
しゅたいてき

な活動
かつどう

が行
おこな

いやすい仕組
し く

  

み作
づく

りも望
のぞ

まれます。 

高等
こうとう

学校
がっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の研修
けんしゅう

方法
ほうほう

を見直
み な お

し、ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

でき

る研修
けんしゅう

の仕組
し く

みや組織
そ し き

を 整
ととの

えることが重要
じゅうよう

です。特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

を

中心
ちゅうしん

とした校内
こうない

体制
たいせい

や相談
そうだん

体制
たいせい

を整
ととの

えると同時
ど う じ

に、各教員
かくきょういん

が特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の必要性
ひつようせい

を

理解
り か い

し、特別
とくべつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

な生徒
せ い と

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

えるスキル
す き る

を向上
こうじょう

させると共
とも

に

学習面
がくしゅうめん

での困
こま

り感
かん

や特性
とくせい

に気付
き づ

き、それに対応
たいおう

できる授 業 力
じゅぎょうちから

を高
たか

めていくことが今後
こ ん ご

も重要
じゅうよう

であると考
かんが

えます。 

また、卒業
そつぎょう

や中退
ちゅうたい

により学校
がっこう

との関係
かんけい

が途絶
と だ

えてしまうため、在学中
ざいがくちゅう

から地域
ち い き

や

行政
ぎょうせい

の外部
が い ぶ

機関
き か ん

との連携
れんけい

やソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

の活用
かつよう

など、さらに進
すす

んだ支援
し え ん

を視野
し や

に入
い

れていくことも必要
ひつよう

となります。 
 

(4) 全体的
ぜんたいてき

な支援
し え ん

の強化
きょうか

と引
ひ

き続
つづ

き検討
けんとう

すべき課題
か だ い

 

全体的
ぜんたいてき

な支援
し え ん

の強化
きょうか

を図
はか

る上
うえ

では、年齢
ねんれい

の経過
け い か

とともに支援
し え ん

機関
き か ん

が変更
へんこう

される場合
ば あ い

に、

引
ひき

継
つ

ぎ（のりしろ）の期間
き か ん

が重要
じゅうよう

であり、十分
じゅうぶん

な時間
じ か ん

を確保
か く ほ

できるように、学校
がっこう

や支援
し え ん

機関
き か ん

は心掛
こころが

けることが重要
じゅうよう

である、との意見
い け ん

も出
だ

されました。 
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まず、学齢
がくれい

後期
こ う き

においては、高等
こうとう

学校
がっこう

を中退
ちゅうたい

した後
のち

、ひきこもり状態
じょうたい

が継続
けいぞく

し、困
こま

っ

た家族
か ぞ く

から支援
し え ん

機関
き か ん

につながるという事例
じ れ い

もあります。退学後
た い が く ご

、係属
けいぞく

する機関
き か ん

がなくな

ると支援
し え ん

が途絶
と だ

えてしまう恐
おそ

れがあり、また、家族
か ぞ く

が抱
かか

え込
こ

む時間
じ か ん

が長
なが

ければ、それだ

け家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

が増大
ぞうだい

し問題
もんだい

も複雑
ふくざつ

になります。発達
はったつ

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が安定
あんてい

した成人期
せ い じ ん き

を

迎
むか

えられるよう、高校
こうこう

中退後
ちゅうたいご

も関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し適切
てきせつ

な支援
し え ん

環境
かんきょう

を確保
か く ほ

することは、引
ひ

き続
つづ

き検討
けんとう

すべき課題
か だ い

であると考
かんが

えます。 

次
つぎ

に、小 中
しょうちゅう

高等学校
こうとうがっこう

で特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

が推進
すいしん

される中
なか

で、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の

教育
きょういく

段階
だんかい

における進路
し ん ろ

選択
せんたく

の場面
ば め ん

などでは、個々
こ こ

の特性
とくせい

に適
てき

した進路
し ん ろ

選択
せんたく

や引継
ひ き つ

ぎ等
とう

、

様々
さまざま

な課題
か だ い

があります。特
とく

に、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

については、一般
いっぱん

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

し

ていることも多
おお

いため、今後
こ ん ご

の障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

施行
し こ う

を踏
ふ

まえた、一般
いっぱん

学級
がっきゅう

のなかで

の合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

のあり方
かた

を検討
けんとう

していくことも必要
ひつよう

であり、引
ひ

き続
つづ

き検討
けんとう

すべき課題
か だ い

であ

ると考
かんが

えます。 

 

さらに、学齢
がくれい

後期
こ う き

の支援
し え ん

を検討
けんとう

する経過
け い か

において、二次的
に じ て き

な障害
しょうがい

が発現
はつげん

する前
まえ

の

予防的
よ ぼ う て き

な関
かか

わりが何
なに

より大切
たいせつ

であることが、改
あらた

めて確認
かくにん

されました。例
たと

えば、早期
そ う き

に地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

からの支援
し え ん

を受
う

けてなかった場合
ば あ い

など、わかりにくい障害
しょうがい

であるがゆえ

に、容易
よ う い

に相談
そうだん

支援
し え ん

へと結
むす

び付
つ

かないことも多
おお

くあります。保育所
ほ い く し ょ

・幼稚園
よ う ち え ん

及
およ

び小学校
しょうがっこう

各支援機関が、縦・横に重なり支援を実施します。 
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における場面
ば め ん

で、保育士
ほ い く し

や教諭
きょうゆ

は何
なん

らか「気付
き づ

き」があるもののそのまま過
す

ごし、複雑
ふくざつ

な人間
にんげん

関係
かんけい

が構築
こうちく

される学齢
がくれい

後期
こ う き

に深刻化
し ん こ く か

した問題
もんだい

が現
あらわ

れる、との報告
ほうこく

もありました。 

この課題
か だ い

の解決
かいけつ

に向
む

けては、まず、保育所
ほ い く し ょ

・幼稚園
よ う ち え ん

及
およ

び小学校
しょうがっこう

において、保護者
ほ ご し ゃ

の理解
り か い

を得
え

られず支援
し え ん

機関
き か ん

につながらないなど、十分
じゅうぶん

な支援
し え ん

が受
う

けられない児童
じ ど う

を見極
み き わ

め、

その対応
たいおう

や工夫
く ふ う

をどう見出
み い だ

していくのかを示
しめ

すことも、本
ほん

委員会
い い ん か い

の役割
やくわり

と 考
かんが

えます。

具体的
ぐ た い て き

には、本人
ほんにん

やその家族
か ぞ く

が、学習面
がくしゅうめん

だけでなく生活面
せいかつめん

や進路
し ん ろ

等
とう

について、保育所
ほ い く し ょ

・

幼稚園
よ う ち え ん

及
およ

び学校
がっこう

や外部
が い ぶ

の支援
し え ん

機関
き か ん

を含
ふく

めて、相談
そうだん

することのできる環境
かんきょう

を整
ととの

えていく

ことに加
くわ

え、相談
そうだん

しやすい環境作
かんきょうづく

りを構築
こうちく

していくことが必要
ひつよう

です。 

また、就学
しゅうがく

時
じ

や進学
しんがく

時
じ

において、支援
し え ん

機関
き か ん

が情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を図
はか

るための仕組
し く

み作
づく

り（幼
よう

保
ほ

小連携
しょうれんけい

の深化
し ん か

など）や、時間的
じ か ん て き

に重
かさ

なりを持
も

った連携
れんけい

を意識
い し き

し、積
つ

み重
かさ

ねてきた支援
し え ん

内容
ないよう

がきちんと引
ひ

き継
つ

がれるようなシステム
し す て む

を早急
さっきゅう

に確立
かくりつ

することが必要
ひつよう

であり、こ

の課題
か だ い

は次期
じ き

本
ほん

委員会
い い ん か い

が検討
けんとう

するテーマ
て ー ま

にふさわしいと考
かんが

えます。 

 

これらの課題
か だ い

について、早期
そ う き

に解決
かいけつ

を図
はか

ることを期待
き た い

し、本
ほん

委員会
い い ん か い

の今期
こ ん き

検討
けんとう

報告
ほうこく

の

締
し

めくくりとします。 
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参考
さんこう

資料
しりょう

 

