
平成 26 年度第２回横浜市障害者施策推進協議会 

 

平成 26年８月 19日（火） 

午前 10時～12時 

横浜市健康福祉センター 8A・8B 会議室 

 

≪次    第≫ 

 

１ 開   会 

 

 

２ 健康福祉局長あいさつ 

 

 

３ 議題 

(１) 会長の選出 

（２）第３期横浜市障害者プラン素案（案）の概要について 

（３）これまでの障害者施策検討部会での意見と対応について 

   ア 基本目標、テーマ１について 

   イ テーマ２、３について 

   ウ テーマ４、５について 

 

 

４  その他 

 



氏名 所属

1 渡部　匡隆 横浜国立大学教育人間科学部障害児教育課程教授　

2 荒井　政明 社団法人神奈川県精神科病院協会副会長

3 井上　繁 特定非営利活動法人横浜市手をつなぐ育成会

4 岩沢　弘秋　 日本労働組合総連合会横浜地域連合議長代行

5 岩下　賢二 横浜公共職業安定所所長

6 内田　豊 神奈川県立保土ケ谷養護学校

7 大友　勝 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

8 柏木　彰 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

9 渋谷　治巳 横浜市作業所連絡会

10 鈴木　和子 特定非営利活動法人横浜市視覚障害者福祉協会

11 鈴木　和人 横浜市中部就労支援センター所長

12 須山　優江 横浜市中途失聴・難聴者協会副会長

13 多田　葉子 社会福祉法人階恵園　階恵シグナル施設長

14 田中　梨奈 神奈川県精神保健福祉士協会

15 戸塚　武和 社団法人横浜市医師会副会長

16 中根　幹夫 社会福祉法人横浜共生会　どんとこい・みなみ所長

17 永田  孝 横浜市グループホーム連絡会　入居者部会入居者委員

18 奈良崎　真弓 本人の会　サンフラワー

19 西川　麻衣子

20 平井　晃 横浜市車椅子の会会長

21 森　和雄 横浜市社会福祉協議会障害者支援センター担当理事

22 八島　敏昭 横浜市心身障害児者を守る会連盟代表幹事

23 山田　初男 横浜市身体障害者団体連合会副理事長

24 渡邊　雅子 横浜市青葉区生活支援センター所長

25 和田　千珠子 旭区地域生活支援拠点　ほっとぽっと

横浜市障害者施策推進協議会委員　　 平成28年６月30日まで



区分 局名 補職名 氏名

健康福祉局長 岡田　輝彦

健康福祉局担当理事(健康福祉局保健所長) 豊澤  隆弘

健康福祉局担当理事（保健医療医務監） 水野　哲宏

障害福祉部長 杉本　英和

こころの健康相談センター長 白川　教人

健康福祉局担当部長（健康安全部保健事業課担当課長） 佐藤　眞理代

障害企画課長 桑折良一

障害福祉課長 上條　浩

障害支援課長 君和田　健

企画部企画課長 佐藤  広毅

福祉保健課長 仲嶋　正幸

地域支援課長 井上　弘毅

こども青少年局長 鯉渕　信也

こども福祉保健部長 細野　博嗣

こども福祉保健部障害児福祉保健課長 佐藤　祐子

企画調整課長 吉川　直友

教育政策推進課担当課長 高見　暁子

特別支援教育課長 吉原　勝

政策局 政策課担当課長 大友　康明

建築局 住宅政策課長 鈴木　章治

交通局 総務課長 小野　博之

障害企画課企画調整係長 大津　豪

障害企画課制度担当係長 小川　武広

障害企画課施策推進担当係長 金井　国明

障害企画課精神保健福祉係長 山村　太郎

障害企画課就労支援係長 永井　俊雄

障害福祉課生活支援係長 今井　智子

障害福祉課移動支援係長 飯野　正夫

障害福祉課地域活動支援係長 松浦　拓郎

障害福祉課事業者育成担当係長 丹野　久美

障害支援課障害支援係長 名倉　孝典

障害支援課整備推進担当係長 川島　とも子

障害支援課在宅支援係長 卯都木　優子

障害支援課事業支援係長 髙橋　啓

障害支援課担当係長 岸　和弘

こころの健康相談センター相談援助係長 小栗　由美

こころの健康相談センター救急医療係長 駒形　俊文

企画課企画係長 粟屋　しらべ

障害児福祉保健課担当係長 柴山　一彦

障害児福祉保健課担当係長 安達　暢子

障害児福祉保健課整備担当係長 石井　幸子

企画調整課企画調整係長 柿沼　千尋

教育政策推進課担当係長 甘粕　亜矢

特別支援教育課担当係長 真鍋　明文

政策局 政策課担当係長 小柳　八之

建築局 住宅政策課担当係長 小野　慶一

こども青少年局

健康福祉局

健康福祉局

事務担当

教育委員会事務局

平成26年度　横浜市障害者施策推進協議会事務局名簿

事務局

関係局

教育委員会事務局

関係局

こども青少年局
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○渡邊委員

○山田委員

○和田委員

○西川委員

○田中委員

○中根委員

○多田委員

○岩沢委員

○森委員

○渋谷委員

○鈴木（和子）委員
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嶋
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横浜市
よ こ は ま し

施
せ

策
さ く

推進
す い し ん

協議会
き ょ う ぎ か い

（８月
が つ

１９日
に ち

）資料
し り ょ う

　＜検討部会
け ん と う ぶ か い

での意見
い け ん

と対応
た い お う

一覧
い ち ら ん

表
ひょう

＞

※印
しるし

…８月
がつ

７日
か

の検討
けんとう

部会
ぶ か い

及
およ

びその後
ご

委員
い い ん

から出
で

た主
おも

な意見
い け ん

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①基本目標
きほんもくひょう

に「自己
じ こ

選択
せんたく

・自己
じ こ

決定
けってい

のもと」と記載
き さ い

があるが、めざすところ

という意味
い み

では理解
り か い

が出来
で き

るが、目標
もくひょう

が大
おお

きすぎる気
き

がする。

　私
わたくし

どもとしても、第
だい

１期
き

から現在
げんざい

を振
ふ

り返
かえ

ってみて、今回
こんかい

掲
かか

げる目標
もくひょう

が、容易
よ う い

に達
たっ

成
せい

できるものとは思
おも

っておりません。しかし、行政
ぎょうせい

として目指
め ざ

すところの姿勢
し せ い

は変
か

わ

らずに示
しめ

していきたいと考
かんが

えていますので、今回
こんかい

の基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を変
か

わらずに掲
かか

げていき

たいと考
かんが

えています。

※
②行動障害

 こうどうしょうがい

や医療的
いりょうてき

ケア
けあ

の視点
してん

を、第
だい

２章
しょう

の「施策推進
しさくすいしん

の視点
してん

」にも盛
も

り込
こ

んでもらいたい。

　第
だい

２章
しょう

に「行動障害
こうどうしょうがい

や医療的ケア等
いりょうてきけあとう

については、専門的
せんもんてき

な対応
たいおう

が求
もと

められており、

「高齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

」と併
へい

せて取
と

り組
く

んでいく」という形
かたち

で追加
ついか

しました。

（素案
そあん

Ｐ．36参照
さんしょう

）

※
③障害

しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

における、平成
へいせい

23年度
ねんど

以降
いこう

の実績
じっせき

が分
わ

かるようにしてほ

しい。

　いただいたご意見
いけん

を踏
ふ

まえ、一覧
いちらん

表
ひょう

にするなどし、分
わ

かるように修正
しゅうせい

する予定
よてい

で

す。

≪普及啓発≫
≪ ふ き ゅ う け い は つ ≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①小学校
しょうがっこう

５、６年
ねん

になるといじめが増
ふ

える。障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い

啓蒙
けいもう

を高学年
こうがくねん

に話
はなし

をする必要
ひつよう

があると思う
お も う

。また、親
おや

からの影響
えいきょう

を受
う

けやすいので、

PTAの場
ば

でも啓蒙教育
けいもうきょういく

はすべき。

　学齢
がくれい

期
き

への障害
しょうがい

理解
り か い

の重要性
じゅうようせい

は、認識
にんしき

しており、今回
こんかい

も「学齢
がくれい

期
き

への重点的
じゅうてんてき

な普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

」を位置
い ち

づけました。ＰＴＡへの啓蒙
けいもう

については、その具体的
ぐ た い て き

な手法
しゅほう

という事
こ と

に

なると思
おも

いますので、計画
けいかく

への掲載
けいさい

ではなく、実際
じっさい

に普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に係
かか

わる施
せ

策
さ く

を進
すす

める

際
さい

の参考
さんこう

にし、検討
けんとう

していきたいと思
おも

います。

（素案
そ あ ん

Ｐ．47参照
さんしょう

）
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≪相談支援
そ う だ ん し え ん

≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①緊急時ホットライン
き ん き ゅ う じ ほ っ と ら い ん

を何
なん

で見送
み お く

ることとなったのか教えて
お し

ほしい。

 また、あんしん施
せ

策
さ く

に掲載
けいさい

する事業
じ ぎ ょ う

なので、代替案
だいたいあん

無
なし

しに、やめるという

ことはどうかと思う。
お も

・ワンストップ
わ ん す と っ ぷ

の窓口
まどぐち

（24時間
じ か ん

）が必要
ひつよう

。

　構築
こ う ち く

はできても運用
うんよう

や費用
ひ よ う

を考えた際
か ん が さ い

に、実行性
じっこうせい

のある内容
ないよう

を見
み

い出
だ

せませんでし

た。

　他
ほか

の制度
せ い ど

も充実
じゅうじつ

してきている中
なか

で、緊急時
きんきゅうじ

のみだけで対応
たいおう

するのは難しい
む ず か

と考
かんが

えて

いるため、引
ひ

き続
つづ

き検討
けんとう

をしていきます。

（素案
そ あ ん

Ｐ．22・23参照
さんしょう

）

②相談
そうだん

について再構築
さ い こ う ち く

をして見直す
み な お す

と記載
き さ い

があるが、実際
じっ さい

は細かく
こ ま か く

みる

と、なかなか再構築
さ い こ う ち く

になっていない。もっと問題
もんだい

が動いて
う ご い て

いないので、再
さい

構築
こ う ち く

となっているのだが、何を
な に を

どうすればいいのかというのをもっと明記
め い き

す

べきだ。

　基本的
き ほ ん て き

には、これまで掲
かか

げてきた重層
じゅうそう

的
てき

な相談
そうだん

体制
たいせい

を基
も と

にしながら、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

の要素
よ う そ

を加
く わ

えて、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

をどう掲
かか

げていくのかを、整理
せ い り

して示
しめ

していきたいと

考
かんが

えています。

　また、今回
こんかい

は、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

のイメージした図
ず

を、読
よ

み手
て

（当事者
と う じ し ゃ

）側
がわ

の視点
し て ん

を意
いし

識
き

して、記載
き さ い

していく予定
よ て い

です。

（素案
そ あ ん

Ｐ．49参照
さんしょう

）

③身近
み じ か

な相談
そうだん

については、その支援者
し え ん し ゃ

への働き
はたらき

かけがないまま記載
き さ い

だけ

あるのが現状
げんじょう

なので、対応
たいおう

を考える
か ん が

べきである。

　身近
み ぢ か

な相談
そうだん

者
し ゃ

については、本
ほん

市
し

で掲
かか

げている重層的
じゅうそうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

においては、欠
か

かす

ことが出来
で き

ないもののため、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の周知
しゅ うち

や啓発
けいはつ

を行
おこな

うとともに、今年度
こ ん ね ん ど

、市
し

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

で作成
さくせい

する人材
じんざい

育成
いくせい

ビジョンに基
も と

づいた育成
いくせい

を行
おこな

っていきます。

④身近
み じ か

な相談
そうだん

にピア相談センター
ぴ あ そ う だ ん せ ん た ー

を入れてほしい。
　ご意見

い け ん

を踏
ふ

まえ、ピア相談
そうだん

センターを、身近
み ぢ か

な相談
そうだん

者
し ゃ

へ位置
い ち

づけました。

（素案
そ あ ん

Ｐ．50参照
さんしょう

）
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検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

⑤何
なん

でも相談支援
そ う だ ん し え ん

にという流れ
な が れ

どうかと思う
お も う

。個人的
こ じ ん て き

には、１に住宅
じゅうたく

、２に

ホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

、３に救急
きゅうきゅう

である。

⑥卒業
そつぎょう

して就職
しゅうしょく

している当事者
と う じ し ゃ

の視点
し て ん

にもたって、平日
へいじつ

だったらここに連
れ

絡
んらく

すればいい、土日
ど に ち

だったらここで相談
そうだん

を受け付ける
う け つ け る

など、わかりやすくし

てほしい。

⑦家族
か ぞ く

はどこに相談
そうだん

していいかわからなくもやもやしている。その辺
あたり

はどこ

に盛り込ま
も り こ ま

れるのか。

　家族
か ぞ く

支援
し え ん

の視点
し て ん

の重要
じゅうよう

さを認識
にんしき

し、相談
そうだん

支援
し え ん

の現状
げんじょう

と取組
と り く み

の方向性
ほうこうせい

の文章
ぶんしょう

に「家族
か ぞ く

支援
し え ん

の視点
し て ん

が求
も と

められている」という文章
ぶんしょう

を記載
き さ い

しました。

（素案Ｐ．48参照）

≪災害≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①防災
ぼうさい

については、東北
と う ほ く

の震災
しんさい

では遠く
と お く

に避難
ひ な ん

していた。広域
こういき

で避難
ひ な ん

しな

ければならない場合
ば あ い

、障害者
しょうがいしゃ

は空い
あ

ている施設
し せ つ

に避難
ひ な ん

してとなっている

が、横浜市
よ こ は ま し

はどのようにやっていくのか、検討
けんとう

が必要
ひつよう

。

②災害時
さ い が い じ

に絶対
ぜったい

に必要
ひつよう

な備品
び ひ ん

については、リスト化
り す と か

して管理
か ん り

すべき。

③避難場所
ひ な ん ば し ょ

の情報
じょうほう

の保障
ほ し ょ う

が必要
ひつよう

である。せめて、音声情報
おんせいじょうほう

と文字情報
も じ じ ょ う ほ う

はセット
せ っ と

にしてもらいたい。

④黄色
き い ろ

のバンダナ
ば ん だ な

が配られ
く ば ら れ

ているが、配られ
く ば ら れ

た後
のち

にどうするのか説明
せつめい

が

まったくない。そういうこともしっかり伝えて
つ た え て

ほしい。

※
⑤キャラバン

きゃらばん

隊
たい

派遣
はけん

事業
じぎょう

については、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

の一
ひと

つの事業
じぎょう

とした方
ほう

が

良
よ

いのではないか。

　確
たし

かに、この活動
かつどう

自体
じたい

に普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

の側面
そくめん

はありますが、事業
じぎょう

の主
しゅ

たる目的
もくてき

は災害
さいがい

に

関
かん

する取組
とりくみ

ですので、位置付
いちづ

けはこのままにします。

　現在
げんざい

でも、土
ど

・日
にち

の相談
そうだん

については、地域
ち い き

活動
かつどう

ホームや生活
せいかつ

支援
し え ん

センターで実施
じ っ し

し

ています。

　相談
そうだん

支援
し え ん

が何
なに

から何
なに

までという考
かんが

えではありませんが、やはり、「困
こま

ったときにど

こに相談
そうだん

すればよい」という仕組
し く

みをしっかりと浸透
しん とう

させていくことが必要
ひつよう

だと考
かんが

え

ます。

　災害
さいがい

対策
たいさく

では、今回
こんかい

「公助
こ う じ ょ

の役割
やくわり

分担
ぶんたん

の明確化
め い か く か

」と「共助
きょうじょ

（自助
じ じ ょ

）の仕組
し く

みの構
こ う

築
ち く

」を記載
き さ い

しています。

　プランでは、この方向性
ほうこうせい

を示
しめ

すこととして、実際
じっさい

の対応
たいおう

等
など

については、いただいた

ご意見
い け ん

も踏
ふ

まえ、掲載
けいさい

している事業
じ ぎ ょ う

の中
なか

で、検討
けんとう

を進
すす

めていきたいと考
かんが

えています。

（素案
そ あ ん

Ｐ．55～57参照
さんしょう

）
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テーマ２

≪住まい≫
≪ す ま い ≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①地域生活
ち いき せい かつ

の移行
い こ う

長期入院者
ちょうきにゅういんしゃ

の実態
じったい

や課題
か だ い

を把握
は あ く

し、長期的入院者
ちょうきてきにゅういんしゃ

「ゼロ」を目指す
め ざ す

という様
よ う

に記載
き さ い

してほしい。居住支援
きょじゅ うし えん

の整備
せ い び

は、このプラ

ンの目玉
め だ ま

となってほしい。

また、今掲げ
いまかかげ

ている地域相談支援
ち い き そ う だ ん し え ん

の人数
にんずう

では、数字
す う じ

が低す
ひ く

ぎる。もう

ちょっと高め
た か

の数字
す う じ

を設定
せってい

して実行
じ っ こ う

できる内容
ないよう

にしてほしい。

　プランで掲載
けいさい

している「入院
にゅういん

中
ちゅう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

」を進
すす

めていく中
なか

では、長期入院者
ちょうきにゅういんしゃ

の実態
じったい

や課題
か だ い

を把握
は あ く

していくことが必要
ひつよう

であり、実際
じっさい

のところ、ま

だその把握
は あ く

が不十分
ふじゅうぶん

の所
ところ

があると認識
にんしき

しています。

　今回
こんかい

の計画
けいかく

では、「長期
ち ょ うき

入院
にゅういん

者
し ゃ

の実態
じったい

や退院
たいいん

に向
む

けた課題
か だ い

の把握
は あ く

」という文言
もんごん

を記
き さ

載
い

させていただき、しっかりと取
と

り組
く

んでいきたいと考
かんが

えています。

　また、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

の数値
す う ち

目標
もくひょう

については、目標
もくひょう

の達成
たっせい

が見込
み こ

まれるように、実績
じっせき

を基
も と

に算出
さんしゅつ

いたしました。また、分
わ

かりやすい様
よ う

、年間
ねんかん

での見込
み こ

み数
すう

も掲載
けいさい

しまし

た。

（素案
そ あ ん

Ｐ．66参照
さんしょう

）

②民間住宅
みんかんじゅうたく

に入る際
は い る さ い

に保証会社
ほしょうがいしゃ

が必要
ひつよう

になるが、保証
ほ し ょ う

会社
かいしゃ

に代わる
か わ る

も

のの仕組み
し く み

の構築
こ う ち く

をしてほしい。他自治体
た じ ち た い

では、家族団
かぞくだんたい

体が担って
に な っ て

いたり

するとも聞いて
き い て

いる。

　民間
みんかん

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

推進
すいしん

の重要性
じゅうようせい

については、認識
にんしき

をしています。

　いただいたご意見
い け ん

の内容
ないよう

も踏
ふ

まえ、民間
みんかん

住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

促進
そくしん

のための仕組
し く

みを検討
けんとう

してい

きたいと考
かんが

えています。

（素案
そ あ ん

Ｐ．67参照
さんしょう

）

③現在
げんざい

、入所待機者
にゅうしょたいきしゃ

が650名
めい

とのことだが、2008年
ねん

に行った
お こな った

３連絡会
れんらくかい

の

実態調査
じったい ちょ うさ

では、待機者
た い き し ゃ

は400人台
にんだい

だった。確実
かくじつ

に待機者
た い き し ゃ

は増えて
ふ え て

きてい

る。その中
なか

で、これまで通り
と お り

、グループホームを毎年
まいとし

200人
にん

規模
き ぼ

で進めて
す す め て

いくことは、待機者
た い き し ゃ

がさらに増える
ふ え る

ことが目に見え
め に み え

ている。待機者ゼロ
た い き し ゃ ぜ ろ

を掲
か

げ
か

て欲しい
ほ

。

　待機者
た い き し ゃ

651名
めい

のうち、早期
そ う き

に対応
たいおう

が必要
ひつよう

な方
かた

が276名
めい

いるため、この方々
かたがた

の対応
たいおう

を

優先
ゆうせん

したいと考えて
か ん が え て

います。入居者数
にゅうきょしゃすう

については新規設置数
し ん き せ っ ち す う

に加え
く わ

て、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

か

ら開始
か い し

されたグループホーム支援
ぐ る ー ぷ ほ ー む し え ん

の形態
けいたい

の一つ
ひ と つ

であるサテライト型住居
さ て ら い と が た じ ゅ う き ょ

の追加定員
ついかていいん

や

アパート
あ ぱ ー と

等
など

の民間
みんかん

住宅
じゅうたく

に入居
にゅうきょ

促進
そくしん

などを加味
か み

していきたいと考えて
か ん が え て

います。

4



検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

④一人暮らし
ひ と り ぐ ら し

の高齢者
こうれいしゃ

が増えて
ふ え て

いる。一般
いっぱん

の施設
し せ つ

に入って
は い っ て

もコミュニケー
こ み ゅ に け ー し ょ ん

ションができない。１件
１ け ん

でもいいから視覚
し か く

と聴覚
ちょうかく

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を作って
つ く っ て

ほしい。

　運営
うんえい

法人
ほうじん

がある程度
て い ど

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

を定
さだ

めて入居者
にゅうきょしゃ

を募集
ぼしゅう

することは可能
か の う

です。法人
ほうじん

から

設置
せ っ ち

の申請
しんせい

があった場合
ば あ い

には、前向
ま え む

きに検討
けんとう

したいと考
かんが

えています。

※
⑤P.48に「行動障害

こうどうしょうがい

のある方
ほう

の住
す

まい検討
けんとう

」とあるが、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をやる

のかが分
わ

からない。

※ ⑥地域
ちいき

移行
いこう

に係
かか

わる検討
けんとう

をする場
ば

が必要
ひつよう

なのではないか。

≪暮らし≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①生活支援
せ い か つし えん

センター
せ ん た ー

などで行
おこな

う相談
そうだん

事業
じ ぎ ょ う

などのあり方
かた

について、考
かんが

え直
なお

し

たほうが良
よ

いのではないか。

生活支援センター
せ い か つ し え ん せ ん た ー

は、相談事業
そうだんじぎょう

も含め
ふ く め

、地域
ち い き

での暮らし
く ら し

を支える拠点
さ さ え る き ょ て ん

として設置
せ っ ち

して

きました。今後
こ ん ご

は、既存
き ぞ ん

のサービスの整理
さ ー び す の せ い り

・再構築
さ い こう ちく

を行い、機能
き の う

の充実
じゅうじつ

に取り組んで
と り く ん で

いきたいと考え
かんがえ

ています。

（素案
そ あ ん

Ｐ．70参照
さんしょう

）

　具体的
ぐたいてき

な進
すす

め方
かた

は決
き

まっていませんが、行動
こうどう

障害
しょうがい

のある方
かた

の住
す

まいの検討
けんとう

と地域
ちいき

移
いこ

行
う

に係
かか

わる検討
けんとう

については、関係
かんけい

者
しゃ

等
とう

からご意見
いけん

をいただきながら進
すす

めていきます。

5



テーマ３

≪健康
け ん こ う

医療
い り ょ う

≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①健康
けんこう

ノートは、今は
い ま は

お薬
くすり

手帳
て ち ょう

ができているので、役目
や く め

が昔
むかし

と変
か

わると思
おも

う
う

。

　方向性
ほうこうせい

についてはまだ決
き

まっていませんが、あり方
かた

等
と う

について、検討
けんとう

していきま

す。

（素案
そ あ ん

Ｐ．79参照
さんしょう

）

②福祉
ふ く し

と医療
い り ょ う

の連携
れんけい

をどうしていくのか、この６年間
ねんかん

で重要な
じゅうような

テーマ
て ー ま

だと思
おも

う
う

ので、この内容
ないよう

では足り
た

ないと思う
お も う

。知的障害外来
ちてきしょうがいがいらい

のことしか書いて
か

いな

い。

③精神障害
せいしんしょうがい

の特性
とくせい

を考
かんが

えて知的だ
ち て き

けでなく、精神
せいしん

の専門外来
せんもんがいらい

を設置
せ っ ち

する

など、枠
わ く

を広げ
ひ ろ げ

てほしい。

④減
げん

薬
や く

投与
と う よ

の相談
そうだん

をぜひ、こころの健康相談センター
け ん こ う そ う だ ん せ ん た ー

で受
う

けてほしい。
　薬

くすり

の処方
しょ ほう

は、医療行為
い り ょ う こ う い

であり、個々
こ こ

の患者
かんじゃ

さんで状況
じょうきょう

は異なる
こ と な る

など難しい面
むずかしいめん

もあ

り、障害者プラン
し ょ う が い し ゃ ぷ ら ん

に記載
き さ い

することは馴
な

染まない
じ

と考え
かんが

ます。

⑤救急医療体制
きゅうきゅういりょうたいせい

の充実
じゅうじつ

とあるが、精神科救急対策
せいしんかきゅうきゅうたいさく

を進める
す す め る

うえで、精神
せいしん

科救急
かきゅうきゅう

を何
なん

か所
し ょ

設置
せ っ ち

するなど、具体的
ぐ た い て き

な数字
す う じ

が出て
で て

くるのか。

　横浜市外
よ こ は まし が い

の病院
びょういん

へ移送
い そ う

されることについて、改善
かいぜん

して欲しい
ほ

との意見
い け ん

を頂いて
い た だ

いる

ことから、精神科
せ い し ん か

３次救急
じきゅうきゅう

での移送先病院
いそうさきびょういん

の市内比率向上
し な い ひ り つ こ う じ ょ う

を目標
もくひょう

として掲げ
か か げ

たいと考
か

え
んがえ

ます。

（素案
そ あ ん

Ｐ．83参照
さんしょう

）

　福祉
ふ く し

と医療
い り ょう

の連携
れんけい

として、ネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こ う ち く

を図る
は か る

という方針
ほうしん

のみを記載
き さ い

してい

ましたが、それに対応
たいおう

する具体的
ぐ た い て き

な取組内容
とりくみないよう

として、「医療
い り ょう

機関
き か ん

ネットワーク等
と う

の構
こ う

築
ち く

検討
けんとう

」と記載
き さ い

しました。

　また、知的専門外来
ちてきせんもんがいらい

については、今後
こ ん ご

も充実
じゅうじつ

に向け
む

て引き続き
ひ き つ づ き

、取り組ん
と り く ん で

でいきた

いと考えて
か ん が え て

いますが、いただいたご意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、「障害児
しょうがいじ

・者
し ゃ

が身近
み じ か

な地域
ち い き

で適切
てきせつ

な医療
い り ょう

が受
う

けられる環境作り
かんきょうづくり

」というように、特定
とくてい

の障害
しょうがい

に特化
と っ か

しない形
かたち

での記載
き さ い

に

改める
あ ら た め る

とともに、精神
せいしん

障害
しょうがい

についても追記
つ い き

しました。

（素案
そ あ ん

Ｐ．80・81参照
さんしょう

）
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検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