 

１ 委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

（順
じゅん

不同
ふ ど う

・敬称
けいしょう

略
りゃく

） 

  氏
し

 名
めい

 所
しょ

 属
ぞく

 備
び

 考
こう

 

１ 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 渡部
わたなべ

 匡隆
まさたか

 横浜
よこはま

国立
こくりつ

大学
だいがく

教育
きょういく

人間
にんげん

科学部
か が く ぶ

 委員長
いいんちょう

 

２ 医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

 高木
た か ぎ

 一
かず

江
え

 横浜市
よ こ は ま し

中部
ちゅうぶ

地域
ち い き

療育
りょういく

センター
せ ん た ー

  

３ 
障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する 

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

 
寺田
て ら だ

 純一
じゅんいち

 
かながわ地域

ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

 

ほのぼの 
 

４ 
障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する 

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

 
井上
いのうえ

 麻里
ま り

  小児
しょうに

療育
りょういく

相談
そうだん

センター
せ ん た ー

  

５ 
障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する 

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

 
原
はら

  郁子
い く こ

 
横浜市
よ こ は ま し

総合
そうごう

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

 

センター
せ ん た ー

 
 

６ 
障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する 

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

 
桜井
さくらい

 美佳
み か

 学齢
がくれい

後期
こ う き

発達
はったつ

相談室
そうだんしつ

 くらす  

７ 

－１ 
障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

 永田
な が た

 多加
た か

 
神奈川
か な が わ

LD 等
とう

発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

 

親
おや

の会
かい

 にじの会
かい

 

第
だい

36回
かい

 

まで 

７ 

－２ 
障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

 坂上
さかがみ

 尚子
な お こ

 
神奈川
か な が わ

LD 等
とう

発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

 

親
おや

の会
かい

 にじの会
かい

 

第
だい

37回
かい

 

から 

８ 障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

 中野
な か の

 美奈子
み な こ

 横浜市
よ こ は ま し

自閉症児
じ へ い し ょ う じ

・者
しゃ

親
おや

の会
かい

  

９ 
障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する 

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

 
西尾
に し お

 紀子
の り こ

 横浜市発達障害者支援センター
よ こ は ま し は っ た つ し ょ う が い し ゃ し え ん せ ん た ー

  

 
（オブザーバー

お ぶ ざ ー ば ー

） 

教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

 
樋野
ひ の

 欣一
きんいち

 横浜
よこはま

市立
し り つ

野庭
の ば

中学校
ちゅうがっこう
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２ 検討
けんとう

経過
け い か

 

 

回
かい

 日時
に ち じ

 主
おも

な議事
ぎ じ

内容
ないよう

 場所
ば し ょ

 

第 33 回
だ い   か い

委員会
い い ん か い

 

（今期
こ ん き

第１回
だ い  か い

） 

平成
へいせい

26年
ねん

９月
 が つ

19日
にち

 

午前
ご ぜ ん

10時
じ

から 12時
じ

 

○発達障害
はったつしょうがい

検討委員会
けんとういいんかい

の位置
い ち

づ

けについて 

○発達障害
はったつしょうがい

検討委員会
けんとういいんかい

における

これまでの取組
と り く

みについて 

○今期
こ ん き

検討
けんとう

委員会
い い ん か い

での検討
けんとう

内容
ないよう

について 

○学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

につ

いて 

関内
かんない

中央
ちゅうおう

ビル
び る

 

５階
 か い

特別
とくべつ

会議室
か い ぎ し つ

 

第 34 回
だ い   か い

委員会
い い ん か い

 

（今期
こ ん き

第２回
だ い  か い

） 

平成
へいせい

26年
ねん

12月
がつ

19日
にち

 

午前
ご ぜ ん

10時
じ

から 12時
じ

 

○ 学齢
がくれい

後期
こ う き

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

と課題
か だ い

について 

関内
かんない

中央
ちゅうおう

ビル
び る

 

５階
 か い

特別
とくべつ

会議室
か い ぎ し つ

 

第 35 回
だ い   か い

委員会
い い ん か い

 

（今期
こ ん き

第３回
だ い  か い

） 

平成
へいせい

27年
ねん

３月
 が つ

17日
にち

 

午前
ご ぜ ん

10時
じ

から 12時
じ

 

○発達障害児
はったつしょうがいじ

に対
たい

する学校
がっこう

での

取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

について 

関内
かんない

中央
ちゅうおう

ビル
び る

 

５階
 か い

特別
とくべつ

会議室
か い ぎ し つ

 

第 36 回
だ い   か い

委員会
い い ん か い

 

（今期
こ ん き

第４回
だ い  か い

） 

平成
へいせい

27年
ねん

６月
 が つ

２日
ふ つ か

 

午前
ご ぜ ん

10時
じ

から 12時
じ

 

○発達障害児
はったつしょうがいじ

に対
たい

する学校
がっこう

での

取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

 

○中学校
ちゅうがっこう

における支援
し え ん

の強化
きょうか

に

向
む

けて 

○平成
へいせい

27年度
ね ん ど

における発達
はったつ

障害
しょうがい

検討
けんとう

委員会
い い ん か い

の進
すす

め方
かた

 

関内
かんない

中央
ちゅうおう

ビル
び る

 

５階
 か い

特別
とくべつ

会議室
か い ぎ し つ

 

第 37 回
だ い   か い

委員会
い い ん か い

 

（今期
こ ん き

第５回
だ い  か い

） 

平成
へいせい

27年
ねん

９月
 が つ

１日
ついたち

 

午前
ご ぜ ん

10時
じ

から 12時
じ

 

○発
はっ

達
たつ

障害児
しょうがいじ

の学齢
がくれい

後期
こ う き

におけ

る支援
し え ん

のあり方
かた

について  

○発
はっ

達
たつ

障害
しょうがい

検討
けんとう

委員会
い い ん か い

における

今後
こ ん ご

の検討
けんとう

課題
か だ い

について 

関内
かんない

中央
ちゅうおう

ビル
び る

 

５階
 か い

特別
とくべつ

会議室
か い ぎ し つ

 

第 38 回
だ い   か い

委員会
い い ん か い

 

（今期
こ ん き

第６回
だ い  か い

） 

平成
へいせい

27年
ねん

12月
がつ

１日
ついたち

 

午前
ご ぜ ん

10時
じ

から 12時
じ

 

○発
はっ

達
たつ

障害児
しょうがいじ

の学齢
がくれい

後期
こ う き

におけ

る支援
し え ん

のあり方
かた

について 

○発
はっ

達
たつ

障害
しょうがい

検討
けんとう

委員会
い い ん か い

における

今後
こ ん ご

の検討
けんとう

課題
か だ い

について 

関内
かんない

中央
ちゅうおう

ビル
び る

 

５階
 か い

特別
とくべつ

会議室
か い ぎ し つ
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３ 事務局
じ む き ょ く

 

 

局
きょく

 名
めい

 補
ほ

職名
しょくめい

 氏
し

 名
めい

 

健康
けんこう

福祉局
ふくしきょく

 

担当
たんとう

理事
り じ

（保健医療医務監
ほ け ん い り ょ う い む か ん

） 水野
み ず の

 哲
てつ

宏
ひろ

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

部長
ぶちょう

 齋藤
さいとう

  聖
きよし

 

担当
たんとう

部長
ぶちょう

（こころの健康
けんこう

相談
そうだん

センター
せ ん た ー

長
ちょう

） 白川
しらかわ

 教人
のりひと

 

企画
き か く

課長
かちょう

 氏家
うじいえ

 亮一
りょういち

 

障害
しょうがい

企画
き か く

課長
かちょう

 山田
や ま だ

  洋
ひろし

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

課長
かちょう

 上條
かみじょう

  浩
ひろし

 

障害
しょうがい

支援
し え ん

課長
かちょう

 君和田
き み わ だ

 健
たけし

 

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所長
しょちょう

 小林
こばやし

 宏
ひろ

高
たか

 