⑥誰
だれ

でも参加
さ ん か

できるというような健康
けんこう

づくりのプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を検討
けんとう

していただ

きたい。

　まずは、健康福祉局
けんこうふく しき ょく

として進め
す す め

ている「よこはま健康アクション推進事業
け ん こ う あ く し ょ ん す い し ん じ ぎ ょ う

」などの

中
なか

で、障害者
しょうがいしゃ

が当たり前
あ た り ま え

のように参加
さ ん か

できる機会
き か い

の提供
ていきょう

を優先的
ゆうせんてき

に進め
す す め

ていくことで

あると考え
かんがえ

ています。具体的
ぐ た い て き

な事業
じ ぎ ょ う

については、皆様
みなさま

からもご意見
い け ん

をいただきなが

ら、検討
けんとう

を進め
す す め

ていきたいと思い
お も い

ます。

（素案
そ あ ん

Ｐ．82参照
さんしょう

）

⑦メディカルショートステ
め で ぃ か る し ょ ー と す て い

イの位置
い ち

づけを、暮
く

らしにも位置
い ち

づけたらどうか。

　ご意見
い け ん

も踏
ふ

まえ、資料
し り ょ う

にあるとおり、テーマ２
て ー ま ２

の暮らし
く ら し

にも位置
い ち

づけ、テーマ３
て ー ま ３

で

は、再掲
さいけい

としました。

（素案
そ あ ん

Ｐ．72・81参照
さんしょう

）

⑧医療従事者研修事業
いりょうじゅうじしゃけんしゅうじぎょう

について、地域医療
ち い き い り ょ う

や在宅医療
ざいたく いり ょう

に関
かん

しての研修
けんしゅう

の内容
ないよう

を加え
く わ え

てほしい。その研修
けんしゅう

の中
なか

で、地域
ち い き

で行う
おこなう

やりがい等
など

も含めて
ふ く め て

研修
けんしゅう

していただければ、研修
けんしゅう

を受
う

けた方
かた

のためにもなると思う
お も う

。

　現在
げんざい

、取り組んで
と り く ん で

いる医療従事者研修
いりょうじゅうじしゃけんしゅう

は、訪問看護活動
ほうもんかんごかつどう

や重症心身障害児・者
じゅうしょうしんしんしょうがいじ・しゃ

の生
せ

活支援等
いかつしえんとう

を行う
おこなう

看護師
か ん ご し

を対象
たいしょう

に、重症心身障害児・者
じゅうしょうしんしんしょうがいじ・しゃ

の医療的
いりょうてき

な対応等
たいおうとう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

を主たる目的
し ゅ た る も く て き

としています。なお、地域内
ち い き な い

の障害福祉施設
し ょ う が い ふ く し し せ つ

に勤務
き ん む

してい

る看護師
か ん ご し

も対象
たいしょう

として、研修
けんしゅう

の案内
あんない

を行って
お こ な っ て

います。

　また、第
だい

２期
き

プランにおいて「非医療
ひ い り ょ う

職
しょく

のための医療的
いりょうてき

ケア
け あ

研修等実施事業
けんしゅうとうじっし じぎ ょう

」と記
き さ

載
い

し実施
じ っ し

してきたものは、制度改正
せいどかいせい

を受けて、第
だい

３期
き

プラン
ぷ ら ん

においては、テーマ
て ー ま

３及
およ

び
び

テーマ
て ー ま

４において、「障害福祉施設等
し ょ う が い ふ く し し せ つ と う

で働く
はたらく

看護師
か ん ご し

の支援
し え ん

」と記載
き さ い

し、実施
じ っ し

・検討
けんとう

していきます。

（素案
そ あ ん

Ｐ．79・107参照
さんしょう

）

※

⑨救急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

図
ず

の下部
かぶ

の身体
しんたい

合併症
がっぺいしょう

医療
いりょう

体制
たいせい

の中
なか

に、「精神
せいしん

科
か

病院
びょういん

等
とう

で身体
しんたい

合併
がっぺい

が発生
はっせい

した際
さい

の入院
にゅういん

治療
ちりょう

」とある。これも大事
だいじ

だが、自宅
じたく

に

いる精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が、肺炎
はいえん

を起
お

こした場合
ばあい

の治療
ちりょう

などについても課題
かだい

があ

ると思
おも

う。そのような表現
ひょうげん

にできないか。

テーマ
てーま

３の健康
けんこう

・医療
いりょう

の救急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

のところで、いただいた課題
かだい

も踏
ふ

まえた

表現
ひょうげん

に修正
しゅうせい

しました。

（素案
そあん

Ｐ．83参照
さんしょう

）
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≪バリアフリー≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

※

①バリアフリー
ばりあふりー

の文言
もんごん

で「障害
しょうがい

に配慮
はいりょ

し社会
しゃかい

参加
さんか

を保障
ほしょう

するバリアフリー
ばりあふりー

の

推進
すいしん

と変更
へんこう

」に変
か

えることはできないか。現場
げんば

の意見
いけん

と、施
せ

策
さく

を考
かんが

える側
がわ

の意見
いけん

に隔
へだ

たりがある。

行政
ぎょうせい

内部
ないぶ

での連携
れんけい

を確認
かくにん

するために、「福祉
ふくし

・交通
こうつう

・建築
けんちく

等
とう

の関係
かんけい

機関
きかん

が、さらなる

連携
れんけい

を図
はか

りながら」という文言
もんごん

を追記
ついき

しました。

（素案
そあん

Ｐ．85参照
さんしょう

）

テーマ４

≪療育
りょういく

≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①放課後
ほ う か ご

デイ
で い

を利用
り よ う

して、家
いえ

に帰
かえ

ったら寝る
ね

だけという生活
せいかつ

をしている子
こ

ど

もも増
ふ

えている。本当
ほんとう

にそこまでのサービス
さ ー び す

利用
り よ う

が必要
ひつよう

かどうか、第三
さん

者

が入るべきではないか。親
おや

のための制度
せ い ど

ではなく、子
こ

どもの権利
け ん り

を考えた
かんがえた

うえで利用
り よ う

していくべきだと思
おも

う。

　また、放課後
ほ う か ご

等
と う

デイサービス
で い さ ー び す

事業
じ ぎ ょ う

所
し ょ

は、このまま増
ふ

えていっていいの

か？

　「相談支援体制
そうだんしえんたいせい

（障害児相談
しょうがいじそうだん

）の確立
かくりつ

と周知
しゅ うち

」のなかで、「障害児
しょうがいじ

とその家族
か ぞ く

に対
た

する
い す る

、本人
ほんにん

の自立
じ り つ

も見据えた
み す え た

相談支援体制
そうだんしえんたいせい

の確立
かくりつ

を目指
め ざ

します」という表現
ひょうげん

や、「児
じど

童発達支援体制
う は っ た つ し え ん た い せ い

の確立
かくりつ

」のなかで、「家族
か ぞ く

の感情
かんじょう

に寄り添い
よ り そ い

、子育て
こ そ だ て

の力
ちから

を高め
た か

る家
か

族支援
ぞ く し え ん

」という表現
ひょうげん

で、意見
い け ん

の内容
ないよう

に関連
かんれん

する内容
ないよう

を盛
も

り込
こ

んでいます。

　また、それとともに、増加
ぞ う か

する放課後等
ほ う か ご と う

デイサービス
で い さ ー び す

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

に対
たい

しては、研修受講
けんしゅうじゅこう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

する等
と う

で障害児支援
し ょ う が い じ し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ることも追記
つ い き

しました。

（素案
そ あ ん

Ｐ．94～96参照
さんしょう

）
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≪教育
きょういく

≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①日本
にっぽん

の権利条約
けん りじ ょう やく

では私
わたし

たちは仕事
し ご と

が選べ
え ら

るとなっているが、このプラン
ぷ ら ん

からは、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

先
さ き

や活動
かつどう

先
さ き

が決
き

められてしまっているような印象
いんしょう

を

受
う

けてしまう。

　計画
けいかく

の中
なか

では、教育
きょういく

から就労
しゅうろう

の連続性
れんぞくせい

の中
なか

で特別学校
とくべつがっこう

も含め
ふ く

て就労
しゅうろう

をスムーズ
す む ー ず

に進
す

める
す め る

ために、本人
ほんにん

の意向
い こ う

を踏
ふ

まえながら連携
れんけい

を行って
お こ な っ て

いることを記載
き さ い

しています。

②総合教育
そうごうきょういく

という、専門性
せんもんせい

が高ま
た か

っているのは大事
だ い じ

なことだと思う
お も う

が、障
し ょ

害者
うがいしゃ

の方
かた

の特別扱い
とくべつあつかい

が強く
つ よ く

なっているの気
き

がする。健常者
けんじょうしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

が一
いっ

緒
し ょ

に過
す

ごせるような視点
し て ん

がもっとあってもいいのではないか。

　インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

な社会
しゃかい

の実現
じつげん

には、障害
しょうがい

の正しい理解
た だ り か い

と適切
てきせつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。こ

のため、特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

の必要
ひつよう

なこども一人
ひ と り

ひとりの特性
とくせい

に応
おう

じた指導
し ど う

・支援
し え ん

を充
じ ゅ

実
うじつ

する取組
と り く み

や、副
ふ く

学籍
がくせき

による交流
こうりゅう

の取組
と り く み

を進
すす

めています。

（素案
そ あ ん

Ｐ．47・101～103参照
さんしょう

）

≪人材
じ ん ざい

確保
か く ほ

・育成
い く せ い

≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①人材
じんざい

の確保
か く ほ

についての記載
き さ い

は多
おお

いが、定着
ていちゃく

・育成
いくせい

については内容
ないよう

が少
す く

ない。

　人材
じんざい

の育成
いくせい

のためのスキルアップ
す き る あ っ ぷ

の研修
けんしゅう

を行
おこな

っていくことで、人材
じんざい

の定着
ていちゃく

につなが

るよう、各事業運営上必要
かくじぎょううんえいじょうひつよう

なスキル
す き る

や知識
ち し き

に特化
と っ か

した研修等
けんしゅうとう

を、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

現場
げ ん ば

のニー

ズを踏
ふ

まえながら充実
じゅうじつ

させていきたいと考
かんが

えています。
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テーマ５

≪就労
しゅうろう

≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

や就労
しゅうろう

継続
けいぞく

Ａ・Ｂの事業
じ ぎ ょ う

所
し ょ

でも、定着
ていちゃく

支援
し え ん

は重要
じゅうよう

であ

る。その中
なか

で、就労
しゅうろう

支援
し え ん

センターだけを中心
ちゅうしん

に打
う

ち出
だ

してしまうのは、就
し ゅ

労
うろう

系
けい

福祉
ふ く し

事業
じ ぎ ょ う

所
し ょ

が、「その部分
ぶ ぶ ん

を頑張
が ん ば

らなくて良
よ

い」と読
よ

み取
と

れてしまう

のではないか。

　いただいたご意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、「取組
と り く み

5-1就労
しゅうろう

」の現状
げんじょう

と取組
と り く み

の方向性
ほうこうせい

の本文
ほんぶん

及
　およ

び

「一般就労
いっぱんしゅうろう

の促進
そくしん

と就労後
しゅ うろ うご

の定着支援
ていちゃくしえん

の充実
じゅうじつ

」の本文
ほんぶん

を障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業
じ ぎ ょ う

所
し ょ

等
と う

も

読
よ

み取
と

れる形
かたち

で修正
しゅうせい

しました。

（素案
そ あ ん

Ｐ．112参照
さんしょう

）

≪余暇活動≫

検討
けんとう

部会
ぶかい

意見
いけん

対応
たいおう

（案
あん

）

①余暇
よ か

では当事者活動
と う じ し ゃ か つ ど う

を広報
こ う ほう

等
など

を載
の

せてもらえず、あんまり理解
り か い

が進
すす

ま

ない。

②余暇支援
よ か し え ん

について、法人地活
ほ う じ ん ち か つ

で障害児余暇支援活動
し ょ う が い じ よ か し え ん か つ ど う

など、一般
いっぱん

の方
かた

が利用
り よ う

してためになるものの記載
き さ い

があまりない。

　余暇
よ か

については、非常
ひ じ ょう

に大切
たいせつ

なものだと認識
にんしき

しています。

　しかし、今回
こんかい

のプランの中
なか

では、文化
ぶ ん か

・スポーツを通
とお

しての自立
じ り つ

を目指
め ざ

したいと考
かんが

え記載
き さ い

しているため、現在
げんざい

の余暇
よ か

活動
かつどう

という表現
ひょうげん

では、幅広
はばひろ

く取
と

られてしまう懸念
け ね ん

が

ありました。

　よって、今回
こんかい

、取組
と り く み

名称
めいしょう

を「文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

」と変更
へんこう

していま

す。

（素案
そ あ ん

Ｐ．124参照
さんしょう

）
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1 
 

第３期
だ い ３ き

横浜市
よこはまし

障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

素案
そ あ ん

（案
あん

）の概要
がいよう

 
 
１ はじめに 

  このプラン
ぷ ら ん

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

と障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

をもとに、横浜市
よこはまし

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

(※
１)の⽅向性

ほうこうせい
や内容

ないよう
を書いた

か   
ものです。計画

けいかく
の期間

き か ん
は、平成

へいせい
27年度

ね ん ど
から平成

へいせい
32年度

ね ん ど
の６年間

 ねんかん
で

す。 
 
２ プランのつくり 

  障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

を送る
お く る

うえでの視点
し て ん

（※２）に⽴って
た   

、基本
き ほ ん

⽬ 標
もくひょう

と５つ
い つ  

のテーマ
て ー ま

で構成
こうせい

しました。このテーマ
て ー ま

に沿って
そ   

、施策をしっかりと進めて
す す   

、基本
き ほ ん

⽬ 標
もくひょう

の実現
じつげん

を⽬指し
め ざ  

ます。 
基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

 

 
 
 

５つ
 

のテーマ
て ー ま

 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ スケジュール

す け じ ゅ ー る

 

 
 

 

  

26

年 

１月
 が つ

 当事者
とうじしゃ

へ向けた
む   

アンケート
あ ん け ー と

実施
じ っ し

（※３） 

５月
がつ

 素案
そ あ ん

骨子
こ っ し

（※４）作成
さくせい

 

６月
がつ

～７月
がつ

 素案
そ あ ん

骨子
こ っ し

を基
もと

に各障害者
かくしょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

へ説明
せつめい

 

７月
がつ

～８月
がつ

 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

検討
けんとう

部会
ぶ か い

で議論
ぎ ろ ん

（３回
 か い

） 

８月
がつ

末
まつ

 素案
そ あ ん

作成
さくせい

 

９月
がつ

 市会
し か い

常 任
じょうにん

委員会
いいんかい

へ素案
そ あ ん

を報告
ほうこく

、パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

の実施
じ っ し

 

11月
がつ

末
まつ

 原案
げんあん

作成
さくせい

 

27

年 

２月
がつ

頃 市会
し か い

常 任
じょうにん

委員会
いいんかい

へ議案
ぎ あ ん

上 程
じょうてい

（※） 

３月
がつ

 第３期
だ い  き

横浜市
よこはまし

障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

確定
かくてい

 

テーマ
て ー ま

１ 出会う
で あ  

・つながる・助け合う
た す  あ   

 
 ⇒普及

ふきゅう
啓発
けいはつ

・相談
そうだん

⽀援
し え ん

・情 報
じょうほう

の保障
ほしょう

・災害
さいがい

対策
たいさく

 
テーマ
て ー ま

２ 住む
す  

、そして暮らす
く   

 
 ⇒住まい

す   
、暮らし

く   
 

 テーマ
て ー ま

３ 毎⽇
まいにち

を安⼼
あんしん

して健やか
す こ   

に過ごす
す   

 
 ⇒健康

けんこう
・医療

いりょう
、バリアフリー

ば り あ ふ り ー
、権利

け ん り
擁護
よ う ご

 

テーマ
て ー ま

４ いきる ⼒
ちから

を学び
ま な  

・育む
はぐく 

 
 ⇒療 育

りょういく
、教 育

きょういく
、⼈材

じんざい
の確保

か く ほ
・育成

いくせい
 

 
テーマ
て ー ま

５ 働く
はたら 

・活動
かつどう

する・余暇
よ か

を楽しむ
た の   

 
 ⇒就 労

しゅうろう
、福祉的

ふくしてき
就 労
しゅうろう

、⽇ 中
にっちゅう

活動
かつどう

、移動
い ど う

⽀援
し え ん

、 
スポーツ
す ぽ ー つ

・⽂化
ぶ ん か

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

 

⾃⼰
じ こ

選択
せんたく

・⾃⼰
じ こ

決定
けってい

のもと、住み慣れた
す  な   

地域
ち い き

で、安⼼
あんしん

して、学び
ま な  

・育ち
そ だ  

・暮らして
く    

 
いくことができるまち、ヨコハマ

よ こ は ま
を⽬指す

め ざ  
 

※９月
がつ

市会
し か い

常 任
じょうにん

委員会
いいんかい

にて、本計画
ほんけいかく

を議決
ぎ け つ

対 象
たいしょう

案件
あんけん

にするかどう

かの判断
はんだん

をいただく

予定
よ て い

です。 

議案
ぎ あ ん

となった場合
ば あ い

、

市会
し か い

に提案
ていあん

することに

なります。 

 



2 
 

 

 

幼い
おさな 

ころから障 害
しょうがい

のある⼈
ひと

たちと出会い
で あ  

・つながり、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

や、対応
たいおう

（※５）など
をお互い

 た が  
に理解

り か い
し、⽇ごろ

ひ   
の⽣活

せいかつ
から災害

さいがい
等
とう

の緊 急
きんきゅう

時
じ

にも⽀えあい
ささ      

・助け合う
たす  あ  

ことができる
まち、ヨコハマ

よ こ は ま
を⽬指します

め ざ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組
とりくみ

1－1 普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

 

◆持続的
じぞくてき

（※６）な普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進めます。 

市⺠
し み ん

へ向けた
む   

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

として、障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

や各種
かくしゅ

イベント
い べ ん と

で、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

と出会う
で あ  

場づくり
ば    

を進め
す す  

ます。 
 
◆学齢期

がくれいき

への重 点的
じゅうてんてき

な普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進め
す す  

ます。 

⼩
しょう

・中 学校
ちゅうがっこう

への障 害
しょうがい

理解
り か い

を進め
す す  

るにあたり、福祉
ふ く し

教 育
きょういく

と連携
れんけい

し、講演
こうえん

や体験
たいけん

の機会
き か い

（※
７）をつくることを検討

けんとう
します。また、共

とも
に育ち

そだ  
、共

とも
に学ぶ

まな  
交 流
こうりゅう

及び
お よ  

共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

（※８）を進め
す す  

ます 

取組
とりくみ

1－２ 相談
そうだん

⽀援
し え ん

 

◆相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の再構築
さいこうちく

（※９）を行い
おこな 

、充 実
じゅうじつ

（※10）します。 

相談
そうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

の役割
やくわり

（※11）をはっきりさせ、その相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

を知って
し   

もらえるように、
伝え
つ た  

ます。また、⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の⽬的
もくてき

・役割
やくわり

等
など

の整理
せ い り

を⾏い
おこな 

、区
く

⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

も
進める
す す   

などで、相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を⽬指し
め ざ  

ます。また、難 病
なんびょう

や、発達
はったつ

障 害
しょうがい

及び
お よ  

⾼次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

の相談
そうだん

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を⽬指し
め ざ  

ます。 

◆行 政
ぎょうせい

情 報
じょうほう

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を進め
す す  

ます。 

コミュニケーションボード
こ み ゅ に け ー し ょ ん ぼ ー ど

・カード
か ー ど

など、意思
い し

を伝えやすく
つ た      

するものを使う
つ か  

ことを、引き続き
ひ  つ づ  

、

進め
す す  

ます。また、⾏ 政
ぎょうせい

情 報
じょうほう

の発信
はっしん

の決まり
き   

や約束
やくそく

をつくることなどを⽬指
め ざ

し、情 報
じょうほう

の保障
ほしょう

に

関する
かん   

検討
けんとう

（※12）を進め
す す  

ます。 

◆災害
さいがい

時
じ

の自助
じ じ ょ

（※13）・共 助
きょうじょ

（※14）・公
こう

助
じょ

（※15）の仕組
し く み

を広め
ひ ろ  

ます。 

災害
さいがい

に備えた
そな   

普段
ふ だ ん

からの要援護者
ようえんごしゃ

（※16）対策
たいさく

を進め
す す  

ます。また、災害
さいがい

時
じ

において、公
こう

助
じょ

が

効率的
こうりつてき

・効果的
こうかてき

に役割
やくわり

を果たせ
は   

るように、公
こう

助
じょ

の役割
やくわり

をはっきりさせることや共 助
きょうじょ

（⾃助
じ じ ょ

）

の仕組み
し く  

をつくることを検討
けんとう

します。 
 さらに、障 害

しょうがい
の 状 況

じょうきょう
によって、必要

ひつよう
なものを置いて

お   
おく場所

ば し ょ
の確保

か く ほ
も検討

けんとう
します。 

取組
とりくみ

1－３ 情 報
じょうほう

の保障
ほしょう

 

取組
とりくみ

1－４ 災害
さいがい

対策
たいさく

 

テーマ
て ー ま

１ 出会う
で あ う

・つながる・助け合う
た す  あ   

 

コミュニケーションボード
こ み ゅ に け ー し ょ ん ぼ ー ど

・カード
か ー ど

 

（素案 P.45） 

（P.48） 

（P.53） 

（P.55） 
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どんな障 害
しょうがい

があっても、できる限
かぎ

り、⾃
みずか

ら「住
す

まいの場
ば

」を選択
せんたく

し、住
す

みなれた地域
ち い き

で安⼼
あんしん

して暮
く

らし・⽣活
せいかつ

し続
つづ

けることができるまち、ヨコハマ
よ こ は ま

を⽬指
め ざ

します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組
とりくみ

２－1 住
す

まい 

◆障 害
しょうがい

状 況
じょうきょう

にあわせた住まい
す   

を充 実
じゅうじつ

します。 

⾊々
いろいろ

な希望
き ぼ う

にそった住
す

まいをつくるため、⾏動
こうどう

に障 害
しょうがい

のある⽅
かた

の住まい
す   

や、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

運営
うんえい

の⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

など、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

や 状 況
じょうきょう

を考えながら
か ん が      

、施策
し さ く

を進めます
す す     

。 

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

施設
し せ つ

の役割
やくわり

などについて検討
けんとう

して、古く
ふ る  

なった施設
し せ つ

の再整備
さいせいび

（※17）なども進
すす

め
ます。 

施設
し せ つ

や病 院
びょういん

で⽣活
せいかつ

している⼈
ひと

が、地域
ち い き

で暮らして
く    

いくことができるように、施設
し せ つ

⼊ 所
にゅうしょ

⽀援
し え ん

や
地域
ち い き

移⾏
い こ う

（※18）・地域
ち い き

定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

など、地域
ち い き

移⾏
い こ う

に係わる
か か   

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を進め
す す  

ます。 
また、ひとり暮

ぐ
らしを希望

き ぼ う
する障 害者

しょうがいしゃ
が地域

ち い き
で⽣活

せいかつ
しやすくなるように、グループホーム

ぐ る ー ぷ ほ ー む
等
とう

からアパート
あ ぱ ー と

などへ引っ越し
ひ  こ  

たり、その後
そ の ご

のひとりでの⽣活
せいかつ

が安⼼
あんしん

しておくれるための仕組
し く み

に
ついて、検討

けんとう
を進め

す す  
るなど、アパート

あ ぱ ー と
などの住 宅

じゅうたく
に⼊る

は い  
ことを進め

す す  
ます。 

 

◆高齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

を踏まえた
ふ    

住まい
す   

をつくります。 

⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

対応
たいおう

のグループホームの検 証
けんしょう

（※19）・検討
けんとう

を進
すす

め、⼀⽇
いちにち

を通
とお

して安⼼
あんしん

で
きる住

す
まいを⽬指

め ざ
し、しっかりと実現

じつげん
できる住

す
まいの 形

かたち
を作り

つ く  
ます。 

取組
とりくみ

２－２ 暮らし
く   

 

◆地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支える
さ さ   

ための支援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

します。 

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

の機能
き の う

（※20）の充 実
じゅうじつ

や⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

のサービス
さ ー び す

の整理
せ い り

及び
お よ  

、
多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

の整備
せ い び

など、在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

を⽀
ささ

える地域
ち い き

の拠点
きょてん

（※21）を充 実
じゅうじつ

します。 
また、在宅

ざいたく
⽣活
せいかつ

を⽀
ささ

えるサービス
さ ー び す

として、短期
た ん き

⼊ 所
にゅうしょ

や居宅
きょたく

介護
か い ご

など、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

やその家族
か ぞ く

にとって必要
ひつよう

なサービスを提供
ていきょう

する事業
じぎょう

を引
ひ

き続
つづ

き実施
じ っ し

します。 
 
◆本人

ほんにん

が生活
せいかつ

していくための 力
ちから

を引き出す
ひ き だ す

支援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

させます。 

地域
ち い き

で安⼼
あんしん

して暮
く

らすことを⽀援
し え ん

していくために、障 害 者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じ り つ

⽣活
せいかつ

アシスタント
あ し す た ん と

事業
じぎょう

や
後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

制度
せ い ど

などを進め
す す  

ます。 

テーマ
て ー ま

２ 住む
す  

、そして暮らす
く   

 

（P.61） 

（P.69） 
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障 害
しょうがい

のあるなしにかかわらず、お互
たが

いを尊 重
そんちょう

し、誰
だれ

もが、毎⽇
まいにち

を安⼼
あんしん

して過
す

ごし、地域
ち い き

の
中
なか

で健
すこ

やかに育
そだ

ち、ともに⽣
い

きていくことができるまち、ヨコハマを⽬指
め ざ

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ
て ー ま

３ 毎⽇
まいにち

を安⼼
あんしん

して健やか
す こ   

に過ごす
す   

 

取組
とりくみ

３－1 健康
けんこう

・医療
いりょう

 