こども青少年局
せいしょうねんきょく

 

こども福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

部長
ぶちょう

 細野
ほ そ の

 博嗣
ひろつぐ

 

企画
き か く

調整
ちょうせい

課長
かちょう

 吉川
よしかわ

 直
なお

友
とも

 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

課長
かちょう

 佐藤
さ と う

 祐子
ゆ う こ

 

青少年
せいしょうねん

育成
いくせい

課長
かちょう

 村上
むらかみ

 謙
けん

介
すけ

 

子育
こ そ だ

て支援
し え ん

課長
かちょう

 齋藤
さいとう

 真
ま

美奈
み な

 

こども家庭課
か て い か

親子
お や こ

保健
ほ け ん

担当
たんとう

課長
かちょう

 近藤
こんどう

 政代
ま さ よ

 

中央
ちゅうおう

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

副所長
ふくしょちょう

 北井
き た い

 義
よし

実
み
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健康福祉局予算案の考え方

－1－ 

超高齢社会となった本市において、少子高齢化はさらに進展するとともに、支援を必要と

する高齢者や生活困窮世帯等の増加、地域のつながりの希薄化などの傾向が、年々強まって

います。特に、団塊の世代が後期高齢者となり、社会保障費が増大していく２０２５年以降

への対応が急務であるとともに、生活困窮者への支援も引き続きの課題となっています。 

子どもから大人まで福祉・保健における市民生活の安心・安全を確保するために、中期４

か年計画の目標達成に向けた施策の着実な実施により、現状の課題に即したサービスの充実

とあわせ、「健康・自立」をキーワードに取り組んでいくことが必要です。 

そこで、平成 28年度は、 

１ 健康づくりや疾病予防の推進   ２ 地域包括ケアシステムの構築 

３ 障害者福祉施策の推進      ４ 生活困窮者の自立に向けた支援の強化 

５ ニーズに即したタイムリーな対応 

を５つの柱として掲げ、優先的に取り組む予算としています。主な取組として、 

健康づくりや疾病予防の推進では、市民の皆様が健康に暮らす活力ある横浜を築くため、

日常生活の中で楽しみながら取り組めるよう「よこはまウォーキングポイント」や、企業へ

の健康経営の普及などにより、健康ライフスタイルの浸透を図り、「健康寿命日本一」を目指

します。また、がんの早期発見・治療を促進するため、妊婦健診対象者の子宮頸がん検診の

自己負担額無料化等に取り組みます。子育て家庭への支援として、27年 10月に通院助成を

小学３年生までに拡大した小児医療費助成を引き続き実施します。 

「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、指針を策定し、28年１月から移行を開始した

介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な運営を行うとともに、生活支援コーディネーター

の配置や地域ケアプラザの体制強化などに取り組みます。また、認知症初期集中支援チーム

の拡充や高齢者施設・住まいの相談センターへの「施設のコンシェルジュ」の配置、介護予

防推進のための元気づくりステーション事業等に取り組みます。 

障害者福祉施策においては、障害者への後見的支援事業を新たに２区で、移動情報センタ

ーを新たに３区で実施します。また、28年４月の障害者差別解消法の施行に伴い、相談及び

紛争防止等のための調整委員会の運営や区役所窓口での手話通訳対応、啓発活動等を行いま

す。 

生活困窮者の自立支援では、きめ細かな相談支援や高校進学に向けた学習支援事業を全区

で実施するとともに、生活保護制度においても、ハローワークと連携した一体的な就労支援

や不正受給防止対策など、制度の適正運用を進めます。 

ニーズに即したタイムリーな対応として、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会

開催を契機とした障害者のスポーツ及び文化活動の推進や、ごみ問題を抱える人への支援と

して、福祉的な視点に重点を置いた、いわゆる「ごみ屋敷」対策に取り組みます。さらに、

市民の皆様の墓地需要に応えるため、舞岡リサーチパーク跡地の公園型墓園の整備に向けた

基本設計等を進めます。 

これらの取組を通じ、市民の皆様の「今日の安心、明日の安心、そして将来への安心」の

実現に向け、職員一丸となって取り組んでいきます。 



健康福祉局予算案総括表

（一般会計） （単位：千円）

本年度 前年度 増△減

７款

314,444,404 313,524,160 920,244 0.3

１項

社 会 福 祉 費 47,112,313 45,929,119 1,183,194 2.6

２項

障害者福祉費 98,141,738 95,293,457 2,848,281 3.0

３項

老 人 福 祉 費 9,522,438 9,852,526 △ 330,088 △ 3.4

４項

生 活 援 護 費 132,216,340 132,196,687 19,653 0.0

５項

健康福祉施設
整 備 費

7,301,908 11,305,005 △ 4,003,097 △ 35.4

６項

公 衆 衛 生 費 17,210,316 16,258,960 951,356 5.9

７項

環 境 衛 生 費 2,939,351 2,688,406 250,945 9.3

１７款

111,202,988 108,153,506 3,049,482 2.8

１項

特別会計繰出金 111,202,988 108,153,506 3,049,482 2.8

（特別会計）

本年度 前年度

(43.7) (45.1)

186,042,493 190,155,869

(56.3) (54.9)

239,604,899 231,521,797

(100) (100)

425,647,392 421,677,666

（　）内は構成比

合
 
 
計

特 別 会 計 計 743,729,055 733,205,287 10,523,768 1.4

58,911 △ 19,252 △ 32.7

新墓園事業費会計 750,000 252,474 497,526 197.1

特
定
財
源

後期高齢者医療
事 業 費 会 計

71,583,718 67,060,723 4,522,995 6.7

一
般
財
源

公害被害者救済
事 業 費 会 計

39,659

介 護 保 険
事 業 費 会 計

267,606,226 253,808,062 13,798,164 5.4

健康福祉局一般会計予算案の財源

国 民 健 康 保 険
事 業 費 会 計

403,749,452 412,025,117 △ 8,275,665 △ 2.0

諸 支 出 金

国民健康保険事業費、介護保険事業費、後期高齢
者医療事業費、公害被害者救済事業費、水道事業、
自動車事業及び高速鉄道事業会計繰出金

一 般 会 計 計 425,647,392 421,677,666 3,969,726 0.9

社会福祉総務費、社会福祉事業振興費、
国民年金費、ひとり親家庭等医療費、
小児医療費、臨時福祉給付金給付費

障害者福祉費、こころの健康相談センター等運営
費、障害者手当費、重度障害者医療費、障害者福祉
施設運営費、リハビリテーションセンター等運営費

老人措置費、老人福祉費、老人福祉施設運営費

生活保護費、援護対策費

健康福祉施設整備費

健康安全費、健康診査費、健康づくり費、
地域保健推進費、公害・石綿健康被害対策事業費

食品衛生費、衛生研究所費、食肉衛生検査所費、
環境衛生指導費、葬務費、動物保護指導費

健 康 福 祉 費

項　　　　目
増減率
（％）

備　　　　　　　　　　　考
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Ⅲ　障害者施策の推進

１　障害者総合支援法に関する主な事業

障害者地域活動ホーム
運営事業

障害児・者の地域での生活を支援する拠点として「障害者地域活動ホーム」を設置するとともに、事業
委託及び運営費助成を行います。【予算概要16】

精神障害者生活支援セ
ンター運営事業

精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、日常生活の支援、相談、地域における交
流活動の促進等を行う施設の運営を行います。【予算概要16】

地域活動支援センター
（障害者地域作業所型・
精神障害者地域作業所型）

障害者が地域の中で創作活動や生産的活動、社会との交流などを行う地域活動支援センター(障害者地域
作業所型等)に対して助成を行います。【予算概要16】

障害者自立生活アシス
タント事業

地域で生活する単身等の障害者に対し、地域活動ホーム、生活支援センター等に配置した専任の支援職
員による支援を行い、地域生活の継続を図ります。【予算概要16】

居宅介護事業
身体介護や家事援助、移動介護等を必要とする障害児・者が、ホームヘルプサービスやガイドヘルプ
サービスを利用して、在宅生活を送れるように支援します。【予算概要16・21】