◆医療
いりょう

を受け
う  

る環 境
かんきょう

をさらに良く
よ  

します。 

医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

（※22）への研 修
けんしゅう

や、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

⼊ 院
にゅういん

時
じ

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

事業
じぎょう

などで、
障 害 者
しょうがいしゃ

の医療
いりょう

等
とう

への対応
たいおう

を進める
す す   

とともに、障 害
しょうがい

を理解
り か い

してくれる病院などを増やす
ふ   

こと
や、医療

いりょう
ネットワーク
ね っ と わ ー く

をつくることの検討
けんとう

を進め
す す  

ます。また、難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

への⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

も進め
す す  

ます。 
 
◆参加

さ ん か

しやすい健康づくり
け ん こ う     

施策
し さ く

を進め
す す  

ます。 

障害者
しょうがいしゃ

も楽
たの

しみながら健康
けんこう

づくりに取
と

り組
く

めるよう、参加
さ ん か

しやすい健康づ
けんこう 

くり事業
じぎょう

の検討
けんとう

を進め
す す  

ます。また、必要
ひつよう

な体 ⼒
たいりょく

づくりやリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

に活かせ
い   

るよう健康
けんこう

づくり環 境
かんきょう

を
整え
ととの 

ます。 
 
◆ 救 急

きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

をすすめるとともに、精神科
せいしんか

以外
い が い

の 救 急
きゅうきゅう

と連携
れんけい

した 救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

を作り
つ く  

ます。 

取組
とりくみ

３－２ バリアフリー
ば り あ ふ り ー

（※23） 

◆さらにバリアフリー
ば り あ ふ り ー

を進
すす

めます。 

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

の検討
けんとう

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
ば り あ ふ り ー か

を進め
す す  

るなど、障 害者
しょうがいしゃ

がよ
り⽣活

せいかつ
しやすい環 境

かんきょう
を整備

せ い び
します。 

取組
とりくみ

３－３ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

◆障 害 者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の取組
とりくみ

を広め
ひ ろ  

ます。 

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

が重 ⼤
じゅうだい

な⼈権
じんけん

侵害
しんがい

であることが市⺠
し み ん

の⽅々
かたがた

にさらに伝わり
つ た   

、そのことが虐 待
ぎゃくたい

を防ぐ
ふ せ  

ことや早期
そ う き

発⾒
はっけん

につながることから、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進め
す す  

ます。 
 

◆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

の取組
とりくみ

を広め
ひ ろ  

ます。 

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

（※24）に向けた
む   

検討
けんとう

を⾏い
おこな 

、横浜市
よこはまし

の職 員
しょくいん

⽤
よう

の決まり
き   

をつくる

ことなど、法律
ほうりつ

の施⾏
し こ う

に向
む

けて取り組み
と  く  

、施⾏後
し こ う ご

の取り組み
と  く  

を広めて
ひ ろ   

いきます。 
 

◆成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の取組
とりくみ

を広め
ひ ろ  

ます。 

成年
せいねん

後⾒
こうけん

制度
せ い ど

にかかわる取り組み
と  く  

など、権利
け ん り

擁護
よ う ご

にかかわる⽀援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

します。 

（P.78） 

（P.85） 

（P.88） 
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乳幼児期
にゅうようじき

から学齢期
がくれいき

を通じて
つ う じ て

、家族
か ぞ く

や友だち
と も   

、学校
がっこう

の先⽣
せんせい

などの⼤⼈
お と な

たちとかかわり、
語りあい
か た    

、学びあい
ま な    

、⽣きる
い   

⼒
ちから

を⾝
み

につけていくことができるまち、ヨコハマ
よ こ は ま

を⽬指します
め ざ    

。 

 

 

 

 

 

  

テーマ
て ー ま

４ いきる ⼒
ちから

を学び
ま な  

・育む
はぐく 

 

取組
とりくみ

４－1 療 育
りょういく

 

◆早期
そ う き

療 育
りょういく

体制
たいせい

を充 実
じゅうじつ

します。 

地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

を中 ⼼
ちゅうしん

とした相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

（障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

）を整え
ととの 

、広めて
ひ ろ   

いきます。ま
た、「発達

はったつ
⽀援
し え ん

」、「家族
か ぞ く

⽀援
し え ん

」、「地域
ち い き

⽀援
し え ん

」を含めて
ふ く   

⾏い
おこな 

、児童
じ ど う

発達
はったつ

⽀援
し え ん

体制
たいせい

をしっか
りと整え

ととの 
ます。 

 
◆学齢

がくれい

障害児
しょうがいじ

の支援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

します。 

学校
がっこう

が終わった
お    

あとに、療 育
りょういく

訓練
くんれん

や余暇
よ か

⽀援
し え ん

を受けられる
う     

居場所
い ば し ょ

の充 実
じゅうじつ

を進
すす

めます。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

の体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を進
すす

め、中学校期
ちゅうがっこうき

以降
い こ う

の相談
そうだん

⽀援
し え ん

を広げ
ひ ろ  

ます。 

 

取組
とりくみ

４－２ 教 育
きょういく

 

◆療 育
りょういく

と教 育
きょういく

の連携
れんけい

による支援
し え ん

を進め
す す  

ます。 

地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

や特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の専⾨性
せんもんせい

を使
つか

い、幼稚園
ようちえん

や保育
ほ い く

園
えん

等
とう

と⼩ 学校
しょうがっこう

との連携
れんけい

などにより、⼩ 中 学 校
しょうちゅうがっこう

等
とう

への⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を進め
す す  

ます。 
 
◆教 育

きょういく

を受ける環 境
かんきょう

や教 育
きょういく

の活動
かつどう

を充 実
じゅうじつ

します。 

研 修
けんしゅう

による⼈材
じんざい

育成
いくせい

、通学
つうがく

区域
く い き

の設定
せってい

や学 習
がくしゅう

環 境
かんきょう

を良く
よ  

することによる特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の
再編
さいへん

（※25）整備
せ い び

等
とう

を進め
す す  

ます。また、実際
じっさい

の事例
じ れ い

などを重視
じゅうし

した研 修
けんしゅう

の充 実
じゅうじつ

などにより、
教 員
きょういん

の専⾨性
せんもんせい

を上げ
あ  

ます。 
 

◆教 育
きょういく

から就 労
しゅうろう

への支援
し え ん

を進めま
す す   

す。 
特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の進路
し ん ろ

担当者
たんとうしゃ

と福祉
ふ く し

施設
し せ つ

担当者
たんとうしゃ

等
とう

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

機関
き か ん

との連絡会
れんらくかい

を開催
かいさい

し、連携
れんけい

を強く
つ よ  

することによる就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

・職場
しょくば

定 着
ていちゃく

（※26）⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を進めます
す す    

。 

取組
とりくみ

４－３ ⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

◆障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

で働く
はたら 

人
ひと

の確保
か く ほ

（※27）と育成
いくせい

を進め
す す  

ます。 

対象者
たいしょうしゃ

を絞って
し ぼ   

、集 中 的
しゅうちゅうてき

に⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

を ⾏
おこな

っていくために、⽀援者
しえんしゃ

や事業所
じぎょうしょ

などと⼀緒
いっしょ

に検討
けんとう

して、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係わる
か か わ る

⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

を進め
す す  

ます。 
 

◆当事者
とうじしゃ

による⽀援
し え ん

体制
たいせい

を充 実
じゅうじつ

します。 

障害者
しょうがいしゃ

本⼈
ほんにん

や家族
か ぞ く

にしか分からない
わ     

悩み
な や  

や、解決
かいけつ

する⽅法
ほうほう

を伝え
つ た  

られる⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

を
⾏う
おこな 

ため、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

⽀援
し え ん

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

の充 実
じゅうじつ

などを進め
す す  

ます。 

（P.94） 

（P.99） 

（P.106） 
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⼀⼈
ひ と り

ひとりの適性
てきせい

や希望
き ぼ う

に合った
あ   

仕事
し ご と

を⾒つける
み    

ことができ、また、外 出
がいしゅつ

したり、趣味
し ゅ み

・
スポーツ
す ぽ ー つ

に没頭
ぼっとう

したりと、⾊々
いろいろ

な余暇
よ か

が充 実
じゅうじつ

できるまち、ヨコハマ
よ こ は ま

を⽬指します
め ざ    

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ
て ー ま

５ 働く
はたら 

・活動
かつどう

する・余暇
よ か

を楽し
た の  

む 

取組
とりくみ

５－1 就 労
しゅうろう

 

◆一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

を進
すす

め、就労後
しゅうろうご

の定 着
ていちゃく

支援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

します。 

⾊々
いろいろ

な就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

に関する希望や定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

に対して
た い   

、障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
など

を中 ⼼
ちゅうしん

とした就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

を進め
す す  

ます。また、サービス
さ ー び す

の質
しつ

を⾼めて
た か   

いくため、⽀援者
しえんしゃ

の ⼒
ちから

を上
あ

げるための⼈材
じんざい

育成
いくせい

を進め
す す  

ます。 
さらに、障 害者

しょうがいしゃ
雇⽤
こ よ う

に関する
か ん   

シンポジウム
し ん ぽ じ う む

やセミナー
せ み な ー

を⾏い
おこな 

、企業
きぎょう

等
とう

への障 害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

の
理解
り か い

を進
すす

めます。 

 
◆福祉的

ふくしてき

就 労
しゅうろう

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

へ、つなげます。 

地域
ち い き

における就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

を作る
つ く  

など、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

とさらに連携
れんけい

（※28）をします。また、事業所
じぎょうしょ

等
とう

の職 員
しょくいん

が、必要
ひつよう

なことを学んで
ま な   

⽀援
し え ん

できるように、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

職 員
しょくいん

の⼈材
じんざい

の育成
いくせい

を進め
す す  

ます。 

取組
とりくみ

５－２ 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

 

◆作業
さぎょう

の充 実
じゅうじつ

と工賃
こうちん

の向 上
こうじょう

を進め
す す  

ます。 

よこはま障 害者
しょうがいしゃ

共 同
きょうどう

受 注
じゅちゅう

総合
そうごう

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

・運営
うんえい

を進
すす

め、作業
さぎょう

の充 実
じゅうじつ

と⼯賃
こうちん

の向 上
こうじょう

を⽬指します
め ざ    

。また、企業
きぎょう

で働く
はたら 

ことや、施設
し せ つ

に⽇ 中
にっちゅう

通う
か よ う

ことが難しく
むずか  

、⾃宅
じ た く

にいる⽅
かた

でも、
社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる機会
き か い

を確保
か く ほ

できるような仕組
し く み

を検討
けんとう

します。 

取組
とりくみ

５－３ ⽇ 中
にっちゅう

活動
かつどう

 

◆ 日 中
にっちゅう

活動
かつどう

場所
ばしょ

を広げ
ひ ろ  

ます。 

⽇ 中
にっちゅう

活動先
かつどうさき

の設置
せ っ ち

を進
すす

めることや、⽇ 中
にっちゅう

活動先
かつどうさき

の役割
やくわり

をはっきりさせ、⽇ 中
にっちゅう

活動
かつどう

場所
ば し ょ

の
充 実
じゅうじつ

を進め
す す  

ます。 

取組
とりくみ

５－４ 移動
い ど う

⽀援
し え ん

 

◆移動
い ど う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

による社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進
すす

めます。 

移動
い ど う

情 報
じょうほう

センター
せ ん た ー

運営
うんえい

等
とう

の事業
じぎょう

や効率的
こうりつてき

（※29）な ⾞
くるま

などの利⽤
り よ う

の仕組
し く み

の検討
けんとう

を⾏う
おこな 

な
ど、総合的

そうごうてき
な移動

い ど う
⽀援
し え ん

策
さく

や利⽤
り よ う

の⽀援
し え ん

を進め
す す  

ます。 

（P.112） 

（P.116） 

（P.118） 

（P.121） 
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** 参考
さんこう

 **  横浜市
よこはまし

の障 害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

等
とう

の統計
とうけい

 

 

 

表２ 神奈川県
か な が わ け ん

特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

所持者数
しょじしゃすう

（難 病
なんびょう

：56疾患
しっかん

）（横浜市
よ こ は ま し

）  （各年
かくねん

３月
 が つ

末
まつ

現在
げんざい

） 

21年
ねん

 22年
ねん

 23年
ねん

 24年
ねん

 25年
ねん

 26年
ねん

 

17,835人
にん

 18,775人
にん

 19,797人
にん

  20,898人
にん

 22,065人
にん

 23,157人
にん

 

※法律
ほうりつ

施行
しこう

により、今後
こんご

大きな
おお

変更
へんこう

が見込ま
みこ

れます。 

 