障害者グループホーム
設置運営事業

日々の生活の場であるグループホームにおいて、障害者が世話人（職員）から必要な支援を受けながら
地域で自立した生活を送ります。【予算概要18】

障害者相談支援事業
計画相談の対象範囲を広げるとともに、障害者地域活動ホーム等に配置された専任職員が、障害者が地
域で自立して暮らすために生活全般にわたる相談に対応します。【予算概要19】

生活援護事業（補装
具・日常生活用具）

身体障害児・者の身体機能を補う用具、日常生活の便宜を図るための各種用具の給付等を行います。

重度障害者入浴サービ
ス事業

在宅での入浴が困難な重度障害者に、施設入浴及び訪問入浴を行うことで、入浴の機会を提供します。

精神障害者医療費公費
負担事業

精神障害者の適正な医療を普及するため通院医療費の一部を公費負担するほか、措置入院に要する費用
を公費負担します。

障害者支援施設等自立
支援給付費

　施設に入所又は通所している障害者が障害福祉サービス等を利用することで、日常生活の自立に向け
た支援を受けたり、就労に向けた訓練を行います。【予算概要17】

障害児・者短期入所事
業

疾病等により家族が介助できない場合や疲労回復を図る場合に、障害児・者が施設等を利用することで
在宅生活を支援します。

２　その他の事業

発達障害者支援体制整
備事業

発達障害児・者について、ライフステージに対応する支援体制を整備し、発達障害児・者の福祉の向上
を図ります。【予算概要19】

障害者就労支援事業
障害者の就労支援を行う就労支援センターの運営費の助成を行います。また、障害者の就労の場の拡大
等の事業を行います。【予算概要22】

重度障害者医療費助成
事業

重度障害者に対し、医療費にかかる保険診療の自己負担分を助成します。【予算概要25】

こころの健康対策
区局による自殺対策を充実し、関係機関や庁内関係部署との連携による総合的な自殺対策に取り組みま
す。また、依存症対策として、普及啓発や治療・回復プログラムの検討等を行います。【予算概要26】

精神科救急医療対策事
業等

神奈川県、川崎市、相模原市との協調体制のもと、受入協力医療機関の空床確保に必要な助成等を行い
ます。【予算概要27】

自立生活移行支援助成
事業

障害者の地域生活、就労への移行等のために必要な支援をする事業所に事業経費を助成します。

      ～障害福祉主要事業の概要～

介
護
給
付
・
訓
練
等
給
付
・
地
域
生
活
支
援
事
業
等

そ
の
他
の
事
業
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事業内容

在宅生活を支える地域の拠点を運営するとともに、
本人の生活力を引き出す支援の充実を図ることで、障

害者が地域で自立した生活を送れるよう、各事業を推

進していきます。（ と表記している事業は、

「将来にわたるあんしん施策」を含む事業です。）

１　後見的支援推進事業 【中期】〈拡充〉

５億836万円

　障害のある方が安心して暮らせるように、地域生
活を見守る仕組みを、地域を良く知る社会福祉法人

等と共に作っていきます。 (新規２区　累計18区)

２　多機能型拠点運営事業 １億2,211万円

　重症心身障害児・者など、常に医療的ケアが必要

な人の地域での暮らしを支援するため、訪問看護サ

ービスや短期入所などを一体的に提供できる拠点を

２か所運営します。

３　障害者地域活動ホーム運営事業 53億5,260万円

　障害児・者の地域での生活を支援する拠点施設と

して生活支援事業や日中活動事業を行う「障害者地

域活動ホーム」に、運営費助成等を行います。

（社会福祉法人型：18か所、機能強化型：23か所）

４  精神障害者生活支援センター運営事業〈拡充〉 ８億9,781万円

　精神障害者の社会復帰、自立等を図るため、日常生活の支援、相談、地域における

交流活動の促進等を行う生活支援センターの運営費を助成します。（18区）

　また、統合失調症を始めとする入院患者の地域生活への移行に向けた支援や地域生

活を継続することを目的とした「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」をより

一層進めます。（新規２区　累計11区）

５　地域活動支援センターの運営 37億2,163万円

　在宅の障害者に通所による活動の機会を提供し、社会との交流を促進する施設に対し

て、その運営費を助成します。

（１）地域活動支援センター（障害者地域作業所型） 年度末見込み：98か所

（２）地域活動支援センター（精神障害者地域作業所型） 年度末見込み：68か所

　　　地域活動支援センター　→　障害福祉サービス事業所　計10か所移行予定
  　　（17　障害者支援施設等自立支援給付費　参照）

６　障害者自立生活アシスタント事業〈拡充〉 ３億880万円

　地域で生活する単身等の障害者に対し専任の支援職員（自立生活アシスタント）に

よる支援を行い、地域生活の継続を図ります。

なお、28年度中に全18区で実施できる見込みです。 （新規１か所　累計40か所）

７　障害者ホームヘルプ事業 99億7,958万円

（１）身体介護や家事援助等を必要とする障害児・者及び移動に著しい困難を有する視

覚障害、知的障害、精神障害児・者に対し、ホームヘルプサービスを提供します。

（２）総利用時間見込 246万6,768時間

８　障害種別に応じた物資の備蓄〈新規〉【基金】 86万円

  自宅の被災等の非常時に備え、個人用ストマ用装具を市内施設に保管出来る仕組み
を構築します。

差 引 △9,545万円

県 30億7,899万円

その他

市　費 116億5,065万円

16
障 害 者 の

地 域 生 活 支 援

本 年 度 208億9,175万円

前 年 度

61億5,798万円

209億8,720万円

国

413万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん
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事業内容

　障害者総合支援法に基づき、施設に入所又は通所して

いる障害者に対し、日常生活の自立に向けた支援や就労

に向けた訓練等の障害福祉サービスを提供します。

１　利用者数見込

　　延べ11,194人 （月平均）

２　主な障害福祉サービス

（１）施設入所支援

    　施設に入所している人に対し、夜間や休日に、入

　　浴・排泄・食事の介護等を提供

（２）生活介護

　　　施設に入所又は通所している人に対し、日中に、

　　食事や入浴・排泄等の介護や日常生活上の支援、創

　　作的活動・生産活動の機会等を提供

（３）就労移行支援

　　　一般就労への移行に向けて、事業所内や企業にお

　　ける作業や実習、適正に応じた職場の開拓、就労後

　　の職場定着のための支援等を提供

（４）就労継続支援

　　　就労や生産活動の機会や、一般就労に向けた支援

　　を提供

地域活動支援センター　→　障害福祉サービス事業所
計10か所移行予定（16　障害者の地域生活支援　参照）

事業内容

１　設置費補助 ２億550万円

障害者プラン等に基づくグループホームの新設、

老朽化等による移転等にかかる費用を助成します。

新設　47か所、移転　８か所

(うち新設７か所は障害児施設18歳以上入所者移行相当分)

２　運営費補助等 122億3,208万円

グループホームにおける家賃、人件費等の一部を

補助することで、運営、支援の強化等を図ります。

735か所（Ａ型７、Ｂ型728） うち新設　47か所

３　スプリンクラー設置費補助 ５億4,924万円

平成27年４月から義務化された、スプリンクラー

の設置にかかる費用を助成します。

(新設・移転ホーム分：23か所、既設ホーム分：127か所)