表
ひょう

１　横浜市
よ こ は ま し

人口
じ ん こ う

と障害者
しょうがい しゃ

手帳
て ち ょう

所持者
し ょ じ し ゃ

数
す う

の比較
ひ か く

（３月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

、ただし、横浜市
よ こ は ま し

人口
じん こう

のみ４月
がつ

１日
ひ

時点
じ て ん

）（人
にん

）

２１年
ねん

２２年
ねん

２３年
ねん

２４年
ねん

２５年
ねん

２６年
ねん

3,659,010 3,672,985 3,686,481 3,688,624 3,693,788 3,702,093

89,607 90,322 91,605 94,291 96,114 98,706

18,674 19,751 20,807 21,864 23,005 24,171

17,304 19,152 20,912 22,785 24,538 26,475

125,585 129,225 133,324 138,940 143,657 149,352

横浜市
よ こ は ま し

人口
じん こう

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

全体
ぜんたい

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

横浜市
よ こはまし

人口
じんこう

における障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

数
すう

割合
わりあい

3.43% 3.52% 3.62% 3.77% 3.89% 4.03%

取組
とりくみ

５－５
ご の ご

 ⽂化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

（※30） 

◆文化
ぶ ん か

・芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

を進
すす

めます。 

⾊々
いろいろ

な障 害
しょうがい

によって、どのようなことができるかを検討
けんとう

し、ヨコハマ
よ こ は ま

・パラトリエンナーレ
ぱ ら と り え ん な ー れ

（※30）の開催
かいさい

など、芸 術
げいじゅつ

に触れ合える
ふ  あ   

機会
き か い

と作品
さくひん

発 表
はっぴょう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

を進め
す す  

ます。また、そ
ういった活動

かつどう
に対する

た い   
⽀援
し え ん

を進め
す す  

るため、障 害 者
しょうがいしゃ

の芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

を⽀援
し え ん

するためのネットワーク
ね っ と わ ー く

づくりを進め
す す  

ます。 
 

◆スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

を進
すす

めます。 

2020年
ねん

のオリンピック
お り ん ぴ っ く

・パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

東 京
とうきょう

⼤会
たいかい

の開催
かいさい

に合わせた
あ    

情 報
じょうほう

発信
はっしん

や障 害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の普及
ふきゅう

に取り組み
と  く  

ます。 
 

◆レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

を進
すす

めます。 

余暇
よ か

としてスポーツ
す ぽ ー つ

を楽しむ
た の   

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の活動
かつどう

を⽀援
し え ん

するため、横浜
よこはま

ラポール
ら ぽ ー る

やスポーツセン
す ぽ ー つ せ ん

ター
た ー

等
とう

、地域
ち い き

におけるレクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

の啓発
けいはつ

を進め
す す  

ます。 

（P.124） 
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第３期
だ い ３ き

横浜市
よこはまし

障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

 ⽤語集
ようごしゅう

 
※障害者

しょうがいしゃ
プラン
ぷ ら ん

の中
なか

で使う
つ か う

ときの意味
い み

を書いて
か   

います。 
 
●１ページ⽬

め
 

 ※１ 施策
し さ く

…今後
こ ん ご

、取り組んで
と  く   

いく、すべての制度
せ い ど

や仕組
し く み

のことを⾔います
い い ま す

。 
 ※２ 視点

し て ん
…⼈

ひと
の考えて

か ん が   
いることや、その⽴場

た ち ば
、思い

お も  
のことを⾔います

い    
。 

 ※３ 実施
じ っ し

…「物事
ものごと

をおこなうこと」を⾔います
い    

。 
 ※４ ⾻⼦

こ っ し
…計画

けいかく
の主

おも
なの⽅向

ほうこう
や、まだ決めて

き   
いないけれど、今後

こ ん ご
、すすめ

ていきたいことが書いて
か   

あるものを⾔います
い    

。 
 
●２ページ⽬

め
 

 ※５ 対応
たいおう

…⼈
ひと

がやりたいと思った
お も   

ことや、やってほしいと思った
お も   

ことにつ
いて、それをしっかりと聞き

き  
、応じて

お う   
いくことを⾔います

い    
。 

 ※６ 持続的
じ ぞ く て き

…途中
とちゅう

で終わる
お   

ものではなく、ずっと続けて
つ づ   

いくことを
⾔います
い    

。 
 ※７ 機会

き か い
…何

なに
かをするためのきっかけのことを⾔います

い    
。 

 ※８ 共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

…障害児
しょうがいじ

と健
けん

常 者
じょうしゃ

が⼀緒
いっしょ

に学ぶ
ま な  

ことを⾔います
い    

。 
 ※９ 再構築

さいこうちく
…今

いま
まで作って

つ く   
きたものを、作りなおす

つ く     
ことを⾔います

い    
。 

※10 充 実
じゅうじつ

…今
いま

までやってきたことを、もっと良く
よ  

していくことを⾔います
い    

。 
 ※11 役割

やくわり
…障害児者

しょうがいじしゃ
や、⽀援者

し え ん し ゃ
、⾏ 政

ぎょうせい
など、 皆

みんな
が⼀緒

いっしょ
のことをするので

はなく、「それぞれがやるべきことをやる」ことを⾔い
い  

ます。 
 ※12 検討

けんとう
…どうやったら、やりたいことがうまくやれるかを、 皆

みんな
で考え

かんが 
、

話し合う
は な  あ   

ことを⾔います
い    

。 
 ※13 ⾃助

じ じ ょ
…⾃分

じ ぶ ん
でできることは、⾃分

じ ぶ ん
ですることを⾔います

い    
。 

 ※14 共 助
きょうじょ

…⾃分
じ ぶ ん

だけではできないことを、周り
ま わ り

の⼈
ひと

に助けて
た す   

もらいながら
することを⾔います

い   
。 

 ※15 公
こう

助
じょ

…⾏ 政
ぎょうせい

などの⽀援
し え ん

のことを⾔います
い    

。 
 ※16 要援護者

ようえんごしゃ
…災害

さいがい
時
じ

に、ひとりでは避難
ひ な ん

や⽣活
せいかつ

ができない⼈
ひと

のことを
⾔います
い    

。 
 
 

●続きは裏⾯に書いてあります。 
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●３ページ⽬

め
 

 ※17 再整備
さ い せ い び

…今
いま

ある建物
たてもの

を、⼯事
こ う じ

をして、新しく
あ た ら   

することを⾔います
い    

。 
 ※18 地域

ち い き
移⾏
い こ う

…施設
し せ つ

や病 院
びょういん

で⽣活
せいかつ

している⼈
ひと

が、住みたい
す    

地域
ち い き

へ、⽣活
せいかつ

を
移す
う つ  

ことを⾔います
い    

。 
 ※19 検 証

けんしょう
…今

いま
までやってきたことが、それで良かった

よ    
のかどうかを確認

かくにん
す

ることを⾔います
い    

。 
 ※20 機能

き の う
…その建物

たてもの
などで⾏って

お こ な   
いる⽀援

し え ん
やサービス

さ ー び す
のことを⾔います

い    
。 

 ※21 拠点…⾊々
いろいろ

な活動
かつどう

をするときの重 要
じゅうよう

な場所
ば し ょ

のことを⾔います
い    

。 
 
●４ページ⽬

め
 

※22 医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

…医師
い し

や看護師
か ん ご し

など、病 院
びょういん

などで働いて
はたら   

いる⼈
ひと

のことを
⾔います
い    

。 
※23 バリアフリー

ば り あ ふ り ー
…障害者

しょうがいしゃ
や⾼齢者

こうれいしゃ
などが、⽣活

せいかつ
を送る

お く  
うえで、邪魔

じ ゃ ま
にな

るものを取り払う
と  は ら  

ことを⾔います
い    

。 
※24 施⾏

し こ う
…法律

ほうりつ
が出来た

で き  
あと、その内容

ないよう
を実際

じっさい
に始める

は じ   
ことを⾔います

い    
。 

 
●５ページ⽬

め
 

 ※25 再編
さいへん

…いまある取組み
と り く  

や関係
かんけい

を、⼀度
い ち ど

整理
せ い り

をして、もっと良く
よ  

するこ
とを⾔います

い    
。 

 ※26 職場
しょくば

定 着
ていちゃく

…今
いま

の会社
かいしゃ

で働き続ける
はたら つづ   

ことを⾔います
い    

。 
 ※27 ⼈材

じんざい
の確保

か く ほ
…⼈

ひと
が⾜りなく

た     
ならないように、確実

かくじつ
に⼈

ひと
を雇う

や と  
ことを

⾔います
い    

。 
 
●６ページ⽬

め
 

 ※28 連携
れんけい

…お互い
 た が  

に連絡
れんらく

をしっかりとりあって、⼀緒
いっしょ

の⽬ 標
もくひょう

に向かって
む    

、
⼀緒
いっしょ

に頑張る
が ん ば  

ことを⾔います
い    

。 
 ※29 効率的

こうりつてき
…無駄

む だ
がなく、もっと良く

よ  
していくことを⾔います

い    
。 

 
●７ページ⽬

め
 

 ※30 レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

…仕事
し ご と

などの疲れ
つ か  

を癒
い

やし、元気
げ ん き

を回復
かいふく

するために
おこなう活動

かつどう
のことを⾔います

い    
。 

※ 31  パラトリエンナーレ
ぱ ら と り え ん な ー れ

… 横浜市
よ こ は ま し

で ⾏って
お こ な   

い る ３年
 ね ん

に １度
 ど

の 芸 術
げいじゅつ

イベント
い べ ん と

のことを⾔います
い    

。 
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第
だい

Ⅰ 章
しょう

 計画
けいかく

の概要
がいよう

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 （１）計画
けいかく

期間
き か ん

                                                   

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 横浜市
よこはまし

では、障害
しょうがい

福祉
ふくし

施策
せさく

に係わる
かか

中
なか

・⻑期的
ちょうきてき

な計画
けいかく

である「障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷらん

」（以下
いか

「プラン
ぷらん

」といいます。）を、平成
へいせい

16年度
ねんど

に「第１期
だい  き

」、平成
へいせい

21年度
ねんど

に「第２期
だい  き

」として策定
さくてい

し、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が⾃⼰
じこ

選択
せんたく

・⾃⼰
じこ

決定
けってい

のできる社会
しゃかい

の構築
こうちく

という視点
してん

を中⼼
ちゅうしん

に、施策
せさく

を推進
すいしん

してきました。 

 このプラン
ぷらん

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基づく
もと

、横浜市
よこはまし

における障害者
しょうがいしゃ

に関する
かん

施策
しさく

の⽅向性
ほうこうせい

等
とう

を定める
さだ

基本的
きほんてき

な計画
けいかく

である「障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」と、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