４　高齢化・重度化対応事業 5,693万円

　医療的ケア等が必要となる入居者に対応するため、

看護師等を配置する高齢化対応グループホームモデル

事業及び重度化対応グループホーム事業を継続実施し

ます。

　既存ホームのバリアフリー改修に助成を行います。

５　地域生活への移行に向けた取組〈拡充〉 397万円

  グループホームなど、地域生活への移行を推進する

ため、障害者支援施設等職員への研修や精神障害者等

へのアンケート調査を新たに実施します。

差 引 ４億8,637万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 116億8,003万円

県 58億4,002万円

その他 －

市　費 58億4,454万円

17
障害者支援施設等

自 立 支 援 給 付 費

本 年 度 233億6,459万円

前 年 度 228億7,822万円

130億4,772万円

18
障害者グループホーム

設 置 運 営 等 事 業

本 年 度

前 年 度 116億3,428万円

56億1,254万円

差 引 14億1,344万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 50億7,979万円

県 23億5,539万円

その他 ―

市　費

あんしん
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事業内容

１　障害者相談支援事業〈拡充〉

　障害者地域活動ホームに地域における相談支援の

中核的な役割を担う基幹相談支援センター機能を追

加し、計画相談支援事業者に対する訪問による指導

等を行うことにより、相談支援体制を強化します。

（１）障害者地域活動ホーム    　18か所

（２）障害児・者福祉施設等　　　６か所

（３）発達障害者支援センター　　１か所

２　計画相談支援事業

　障害福祉サービスを利用する全ての方を対象とし

て計画相談支援事業者が、障害者本人の希望を踏ま

えたサービス等利用計画を作成し、ケアマネジメン

トによるきめ細かな支援を行います。

３　発達障害者支援体制整備事業〈拡充〉　　

1,174万円

　発達障害者の地域生活を支援するため、地域の支援

機関が抱えている困難事例に対応できるよう、発達障

害者支援センターに地域支援マネジャーを配置し、地

域の相談支援機関等に対する支援機能を強化します。

事業内容

　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障

害者差別解消法）の施行に伴い、差別解消に向けた取組

を実施します。

１　相談及び紛争防止等のための調整委員会

の運営〈新規〉　 397万円

　　障害者差別に関する相談に的確に対応し、紛争の防

　止又は解決につながるよう、あっせんの仕組みを設け

　るなどの体制整備を行います。

２　区役所窓口での手話通訳対応の実施〈新規〉　

1,435万円

　　手話通訳者の派遣による配置をモデル実施するほか

全区で通信機器を活用した手話通訳を実施します。

３　啓発活動〈拡充〉　 498万円

　　啓発用リーフレットを作成するほか、市民、事業者

　等を対象に講演会等による啓発活動を実施します。

４　障害者差別解消支援地域協議会の設置〈新規〉　

85万円

　　相談事例の共有や差別解消に関する様々な課題を協

　議するため、関係機関等による協議会を設置します。

19
障 害 者 の

相 談 支 援

６億7,122万円

本 年 度 12億1,517万円

市　費 ５億306万円

前 年 度 ８億5,854万円

５億3,221万円

差 引 ３億5,663万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 ４億7,474万円

県 ２億3,737万円

その他 －

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 818万円

県 －

その他 －

市　費 1,597万円

差 引 1,993万円

前 年 度 422万円

20
障 害 者 差 別

解 消 の 推 進

本 年 度 2,415万円

あんしんあんしん
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事業内容

　障害者等の外出を促進するために、各事業を推進して

いきます。

１　移動情報センター運営等事業【中期】〈拡充〉

１億63万円

移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて

情報提供を行うとともに、ガイドボランティア等の

発掘・育成を行うセンターを引き続き運営します。

また、29年度までに市内のどの地域でも移動支援を

効果的に利用できるよう、全区での窓口開設を目指し

順次拡大を図ります。 （新規３区　累計15区）

２　特別乗車券交付事業　

　　市営交通機関、市内を運行する民営バス・金沢シー

　サイドラインを利用できる乗車券を交付します。

    利用者負担額（年額） 1,200円（20歳未満600円）

３　重度障害者タクシー料金助成事業　

４億9,021万円

　  公共交通機関の利用が困難な重度障害児・者に、福

  祉タクシー利用券を交付します。(助成額１枚500円、

交付枚数　年84枚　<１乗車で複数枚使用可>　)

 ※人工透析へ週３回以上通う腎臓機能障害者は年168枚

４　障害者ガイドヘルプ事業　 17億9,929万円

重度の肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者等が外出する際に、

ヘルパーが付き添います。また、ガイドヘルパー等の資格取得のための研修受講料の

一部助成などを行います。

５　ガイドボランティア事業　
　　視覚障害や肢体不自由、知的障害、精神障害のある障害児・者が外出する際に、ボラ

　ンティアが付き添います。また、ガイドボランティア養成等の研修を行います。

６　タクシー事業者福祉車両導入促進事業 108万円

　　タクシー事業者がユニバーサルデザインタクシー（福祉車両）を導入する際の費用の

　一部を助成します。

７　ハンディキャブ事業 6,560万円

　　車いすでの乗車が可能なハンディキャブ（リフト付小型車両）の運行サービス、車両

　の貸出及び運転ボランティアの紹介を行います。（運行車両６台・貸出車両２台）

８　障害者施設等通所者交通費助成事業〈拡充〉 ３億9,366万円

　　施設等への通所者及び介助者へ通所にかかる交通費を助成します｡

なお、電子システムを構築し、効率的で適正な制度運用を行います。

９　自動車運転訓練・改造費助成事業 1,884万円

　中重度障害者が運転免許を取得する費用の一部や、重度障害児・者本人及び介護者が

使用する自動車改造費・購入費の一部を助成します。

その他 6,236万円

市　費 44億1,543万円

6,882万円

25億7,434万円

前 年 度 52億9,369万円

21
障 害 者 の

移 動 支 援

本 年 度 55億1,247万円

差 引 ２億1,878万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 ６億8,878万円

県 ３億4,590万円
あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん

あんしん
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事業内容
　障害者と企業の双方を対象とし、障害者の就労機会

の拡大を図ります。

１　障害者就労支援センター事業【中期】

３億522万円

　　障害者の就労・定着支援等を行う障害者就労支援
　センターの運営を行い、就労を希望している障害者

　への継続した支援を関係機関等と連携して行います。

　　また、就労支援センターの職員を対象とした研修

　により、人材育成を進めます。

　　・障害者就労支援センターの運営　９か所

２　障害者共同受注・優先調達推進事業【中期】

2,142万円

　よこはま障害者共同受注総合センターの運営等に

　より、企業等から障害者施設への発注促進や自主製

品の販路拡大などにかかる包括的なコーディネート

を行います。

３　障害者就労啓発事業〈拡充〉 1,907万円

　障害者や企業等を対象に障害者の就労・雇用への

理解を広げるため、研修会等を実施するなどし、啓発

をより一層進めます。

・企業啓発事業<拡充>

セミナー・出前講座の開催、パンフレット作成

事業内容

１　障害者スポーツ・文化活動拠点基本計画

策定事業〈新規〉 500万円

　　　障害者スポーツ・文化活動の裾野を広げる取組の

　　推進にむけて「ウィリング横浜」用途廃止部分を活

　　用した南部方面の活動拠点について基本計画を策定

　　します。

２　ヨコハマ・パラトリエンナーレ準備事業 100万円

　　　平成29年度に開催予定の第２回ヨコハマ・パラト

　　リエンナーレに向けて、障害者の芸術活動を支援す

　　る人材育成事業を実施します。

　　　実施内容

　　　　ワークショップ及び研修会等　　２回

３　障害者スポーツ・文化センター横浜ラポールの

　　管理運営 ９億935万円

　　　障害者スポーツ・文化・レクリエーション振興の

　　中核的な拠点施設として、障害者スポーツ文化セン

　　ターの管理運営、スポーツ振興事業、文化振興事業

　　及び聴覚障害者情報提供施設事業を指定管理により

　　実施します。

指定管理者：（社福）横浜市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

指定管理期間：平成28年４月１日～平成33年３月31日

差 引 626万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 －

県 －

その他 871万円

市　費 ３億3,700万円

９億1,535万円

23
障 害 者 の

ス ポ ー ツ ・ 文 化

22
障 害 者 の

就 労 支 援

本 年 度 ３億4,571万円

前 年 度 ３億3,945万円

本 年 度

前 年 度 ８億6,692万円

８億638万円

差 引 4,843万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 7,688万円

県 3,150万円

その他 59万円

市　費
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事業内容

１　障害者施設整備事業 14億1,855万円

　障害者が地域において自立した日常生活を送るた

め、必要な支援を提供する施設を整備する法人に対

し、引き続き建設費等の助成を行います。

　また、耐震構造に問題があり、老朽化が著しい施

設は、建替え等による整備を行い、入所者等の安全

確保と安定した支援等を行うための施設環境を改善

し、入所者等の地域生活への移行を推進します。

（１）障害者施設整備（建設）　１か所

・多機能型拠点（瀬谷区）

建設…28年度完了予定（29年度開所予定）

（２）障害者施設耐震対策（建設）　２か所

・保土ケ谷区、旭区…28年度完了予定

（３）改修　１か所

大規模修繕（神奈川区）

２　障害者地域活動ホーム整備事業 4,943万円

　社会福祉法人が施設整備のために借り入れた特定資

金の償還に対して補助を行います。

事業内容
１　重度障害者医療費助成事業 105億5,932万円

重度障害者の医療費にかかる保険診療の自己負担分

を助成します。

（１）対象者

　　次のいずれかに該当する方

　ア　身体障害１・２級　

　イ　IQ35以下

　ウ　身体障害３級かつIQ36以上IQ50以下

　エ　精神障害１級（入院を除く）

（２）対象者数見込

　ア　被用者保険加入者 14,389人

　イ　国民健康保険加入者 20,138人

　ウ　後期高齢者医療制度加入者 22,426人

計　56,953人

２　更生医療給付事業 50億9,492万円

　　　身体障害者が障害の軽減や機能回復のための医療を

　　受ける際の医療費の一部を公費負担します。

（１）対象者

　　18歳以上の身体障害者手帳を交付されている方

（２）対象者数見込 1,851人

前 年 度 155億8,326万円

7,098万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 25億4,523万円

その他 20億9,254万円

県 45億4,612万円

市　費 64億7,035万円

市　費

差 引

差 引 4,815万円

県 －

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 3,257万円

その他 18万円

14億3,523万円

25
重 度 障 害 者
医 療 費 助 成 事 業
・ 更 生 医 療 事 業

本 年 度 156億5,424万円

24
障 害 者 施 設

整 備 事 業

本 年 度 14億6,798万円

前 年 度 14億1,983万円 あんしん
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事業内容

１　自殺対策事業【中期】 3,036万円

  　社会問題である自殺への対策として、関係機関や庁

　内関係部署との連携により総合的に推進します。
（１）地域連携

　講演会等での普及啓発を行うとともに、自殺のお

それがある人の早期発見・早期対応の中心的役割を

担う人材(ゲートキーパー)の養成研修等の人材育成

を行います。また、地域特性に合わせた区の取組の

充実や、区局による全庁的な取組を推進します。

（２）地域自殺対策情報センター運営

　　　地域における関係機関の連携推進や人材育成の拠

　　点として、連絡調整会議や研修を開催し、自殺対策

　　の総合的な支援体制の強化を図ります。

（３）自死遺族支援等

　　　電話相談や分かち合いの場（集い）の実施を通し

　　て自死遺族の支援等を行います。

２　依存症対策事業〈新規〉 900万円

　国のアルコール健康障害対策の基本計画の策定を

踏まえ、アルコールやその他の依存症に関する普及

啓発を行うとともに、依存症の治療・回復プログラ

ムについて検討します。

事業内容

１　精神科救急医療対策事業 ２億8,451万円

　　県及び県内他政令市と協調体制のもと、受入協力医

　療機関の体制確保を行い、夜間休日も含め精神科救急

　受入体制を整備します。

（１）精神科救急医療の受入体制

　　　患者家族等からの相談や、精神保健福祉法に基づ

　　く申請・通報・届出に対応する体制を確保します。

（２）精神科救急医療情報窓口

　　　本人、家族及び関係機関からの相談に対し、病状

　　に応じて適切な医療機関を紹介する情報窓口を夜間

　　・深夜・休日に実施します。

（３）精神科身体合併症転院受入病院（全３病院14床）

　　　精神科病院に入院しており、身体疾患の治療が必

　　要となった方の入院治療に対して、適切な医療機関

　　での受入が可能な体制を確保します。

２　精神科救急協力病院保護室整備事業

369万円

　　　整備費の一部を補助することにより、保護室整備を

　　促進し、精神科救急患者の受入状況を改善します。

1,936万円

26 こころの健康対策

本 年 度 3,936万円

前 年 度 3,555万円

差 引 381万円

２億7,391万円

市　費

1,429万円差 引

27
精 神 科 救 急

医 療 対 策 事 業

本 年 度 ２億8,820万円

前 年 度

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 483万円

県 1,512万円

その他 ５万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 4,260万円

県 －

その他 22万円

市　費 ２億4,538万円

あんしんあんしん
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事業内容

０歳から小学校期までの障害児の療育に関する専門機関・地域に
おける中核機関として地域療育センターの運営を行います。
また、発達障害のある児童への対応等に関する小学校教職員への

支援や発達障害児を対象とした通所支援事業を実施します。

１ 地域療育センター運営事業＜拡充＞
南部と戸塚の２センターについては、保護者からの相談や保育

所等の支援依頼の増加に対応するため、相談員を１名増員します。
さらに、西部地域療育センターについては、最寄駅から遠方に

あり、支援を行うための相談室が少ないため、交通至便な場所に
相談場所を新設し、相談員を３名増員します。

(1) センター一覧及び予算内訳

※総合リハビリテーションセンターでも同様のサービスを提供し
ています。

(2) サービス内容

２ 地域療育センター学校支援事業
地域療育センター及び総合リハビリテーションセンターの専門スタッフが小学校を訪問し、主とし

て自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害等の発達障害のある児童への学校内での対応に
関する研修や教職員への支援を行います。

(1) 小学校教職員を対象とした研修
一般学級・個別支援学級担任教諭、特別支援教育コーディネーター等への障害に関する研修の実

施、学校が企画した研修等への協力

(2) 小学校教職員への技術的支援
児童とのコミュニケーションのとり方、掲示物などの表示方法や教室内の環境設定、教材の活用

方法等に関する助言など

３ 地域療育センター発達障害児通所支援事業
地域療育センター及び総合リハビリテーションセンターが運営する児童発達支援事業所において、

主として知的に遅れのない発達障害児を対象に集団療育を行います。

民設民営：
(福)横浜市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

8

7

6

よこはま港南地域療育センター

地域療育センターあおば

西部地域療育センター

5

4

3

2

1

北部地域療育センター

中部地域療育センター

南部地域療育センター

3億7,282万円

（実施か所：９か所）

（実施か所：９か所）

1億4,432万円

戸塚地域療育センター

東部地域療育センター

民設民営：(福)十愛療育会

指定管理者：
(福)横浜市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

指定管理者：(福)青い鳥

計 2,749,308

305,153

281,801

369,839

305,360

338,382

394,285

363,294

20,721

117

国

センター名 運営法人等 本年度予算

391,194

12

差 引 △ 16,835

千円

地域療育センター
関 係 事 業

27億4,931万円

(単位：千円)

本
年
度
の
財
源
内
訳 市　費

その他

3,206,507

県

本 年 度

前 年 度

3,266,444

3,283,279

39,099

福祉保健センターが行う療育相談へのスタッフ派遣、保育所や幼稚園
などの関係機関への巡回訪問による技術支援、保育所等訪問支援、障
害児相談支援等
診断、検査、評価、訓練指導等
児童発達支援センター(知的障害児)
医療型児童発達支援センター（肢体不自由児）での療育訓練

相談・地域サービス部門

診　療　部　門

通　園　部　門
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事業内容

障害児及び家族が安心して暮らせるために、学齢期のデイサービ
スや相談支援、重症心身障害児への医療的ケア等を実施します。

1 障害児通所支援事業＜拡充＞
(1) 障害児通所支援事業＜拡充＞

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業（児童発達支援、放
課後等デイサービス、保育所等訪問支援）を利用する児童に対
して給付費を支出します。
○ 放課後等デイサービス事業者数
 165か所

○ 放課後等デイサービスの利用児童人数
 6,238人

(2) 障害児通所支援ステップアップ事業＜拡充＞
障害児通所支援事業所のサービスの質の向上を図るため、新

たに指定した事業所に対し、研修を実施します。
  横浜市版放課後等デイサービスガイドライン、虐待防止等、
事業所運営の基本的な事項についての理解を深めます。
また、利用者が安心してサービスを選択できるよう事業所の