に基づき
もと

、障害
しょうがい

福祉
ふくし

におけるサービス
さーびす

ごとに、必要
ひつよう

な利⽤
りよう

の⾒込み量
みこ   りょう

を定め
さだ

、その円滑
えんかつ

な実施
じっし

の確保
かくほ

を進めて
すす

い
くことを定める

さだ
「障害

しょうがい
福祉
ふくし

計画
けいかく

」の⼆つ
ふた

の性質
せいしつ

をもつ計画
けいかく

です。 

 第３期
だい   き

においても、引き続き
ひ   つづ

、横浜市
よこはまし

における施策
しさく

と、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さーびす

の連携
れんけい

を図って
はか

いく必要
ひつよう

があることから、この⼆つ
ふた

の計画
けいかく

を⼀体的
いったいてき

に策定
さくてい

していきます。 

 障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

は、特別
とくべつ

な存在
そんざい

ではなく、⼀⼈
ひとり

の市⺠
しみん

として、住み慣れた
す   な

地域
ちいき

で、当たり前
あ     まえ

の
ように⽣活

せいかつ
していけるまちを実現

じつげん
していくことが必要

ひつよう
です。 

 そのために、第３期
だい  き

では、「⾃⼰
じこ

選択
せんたく

・⾃⼰
じこ

決定
けってい

のもと、住み慣れた
す   な

地域
ちいき

で、安⼼
あんしん

して、
学び
まな

・育ち
そだ

・暮らして
く

いくことができるまち、ヨコハマ
よこはま

を⽬指す
めざ

」を基本
きほん

⽬標
もくひょう

として掲げ
かか

、
障害
しょうがい

福祉
ふくし

施策
せさく

を着実
ちゃくじつ

に進め
すす

ていきます。 

 第２期
だい   き

のプラン
ぷらん

は、平成
へいせい

21年度
ねんど

から 26年度
ねんど

までの６年間
  ねんかん

を計画
けいかく

期間
きかん

として策定
さくてい

しまし
た。 

 そして、24年度
ねんど

には、３年
  ねん

を１期
  き

として作成
さくせい

することとしている国
くに

の基本
きほん

⽅針
ほうしん

に基づき
もと

、
障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画
けいかく

部分
ぶぶん

を⾒直し
みなお

、第２期
だい  き

の改定版
かいていばん

を策定
さくてい

しました。 

 第３期
だい   き

についても、第２期
だい  き

と同じく
おな

、中
ちゅう

・⻑期的
ちょうきてき

なビジョン
びじょん

をもって施策
しさく

を進めて
すす

いく
ために、計画

けいかく
期間
きかん

を６年間
  ねんかん

として策定
さくてい

していきます。 

 また、障害
しょうがい

福祉
ふくし

計画部分
けいかくぶぶん

については、３年後
  ねんご

に⾒直す
み な お  

とともに、プラン
ぷらん

の進⾏
しんこう

管理
かんり

、進捗
しんちょく

についても、適宜
てきぎ

、評価
ひょうか

を⾏い
おこな

、当該
とうがい

施策
しさく

・事業
じぎょう

の必要性
ひつようせい

の検討
けんとう

、事業
じぎょう

規模
きぼ

や期間
きかん

等
など

を⾒直し
み な お  

ます。 

 さらに社会
しゃかい

情勢
じょうせい

やニーズ
にーず

の変化
へんか

に伴う
ともな

新しい
あたら

課題
かだい

に、柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

するための施策
しさく

の
再構築
さいこうちく

なども併せて
あわ

実施
じっし

します。 
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 （２）他
た

計画
けいかく

との関係性
かんけいせい

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

名称

構成

横浜市障害者プラン（第２期）

障害福祉計画 障害福祉計画

第３期　横浜市障害者プラン

障害福祉計画 障害福祉計画

障害者計画 障害者計画

見直しの実施 見直しの実施

横浜市
よこはまし

においては、個
こ

別法
べつほう

を根拠
こんきょ

とする福祉
ふくし

保健
ほけん

の分野
ぶんや

別
べつ

計画
けいかく

として、横浜市
よこはまし

⾼齢者
こうれいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

計画
けいかく

・介護
かいご

保険
ほけん

事業
じぎょう

計画
けいかく

（⽼⼈
ろうじん

福祉法
ふくしほう

、介護
かいご

保険法
ほけんほう

）、横浜市
よこはまし

⼦ども
こ   

・⼦育て
こ そ だ  

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

（仮称
かしょう

）（次
じ

世代
せ だ い

育成
いくせい

⽀援
し え ん

対策
たいさく

推進法
すいしんほう

、⼦ども
こ   

・⼦育て
こ そ だ  

⽀援法
しえんほう

）、健康
けんこう

横浜
よこはま

２１（健康
けんこう

増進法
ぞうしんほう

）があります。これに加えて
くわ

、横浜市
よこはまし

独⾃
どくじ

に「よこはま保健
ほけん

医療
いりょう

プラン
ぷらん

」という本市
ほんし

の保健
ほけん

医療
いりょう

施策
しさく

に関する
かん

総合的
そうごうてき

な計画
けいかく

があります。 
 また、横浜市

よこはまし
地域
ちいき

福祉
ふくし

保健
ほけん

計画
けいかく

では、「地域
ちいき

の視点
してん

から⾼齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

、⼦ども
こ

等
とう

の
対象者
たいしょうしゃ

や、保健
ほけん

の視点
してん

等
とう

に関する
かん

分野
ぶんや

別
べつ

計画
けいかく

に共通
きょうつう

する理念
りねん

、⽅針
ほうしん

、地域
ちいき

の取組
とりくみ

の推進
すいしん

⽅向
ほうこう

などを明⽰
めいじ

し、各対象者
かくたいしょうしゃ

全体
ぜんたい

の地域
ちいき

⽣活
せいかつ

の充実
じゅうじつ

を図る
はか

こと」を⽬指して
めざ

います。地区
ちく

別
べつ

計画
けいかく

の推進
すいしん

を通して
とお

、⾝近
みぢか

な地域
ちいき

での⾒守り
みまも

や⽀え合い
ささ  あ

の仕組みづくり
しく

など、誰
だれ

もが安⼼
あんしん

して⾃分
じぶん

らしく健やか
すこ

に暮らせる
く

地域づくり
ちいき

のための取組
とりくみ

を進めて
すす

います。 
 このように、障害

しょうがい
のあるなしに係わらず

かか
、地域

ちいき
での⽣活

せいかつ
を⽀援

しえん
するためには、⼈々

ひとびと
の

暮らし
く

の場
ば

である地域
ちいき

において、様々
さまざま

な取組
とりくみ

をそれぞれの関係性
かんけいせい

や相互
そうご

のつながり、全体
ぜんたい

の
総合性
そうごうせい

、連続性
れんぞくせい

といった視点
してん

で捉え
とら

、関連付けて
かんれんづ

⾏う
おこな

ことが、「地域
ちいき

福祉
ふくし

」の⼤事
だいじ

な視点
してん

で
す。 

 施策
しさく

の展開
てんかい

にあたっては、関係
かんけい

するそれぞれの分野
ぶんや

別
べつ

計画
けいかく

が、有機的
ゆうきてき

に連動
れんどう

していくこ
とによって、⼀層

いっそう
の効果

こうか
があがってきます。 

 ⾏政
ぎょうせい

分野
ぶんや

ごとの専⾨性
せんもんせい

を充実
じゅうじつ

させ、質
しつ

の⾼い
たか

施策
せさく

を展開
てんかい

していくとともに、関連
かんれん

する
分野
ぶんや

を意識
いしき

し、整合性
せいごうせい

を図りながら
はか

取り組む
と   く

ことを重視
じゅうし

していきます。 
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縦割り
た て わ

の福祉保健行政
ふ く し ほ け ん ぎ ょ う せ い

を

横断的
お う だ ん て き

に展開
て ん か い

する仕組み
し く

づくり

４プラン
ぷ ら ん

を横断的
お う だ ん て き

につなぐ基本
き ほ ん

の仕組
し く

みを

つくる。

・地区別計画
ち く べ つ け い か く

　　・地域ネットワーク
ち い き ね っ と わ ー く

・住民活動間
じ ゅ う み ん か つ ど う か ん

の横
よ こ

の連携支援
れ ん け い し え ん

・行政
ぎ ょ う せ い

、専門機関
せ ん も ん き か ん

・市民活動団体等
し み ん か つ ど う だ ん た い と う

の

　横
よ こ

の連携
れ ん け い

個別法
こ べ つ ほ う

により対象者
た い し ょ う し ゃ

のニーズ
に ー ず

に応
お う

じたサービ
さ ー び す

ス量
り ょ う

の整備等
せ い び と う

各
か く

プランの対象者
た い し ょ う し ゃ

の地域生活
ち い き せ い か つ

を支
さ さ

えるた

め、それぞれのプランが連携
れ ん け い

して進
す す

めるべき

取組等
と り く み と う

例
れ い

：○地域
ち い き

での見守り
み ま も

・支
さ さ

え合
あ

い

　　 ○身近
み じ か

な地域
ち い き

で参加
さ ん か

できる機会
き か い

の

　　　　充実
じ ゅ う じ つ

　等
な ど

横浜市
よ こ は ま し

地域福祉活動計画
ち い き ふ く し か つ ど う け い か く

第３期
だ い き

横浜市
よ こ は ま し

地域福祉保健計画
ち い き ふ く し ほ け ん け い か く

横浜市
よ こ は ま し

地域福祉保健計画
ち い き ふ く し ほ け ん け い か く

横
浜
市
障
害
者
プ
ラ
ン

よ

こ

は

ま

し

し

ょ

う

が

い

し

ゃ

ぷ

ら

ん

横
浜
市

よ

こ

は

ま

し

子こ

ど
も
・
子
育
て

こ

そ

だ

　

支
援
事
業
計
画

し

え

ん

じ

ぎ

ょ

う

け

い

か

く

（
仮
称

か

し

ょ

う

）

健
康
横
浜

け

ん

こ

う

よ

こ

は

ま

地域福祉保健計画
ち い き ふ く し ほ け ん け い か く

と福祉保健
ふ く し ほ け ん

４プラン
ぷ ら ん

との関係
か ん け い

横
浜
市
高
齢
者

よ

こ

は

ま

し

こ

う

れ

い

し

ゃ

保
健
福
祉
計
画

ほ

け

ん

ふ

く

し

け

い

か

く

・

介
護
保
険
事
業
計
画

か

い

ご

ほ

け

ん

じ

ぎ

ょ

う

け

い

か

く

２１

【他
た

計画
けいかく

との関係性
かんけいせい

】 

※地域
ち い き

福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

計画
けいかく

から抜粋
ばっすい

（一部
い ち ぶ

改訂
かいてい

） 
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 第３期
だい   き

では、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の⽣活
せいかつ

を『
「

５つのテーマ
てーま

』に分類
ぶんるい

しました。テーマ
てーま

１では「出会う
であ

・ 
 「住む

す
、そして暮らす

く
」では、住まい

す
・暮らし

く
、テーマ

てーま
３「毎⽇

まいにち
を安⼼

あんしん
して健やか

すこ
に過ごす

すごす
」 

 療育
りょういく

・教育
きょういく

・⼈材
じんざい

の確保
かくほ

・育成
いくせい

、最後
さいご

に、テーマ
てーま

５「働く
はたら

・活動
かつどう

する・余暇
よか

を楽しむ
たの

」では、 
 基本

きほん
⽬標
もくひょう

の達成
たっせい

に向けて
む

、各テーマ
かくてーま

の連携
れんけい

を図りながら
はか

、施策
せさく

を進めて
すす

いきます。（詳細
しょうさい

は 
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  つながる・助け合う
たす   あ

」として、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

・相談
そうだん

⽀援
しえん

・情報
じょうほう

の保障
ほしょう

・災害
さいがい

対策
たいさく

、テーマ
てーま

２の 
  として、健康

けんこう
医療
いりょう

・バリアフリー
ばりあふりー

・権利
けんり

擁護
ようご

、テーマ
てーま

４「いきる⼒
ちから

を学び
まな

・育む
はぐ

」として、 
  就労

しゅうろう
・福祉的

ふくしてき
就労
しゅうろう

・⽇中
にっちゅう

活動
かつどう

・⽂化
ぶんか

・スポーツ
すぽーつ

・レクリエーション
れくりえーしょん

を位置づけました
いち

。 
  各テーマ

かくてーま
のページ

ぺーじ
をご覧

  らん
ください。） 
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（１）共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
  じつげん

に向け
 む

て…                                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に係わる
かか

主
おも

な動き
うご

としては、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に必要
ひつよう

な制度
せいど

改⾰
かいかく

を
⾏う
おこな

ために内閣
ないかく

に設置
せっち

された「障
しょう
がい者

しゃ
制度
せいど

改⾰
かいかく

推進
すいしん

会議
かいぎ

」にて、基本的
きほんてき

な⽅向
ほうこう

の検討
けんとう

を
進め
すす

、平成
へいせい

22年
ねん

６⽉
  がつ

に「第⼀次
だいいちじ

意⾒
いけん

」、同年
どうねん

12⽉
がつ

に「第⼆次
だいにじ

意⾒
いけん

」をまとめました。 
 その意⾒

いけん
を受け

う
「相互

そうご
に個性

こせい
の差異

さい
と多様性

たようせい
を尊重

そんちょう
し、⼈格

じんかく
を認め合う

みと   あ
共⽣
きょうせい

社会
しゃかい

を
実現
じつげん

」を掲げる
かか

ことや、その考え
かんが

を基
もと

にした「障害者
しょうがいしゃ

制度
せいど

改⾰
かいかく

の基本的
きほんてき

⽅向
ほうこう

と今後
こんご

の
進め⽅
すす  かた

」や「横断的
おうだんてき

課題
かだい

における改⾰
かいかく

の基本的
きほんてき

⽅向
ほうこう

と今後
こんご

の進め⽅
すす  かた

」が閣議
かくぎ

決定
けってい

されま 
した。 
 そして、障害者

しょうがいしゃ
権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

に沿った
そ

障害者
しょうがいしゃ

施策
せさく

の推進
すいしん

を図る
はか

ため、「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」が差別
さべつ

の禁⽌
きんし

や防災
ぼうさい

及び
およ

防犯
ぼうはん

などを盛り込む形
かたち

での改正
かいせい

となり、平成
へいせい

23年
ねん

８⽉
  がつ

に
施⾏
しこう

されました。 
  

また、平成
へいせい

24年
ねん

６⽉
  がつ

に、虐待
ぎゃくたい

を発⾒
はっけん

した⼈
ひと

の通報
つうほう

を義務付け
ぎむづ

、⾃治体
じちたい

などが調査
ちょうさ

・保護
ほご

を⾏う
おこな

仕組み
しく

の構築
こうちく

など、障 害者
しょうがいしゃ

に対する
たい

⽀援
しえん

のための措置
そち

を盛り込んだ
も   こ

「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防⽌法
ぼうしほう

」が成⽴
せいりつ

しました。そして、平成
へいせい

25年
ねん

６⽉
  がつ

には、障害者
しょうがいしゃ

への差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか

の禁⽌
きんし

に
ついて、⾃治体

じちたい
・⺠間事

みんかんじ
業者
ぎょうしゃ

ともに法的
ほうてき

義務
ぎむ

を設け
もう

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

の禁⽌
きんし

を、⾃治体
じちたい

には法的
ほうてき

義務
ぎむ

、⺠間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

には努⼒
どりょく

義務
ぎむ

として盛り込んだ
も    こ

「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

」が制定
せいてい

されました。このように、近年
きんねん

は「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」の他
ほか

にも多く
おお

の制度
せいど

改⾰
かいかく

が⾏われました
おこな

。 
そして、これらの制度

せいど
改⾰
かいかく

を受け
う

、平成
へいせい

19年
ねん

９⽉
  がつ

に障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

に署名
しょめい

していた
状況
じょうきょう

から、平成
へいせい

26年
ねん
１⽉
  がつ

には批准
ひじゅん

をし、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

の実現
じつげん

に向けた
む

取組
とりくみ

を⼀層
いっそう

強化
きょうか

するための歩み
あゆ

を進め
すす

ています。 

            
※参考⽂献 
 平成 25 年度版 障害者⽩書 
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（２）自己
じ こ