提供するサービス情報の公開のあり方について、関係機関と検
討を行います。

２ 学齢後期障害児支援事業
学齢後期(中学・高校生年代)の主として発達障害のある児童又はその疑いのある児童を対象として、

思春期における障害に伴う生活上の課題の解決に向けて、診療、相談、通学先学校等関係機関との調
整などを行います｡ 
(1) 実施内容

診療（初診、再診）、相談、相談に基づく関係機関との連携支援、家族への相談支援等　

(2) 実施機関
○ 小児療育相談センター（所在地：神奈川区）
○ 横浜市総合リハビリテーションセンター（所在地：港北区）
○ 学齢後期発達相談室くらす（所在地：港南区）  

３ メディカルショートステイシステム事業
常時医学的管理が必要な医療的ケアを要する重症心身障害児者等を在宅で介護する家族の負担軽減

を目的として、介護者の事情により一時的に在宅生活が困難になった場合などに市立病院や地域中核
病院等の協力を得て入院による受け入れ（メディカルショートステイ）を行い、在宅生活の安定を図
ります。＜協力医療機関10病院＞

４ 医療環境整備事業
医療的ケアを要する重症心身障害児者の在宅生活を支えるため、訪問看護師を対象とした研修や在

宅支援関係者によるネットワーク連絡会を開催し、医療環境の充実を図ります。
また、重症心身障害児者のかかりつけ医から三次医療機関までのネットワーク構築に向けて検討を

行います。

５ 障害児入所支援事業等
障害や養護上の課題により、障害児施設に入所している児童に対する費用（措置費及び障害児入所

給付費）を支出します。
また、施設に対して職員の加配等を行い、機能強化を図ります。(平成28年6月に開所する重症心身

障害児施設に対する開所準備経費含む。）
さらに、契約により入所している児童の世帯に対して、措置による入所と同等の費用負担となるよ

うに、引き続き本市独自の利用者負担助成を行います。

本
年
度
の
財
源
内
訳 市　費

その他

236万円

2,916,960

県

国 3,487,192

2,982万円

（28年度見込み数：245人）

57億6,302万円

5,216,073

7,863,625

在 宅 障 害 児 及 び
施設利用児童への
支 援 等

13

差 引 2,647,552

千円

19億5,047万円

本 年 度

前 年 度

14,151

1,445,322

1億1,796万円
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事業内容

１ 障害児施設の再整備
施設の老朽化及び多様化する障害児の支援ニーズに対応し、よ

り望ましい生活環境を確保するために社会福祉法人が行う施設の
再整備に対し、建設費等の助成を行います。

(1) ぽらいと・えき
平成27年４月１日から社会福祉法人による運営を開始した福

祉型障害児入所施設「ぽらいと・えき」（旧横浜市なしの木学
園）の再整備工事を行います。
28年度は、27年９月に着工した工事を継続して進め、児童寮

新棟のしゅん工を予定しています。
○ 施設種別
 福祉型障害児入所施設

○ 所在地
 泉区下飯田町330番地

○ スケジュール
 28年度：新棟しゅん工 、既存棟改修着工
 29年度：既存棟改修しゅん工

○ 入所定員
 70人（長期入所 60人、短期入所 10人）

○ 整備・運営法人
  社会福祉法人　試行会（H27.4～民営化）

(2) 横浜療育医療センター
空調・給水設備等が老朽化している医療型障害児入所施設

「横浜療育医療センター」について、大規模改修工事を行い
ます。
○ 施設種別
 医療型障害児入所施設

○ 所在地
　 旭区市沢町557番地2
○ スケジュール
　 28年度：改修工事
○ 入所定員
 　Ａ・Ｂ棟（改修対象）：60人
 Ｃ棟                ：35人

   計                  ：95人（短期入所含む）
○ 整備・運営法人
　 社会福祉法人　十愛療育会　　　

     ぽらいと・えき（現在）  横浜療育医療センター（現在）

12億79万円

1,200,794

4,310,709

14

差 引 △ 3,109,915

千円

障 害 児 施 設 の
整 備

本 年 度

前 年 度

－

本
年
度
の
財
源
内
訳 市　費

その他

1,063,656

－県

国 137,138
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国・県費 その他 市債 一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円

966,226  12,507 14,984 1,569 0 937,166

（１）特別支援教育支援員事業費

（２）特別支援学校就労支援事業費

（３）特別支援学校医療的ケア体制整備事業費 ５１，４８８千円

（４）相談指導費
　児童生徒一人ひとりのニーズに応じて、特別支援教育にかかわる就学・教育相談を行います。

（５）スクールバス運行費《再掲》

（６）タブレット端末の活用に関する研究事業費 ４,９７４千円

（8）企画総務費等
　企画総務費、特別支援教育行事費、センター総務費、臨床指導医等派遣事業費ほか

国・県費 その他 市債 一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円

113,750 11,250 0 0 0 125,000

（１）個別支援学級整備費

（２）通級指導教室整備事業費 ３９,５００千円

（３）肢体不自由特別支援学校再編整備事業費
３５,０００千円

（４）特別支援学校施設整備事業費≪新規≫
　特別支援学校に在籍している児童生徒における学校生活での安全・衛生面の確保や指導面に配慮し
た整備を行います。

　27年度に開設予定の2校について、改修等の整備を行います。また、29年度に整備予定の２校につい
て、設計を行います。

（５６,７５０千円）
　通級指導教室について、改修等の整備を行います。

（５,０００千円）
　市立肢体不自由特別支援学校の狭隘化や過大規模化等を解消するため、旧左近山第二小学校の敷
地・施設を利用して特別支援学校を整備します。

125,000

４５,５００千円 （５２,０００千円）

　　５，０００千円　　　　（　－　）

本年度 前年度 差引
本年度の財源

千円

千円

953,719

（６８６,６０５千円）

１2　特別支援学校等の
施設の整備

　 通級指導教室を整備するとともに、個別支援学級の整備を進め、障害のある
児童生徒の状態に応じて効果的な指導が行えるようにします。

５　特別支援教育
　の指導振興

　特別な支援を必要とする児童生徒に対する校内の支援体制を充実するため、
支援員を配置するとともに、小中学校におけるLD（学習障害）などの児童生徒
への教育的支援、専門的な就学・教育相談などを実施します。また、特別支援
学校に在籍する生徒の就労支援を行い、社会的自立を促進します。

前年度 差引
本年度の財源

本年度

（４２,８８６千円）

（１３,４４６千円）

（８８,９１５千円）

（５０,９０８千円）
　特別支援学校（肢体）５校に看護師を配置するとともに、医師などで構成する運営協議会を設置し、
医療的ケア実施体制の整備を図ります。

　高等特別支援学校及び高等部に在籍する生徒が企業就労を通して自立・社会参加を図れるよう、
実習職場の開拓や就労定着のための職場訪問などを行います。

　特別支援教育支援員を配置することにより、一人ひとりの子どもに対し学校生活場面と学習場面の
連続性のある支援を可能とし、障害特性によるニーズに応じたトータルな支援を行います。

４８,９２１千円

１３,４７４千円

　第2期教育振興基本計画にもあるように、通級指導教室の教育環境の充実に向けた取組として児童生
徒の一人ひとりのニーズに適切に対応した才能教育の在り方と指導プログラムについての実践研究を行
います。

８９,２１３千円

（７８,４０２千円）

（５,０６４千円）

７８,３１１千円

　２６年度に引き続き障害のある児童生徒の学習の質を高めるためのタブレット端末の効果的な活用方
法について、研究実践校を他の聴覚障害及び肢体不自由、知的障害の特別支援学校に拡大し研究し
ます。

６６５,８１２千円

（7）発達障害の子どもへの通級による指導のあり方研究事業≪新規≫ １，５２６千円　　　(　－　)

　特別支援学校に在籍する児童生徒に対し、登下校支援を行うため、スクールバスを運行します。
　児童生徒の安全確保や身体的負担の軽減を図るため、全40コースで運行を実施します。
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住宅施策推進事業

団地再生支援事業

マンション関連支援事業

サービス付き高齢者向け住宅登録事業

　建物の老朽化や居住者の高齢化が進む集合住宅団地の再生に向けた住民主体の取組を、コーディ
ネーターの派遣等により支援します。

また、課題が複合化し住民や民間事業者等による再生が難しく、他の団地のモデルとなりうる取
組を進める大規模団地等について、関係者と連携を図りながら総合的な視点で再生に取組みます。

(差引 436 千円)

　高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅の登録を行います。

　　新規登録件数　30件　　（27：30件）

(4) 2,691 千円 (27: 2,255 千円)

(差引 △ 46 千円)

　分譲マンションの良好な維持管理のため、マンション管理組合への専門家派遣や情報提供等によ
り支援します。また、子育てにやさしいマンションの認定・普及に向けた取組等を行います。

　　地域子育て応援マンション　認定件数 2件　　（27：2件）

千円 (27: 19,277 千円)

(3) 4,340 千円 (27: 4,386 千円)

千円 (27: 20,500 千円)

(差引 200 千円)

その他 3,600

一般財源 125,840

(差引 △ 4,431 千円)

　  国の住宅政策の動向や社会・経済情勢の変化を踏まえ、横浜市の住宅施策の基本的な計画であ
る横浜市住生活基本計画の見直しに向けた検討を行います。
  また、27年度の住宅政策審議会の答申を受け、今後の市営住宅の供給に関する基本的な考え方を
まとめるとともに、横浜市公営住宅等長寿命化計画を見直します。

(2) 20,700

(1) 14,846

45,360

県 12,600

市　債 ―

本年度 187,400 千円 　住宅マスタープランである「横浜市住生活基本計画」に基
づき、団地の再生、マンション管理組合支援、子育て世帯や
高齢者等への居住支援、省エネ住宅の普及など、市民が安心
して暮らせる住まい・住環境整備に向けた取組を進めます。

前年度 186,361

差引 1,039

本
年
度
の

財
源
内
訳

国

８ 住宅施策推進費 事業内容



民間住宅関連支援事業

住まいに関する相談情報提供事業

住まいのエコリノベーション推進事業

ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）推進事業

災害時対応住宅施策事業

被災者向け住宅家賃負担事業

△ 1,863 千円)

千円)

　低炭素社会の実現に向け、高断熱な外皮及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネル
ギーにより年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅に対し、補助と普及啓発
を実施します。
　また、補助の要件にCASBEE横浜を連動させ、総合的に質の高い住宅を誘導します。

千円(8)

  大規模地震等が発生した場合に応急仮設住宅の供給を速やかに行うため、建設候補地のデータ
ベースの更新・拡充を図ります。
 また、震災復興期における住まいの復興を想定した、具体的な実務マニュアルを整備します。

(10) 12,600

20,000

　横浜市住宅供給公社が東日本大震災による被災者の受入れのために提供している住宅について、
被災県から供与期間延長の要請があったため、引き続き借上げます。

ア 民間住宅あんしん入居事業
連帯保証人を確保できないことが理由で民間賃貸住宅への入居が困難な高齢者、障害者、

外国人等を対象に、民間の保証会社を利用した家賃保証と、区役所等の既存福祉サービスに
よる居住支援を行います。
　また、貸主が高齢者等へ賃貸する不安を軽減させ、制度利用の促進につなげるため、新た
に緊急通報システムをモデル的に導入するなど、居住支援施策の充実を図ります。

イ 高齢者住替え促進事業
高齢者の円滑な住替えを支援するため、住宅施策と福祉施策の連携のもと、高齢者向け住

宅や施設の情報など総合的な相談窓口を運営するとともに、高齢者がより身近な場所で相談
できるよう、市民利用施設等への出張相談を実施します。

ウ 住宅リフォーム等支援事業
住宅の防災化・バリアフリー化を図るため、これらの改修等に必要となる資金を市民が住

宅金融支援機構などから融資を受ける際、利子補給を行います。
　新規申込は平成20年度で終了しているため、21年度以降は交付決定済案件にかかる支払い
を実施しています。

　市民が身近な場所で住まいに関する総合的な相談が受けられるよう、民間事業者の実施する相談
拠点と連携し、また市民利用施設を活用して、住まいに関する情報提供や相談を実施します。
　住宅の省エネルギー化に関する一定の知識を有する建築士等を省エネ住宅相談員として登録し、
登録時の講習会や知識・技術向上のための研修会等を実施することにより、市民からの幅広い疑問
に答えることができるコンシェルジュとして育成するなど、省エネ住宅の普及・啓発に努めます。
　ア　住まいに関する相談・情報提供事業（相談事業・民間事業者等連携）　　　　　4,220千円
　イ　省エネ住宅に関する相談体制の充実（省エネ住宅相談員登録制度の運営）　　　2,700千円

ウ 省エネ住宅に関する相談体制の充実（人にやさしい住まいづくり体験館の活用）　480千円

(差引 △ 8,000 千円)

(差引

(差引 20,000

千円 (27: 14,463 千円)

(差引 △ 3,000 千円)

(27: 0 千円)

　既存住宅のエコリノベーション（省エネ改修）に対する補助やエコリノベーションの学びの場と
なるアカデミーなどの開催により、エネルギーを賢く利用する住まい・住まい方について、市民等
に普及を図ります。また、「省エネ」かつ「健康」な住まいの基本となる室内温度差を少なくする
エコリノベーションに関する情報を積極的に発信し、市内企業の技術力向上につなげていきます。

(9) 7,000 千円 (27: 15,000 千円)

(差引 600 千円)

(7) 39,000 千円 (27: 42,000 千円)

(差引 △ 3,217 千円)

　相談窓口の一元化を行い、これまで以上に幅広い相談に対応できるよう、民間住宅あんしん入居
事業、高齢者住替促進事業、住宅リフォーム等支援事業の３つの事業を総合的に取扱い、民間賃貸
住宅への円滑な入居等を促進します。

(6) 7,400 千円 (27: 6,800 千円)

(5) 11,843 千円 (27: 15,060 千円)
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※この資料は、市会議決前の案の段階です。 
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事業内容

乗り降りしやすいバスの導入

28年度購入予定ノンステップバス車両数　65両　

うち　　ディーゼルノンステップバス　　　　　60両　

うち　　ハイブリッドノンステップバス　　　 　9両

（27年度末ノンステップバス車両予定数　736両）

　どなたにでも乗り降りしやすいノンステップバスを65両導入します。このうち、
環境にも配慮したハイブリッドノンステップバス（5両）の導入を予定しています。
　一般乗合バスに占める低床バスの割合は、28年度末においても前年同様100％とな
ります（狭隘地を走行する小型リフト付きバスを除く）。

　　平成22年度予算より健康福祉局からの導入補助は
　終了。（平成24年度予算より民営バスのみ導入補助）
　　交通局の企業努力により引き続き導入を推進

乗り降りしやすい
バ ス の 導 入
（ 市 営 バ ス ）

1,775,694
本 年 度

5

千円

ノンステップバス

-3-


	00-1  次第（施策推進協議会）
	00-2　委員名簿（推進協）
	00-3　事務局名簿（推進協）
	00-4　座席表
	01-1障害者差別解消法施行に向けた市の取組について
	01-2 職員対応要領（素案）
	01-3相談対応イメージ（当日配付）ルビあり
	02 学齢後期発達障害児の支援における市への提言について(ルビ)
	03 予算概要
	【健康福祉局】予算概要（障害福祉部抜粋）
	【こども青少年局障害児福祉保健課】28予算概要
	12　☆★地域療育センター【障害児修正】
	13　☆★在宅障害児及び(0119修正）
	14　☆障害児施設の整備（H28）【0118障害児修正】

	【教育委員会事務局特別支援教育課】28予算概要抜粋
	【建築局住宅政策課】H28予算概要本文
	【交通局更新】06-3予算概要（交通）抜粋