決定
けってい

・自己
じ こ

選択
せんたく

による地域
ち い き

生活
せいかつ

へ…                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さーびす

の動向
どうこう

については、近年
きんねん

、地域
ちいき

⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

を主眼
しゅがん

として、市町村
しちょうそん

を中⼼
ちゅうしん

にサービス
さーびす

提供
ていきょう

を⾏う
おこな

体制
たいせい

を構築
こうちく

してきました。 
 まずは、平成

へいせい
15年

ねん
の⽀援費

しえんひ
制度
せいど

の成⽴
せいりつ

により、それまでの⾏政
ぎょうせい

の「措置
そち

制度
せいど

」による「施設
しせつ

収容型
しゅうようがた

の福祉
ふくし

」から、ノーマライゼーション
のーまらいぜーしょん

の理念
りねん

のもとに在宅
ざいたく

福祉
ふくし

サービス
さーびす

を進める
すす

、
利⽤者
りようしゃ

本⼈
ほんにん

の「契約
けいやく

制度
せいど

」へと考え⽅
かんが かた

が転換
てんかん

されました。その後
ご

、障害者
しょうがいしゃ

が⾃⽴
じりつ

した⽇常
にちじょう

⽣活
せいかつ

または社会
しゃかい

⽣活
せいかつ

を営む
いとな

ことができるようにと、平成
へいせい

18年
ねん

４⽉
  がつ

から「障害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じりつ

⽀援法
しえんほう

」が施⾏
せこう

され、⾝体
しんたい

・知的
ちてき

・精神
せいしん

の三
さん

障害
しょうがい

共通
きょうつう

の仕組み
しく

でのサービス
さーびす

提供
ていきょう

が開始
かいし

されました。 
  

この「障害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じりつ

⽀援法
しえんほう

」では、地域
ちいき

移⾏
いこう

の促進
そくしん

・就労
しゅうろう

⽀援
しえん

の強化
きょうか

などが盛り込まれた
も   こ

ものの、これまでにない改⾰
かいかく

であったことから、法
ほう

の定着
ていちゃく

を図る
はか

ため、幾つ
いく

かの施策
しさく

が取ら
と

れました。 
 また、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
や個々

ここ
のニーズ

にーず
に基づいた

もと
地域
ちいき

⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

体系
たいけい

の整備
せいび

を図る
はか

ため、「障
しょう
がい者

しゃ
制度
せいど

改⾰
かいかく

推進
すいしん

会議
かいぎ

」で検討
けんとう

を重ねました
かさ

。そして、平成
へいせい

23年
ねん

８⽉
  がつ

には⾻格
こっかく

提⾔
ていげん

としてまとめ、それらを踏まえた
ふ

うえで、「障害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じりつ

⽀援法
しえんほう

」の⼀部
い ち ぶ

を改正
かいせい

し「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

（通称
つうしょう

）」と名 称
めいしょう

を変更
へんこう

する内容
ないよう

を含む
ふく

、「地域
ちいき

社会
しゃかい

における共⽣
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む

新た
あらた

な障害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

施策
しさく

を講
こう
ずるための関係

かんけい
法律
ほうりつ

の整備
せいび

に関する
かん

法律
ほうりつ

」が平成
へいせい

25年
ねん

４⽉
  がつ

より施⾏
せこう

されました。 
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年月
ねんげつ

 国
くに

の動き
うご

 

平成
へいせい

18年
ねん

４月
がつ

 
「障害者

しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

」施行
しこう

 

（３障害
しょうがい

一元化
いちげんか

 障害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

導入
どうにゅう

 等
とう

） 

平成
へいせい

19年
ねん

９月
がつ

 「障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関する
かん

条約
じょうやく

」に署名
しょめい

 

平成
へいせい

22年
ねん

12月
がつ

 
「障 害 者

しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」改正
かいせい

 

（発達
はったつ

障害
しょうがい

が対象
たいしょう

として明確化
めいかくか

） 

平成
へいせい

23年
ねん

８月
がつ

 
「障 害 者

しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」改正
かいせい

 

（差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

、教育
きょういく

の配慮
はいりょ

 等
とう

） 

平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

 「障 害 者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」施行
し こ う

 

平成
へいせい

25年
ねん

４月
がつ

 

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」一部
いちぶ

施行
しこう

 

（難病
なんびょう

の追加
ついか

 地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の追加
ついか

等
とう

） 

「障 害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調 達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

」施行
し こ う

 

（国
くに

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

は、調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

を策定
さくてい

することとする。） 

障害者
しょうがいしゃ

の法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の引き上げ
ひ  あ  

 

（民間
みんかん

1.8％→２％、行政
ぎょうせい

2.1％→2.3％に引き上げ
ひ    あ

） 

平成
へいせい

25年
ねん

６月
がつ

 

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

推進法
すいしんほう

」成立
せいりつ

 

（Ｈ28年
ねん

４月
   がつ

～施行
しこう

予定
よてい

） 

（差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか

の禁止
きんし

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

の禁止
きんし

） 

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

」の改正
かいせい

 

（Ｈ28年
ねん

４月
  がつ

～施行
しこう

予定
よてい

：雇用
こよう

分野
ぶんや

における差別
さべつ

の禁止
きんし

） 

（Ｈ30年
ねん

４月
  がつ

～施行
しこう

予定
よてい

：精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の算出
さんしゅつ

に加える
くわ

 

等
とう

） 

平成
へいせい

26年
ねん

１月
がつ

 「障 害 者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

」批准
ひじゅん

 

平成
へいせい

26年
ねん

４月
がつ

 

「精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

」改正
かいせい

 

（保護者
ほ ご し ゃ

制度
せ い ど

の廃止
は い し

） 

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」施行
せこう

 

（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

一元化
いちげんか

・障害
しょうがい

支援
しえん

区分
くぶん

へ変更
へんこう

） 
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AE第 E

だい

AⅡAE章 E

しょう

A AE横浜市 E

よこはまし

Aの AE障害 E

しょうがい

AAE福祉 E

ふくし

Aについて 

             (AE当事者 E

とうじしゃ

AAE活動 E

かつどう

AAE支援 E

しえん

Aの AE視点 E

してん

Aから)  

 （１）AE横浜市 E

よ こ は ま し

Aの AE障害 E

しょうがい

AAE施策 E

し さ く

Aの AE歴史 E

れ き し

A                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 昭和
しょうわ

40年代
ねんだい

は、教育
きょういく

委員会
いいんかい

が学齢期
がくれいき

に達した
たっ

⼦
こ

の保護者
ほごしゃ

に対し
たい

、その⼦
こ

を学校
がっこう

に就学
しゅうがく

させる義務
ぎむ

を猶予
ゆうよ

または免除
めんじょ

する法律
ほうりつ

が、障害児
しょうがいじ

に適⽤
てきよう

されていた時代
じだい

でした。 
 そのような状況下

じょうきょうか
においても、横浜市

よこはまし
には、数える

かぞ
ほどの知的

ちてき
障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

施設
しせつ

しかなく、
公設
こうせつ

の「ときわ学園
がくえん

」や「さざんか学園
がくえん

」に、就学
しゅうがく

猶予
ゆうよ

・免除
めんじょ

されたこどもたちの⼀部
いちぶ

が
通って
とお

おり、多く
おお

は「家族
かぞく

が⾯倒
めんどう

を⾒る
み

」というような時代
じだい

でした。 
 また、平成

へいせい
５年度
  ねんど

に、知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

に⼤都市
だいとし

特例
とくれい

として、権限
けんげん

が政令
せいれい

指定
してい

都市
とし

に委譲
いじょう

されるまでは、障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の責務
せきむ

は都道府県
とどうふけん

にあり、横浜市
よこはまし

として独⾃
どくじ

に施策
しさく

を展開
てんかい

して
いくことが難しい

むずか
時代
じだい

でもありました。 
 このような時代

じだい
の中

なか
で、横浜

よこはま
市内
しない

で障害児
しょうがいじ

の親
おや

たちが⽴ち上がり
た    あ

、障害児
しょうがいじ

の療育
りょういく

・
レクリエーション
れくりえーしょん

や親
おや

の学習会
がくしゅうかい

などを⾏う
おこな

「地域
ちいき

訓練会
くんれんかい

」、成⼈
せいじん

した障害者
しょうがいしゃ

の⽇中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

として「地域
ちいき

作業所
さぎょうじょ

」を⽴ち上げて
た    あ

活動
かつどう

を進め
すす

ました。その後
そ の ご

、地域
ち い き

で暮らし続けられる
く   つ づ     

住まい
す   

について、⾏ 政
ぎょうせい

と共
とも

に検討
けんとう

を重ね
か さ  

、「グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

」の制度化
せ い ど か

へつながっていき
ます。 

これらの活動
かつどう

に対する
たい

助成
じょせい

制度
せいど

創設
そうせつ

の要望
ようぼう

をいただき、横浜市
よこはまし

としても必要
ひつよう

な⽀援
しえん

とし
て、運営費

うんえいひ
の助成

じょせい
を開始

かいし
しました。 

そして、この活動
かつどう

の中⼼
ちゅうしん

にあったのが、重い
おも

障害者
しょうがいしゃ

の家族
かぞく

によって設⽴
せつりつ

された「横浜市
よこはまし

在宅
ざいたく

障害児
しょうがいじ

援護
えんご

協会
きょうかい

*₁」（以下
いか

「在援協
ざいえんきょう

」と⾔います
い

。）であり、横浜市
よこはまし

は、この在援協
ざいえんきょう

に補助
ほじょ

を⾏い
おこな

、在援協
ざいえんきょう

が各訓練会
かくくんれんかい

や地域
ちいき

作業所
さぎょうしょ

へ補助
ほじょ

⾦
きん

として、助成
じょせい

を⾏って
おこな

きました。 

                        

※１…重い
おも

障害
しょうがい

のある⼈
ひと

の家族
かぞく

によって、1973年
ねん

(昭和
しょうわ

48年
ねん

)に設⽴
せつりつ

されました。設⽴
せつりつ

当時
とうじ

、障害児
しょうがいじ

の保育
ほいく

活動
かつどう

グループ
ぐるーぷ

(地域
ちいき

訓練会
くんれんかい

)の⽀援
しえん

に⼒
ちから

を注いで
そそ

いましたが、その後
     ご

は地域
ちいき

作業所
さぎょうしょ

、地域
ちいき

活動
かつどう

ホーム
ほーむ

といった⽇中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を⽀援
しえん

しながら、暮らし
く

の場
ば

であるグループホーム
ぐるーぷほーむ

へとその⽀援
しえん

の範囲
はんい

を
広げ
ひろ

、総合的
そうごうてき

に障害児者
しょうがいじしゃ

の地域
ちいき

⽣活
せいかつ

を推進
すいしん

してきました。 
（社会

しゃかい
福祉
ふ く し

法⼈
ほうじん

 横浜市
よ こ は ま し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

のＨＰから引⽤
いんよう

） 
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 （２）AE横浜市 E

よ こ は ま し

Aの AE独自 E

ど く じ

AAE施策 E

し さ く

Aの AE展開 E

て ん か い

A                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 当事者
とうじしゃ

の活動
かつどう

の広がり
ひろ

を受け
う

、より安定的
あんていてき

な活動
かつどう

場所
ばしょ

の確保
かくほ

が必要
ひつよう

となってきたことか
ら、運営

うんえい
団体
だんたい

と横浜市
よこはまし

の助成⾦
じょせいきん

をもとに「障害者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

活動
かつどう

ホーム
ほーむ

」の建設
けんせつ

を開始
かいし

し、昭和
しょうわ

55年
ねん

から平成
へいせい

６年
  ねん

までの間
あいだ

に、市内
しない

で 23か所
かしょ

建設
けんせつ

しました。 
 この地域

ちいき
活動
かつどう

ホーム
ほーむ

の⽬的
もくてき

は、当初
とうしょ

の「地域
ちいき

の活動
かつどう

の場
ば

」の充実
じゅうじつ

でしたが、活動
かつどう

の広がり
ひろ

を受けて
う

「地域
ちいき

⽣活
せいかつ

の拠点
きょてん

」へと転換
てんかん

していきました。そのような転換
てんかん

の中
なか

で、運営
うんえい

委員会
いいんかい

の統合
とうごう

や職 員
しょくいん

体制
たいせい

の⼀体化
いったいか

等
とう

による運営
うんえい

体制
たいせい

の効率化
こうりつか

や、「障害者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

活動
かつどう

ホーム
ほーむ

」の
機能
きのう

充実
じゅうじつ

が求められて
もと

きたことから、平成
へいせい

７年度
  ねんど

から夜間
や か ん

の介助
かいじょ

や⾒守り
み ま も り

を⾏う
おこなう

「ショートステイ
し ょ ー と す て い

事業
じぎょう

」等
など

を始めた
はじ

ことで「機能
き の う

強化
きょうか

」が⾏われ
おこな   

ました。平成
へいせい

25年
ねん

10⽉
がつ

ま
でで、すべての地域

ちいき
活動
かつどう

ホーム
ほーむ

に⾏われ
おこな

、形
かたち

を「機能
きのう

強化型
きょうかがた

地域
ちいき

活動
かつどう

ホーム
ほーむ

」（以下
いか

「地
ち

活
かつ

ホーム
ほーむ

」といいます。）と変え
か

てきました。 
 しかし、障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
が、⾃宅

じ た く
での⽣活

せいかつ
から、地域

ち い き
での⽣活

せいかつ
へ転換

てんかん
していく中

なか
で、地

ち
活
かつ

ホーム
ほ ー む

が地域
ち い き

の拠点
きょてん

として全て
す べ  

を担って
に な   

いくには、施設
し せ つ

や事業
じぎょう

の規模
き ぼ

が⼩さい
ち い   

ために、⾮常
ひじょう

に困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

が発⽣
はっせい

してきました。 
 そこで、この地

ち
活
かつ

ホーム
ほ ー む

の「発展形
はってんけい

」として、施設
し せ つ

や事業
じぎょう

の規模
き ぼ

を拡⼤
かくだい

した地域
ち い き

⽣活
せいかつ

の拠点
きょてん

として、平成
へいせい

11年
ねん

から「社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法⼈型
ほうじんがた

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

」（以下
い か

「法⼈型地
ほうじんがたち

活
かつ

ホーム
ほ ー む

」と
⾔います
い    

。）の設置
せ っ ち

を開始
か い し

しました。 

 この法⼈型地
ほうじんがたち

活
かつ

ホーム
ほーむ

では、相談
そうだん

⽀援
しえん

事業
じぎょう

として専任
せんにん

の職員
しょくいん

配置
はいち

やショートステイ
しょーとすてい

の
機能
きのう

など、多彩
たさい

な機能
きのう

を備えて
そな

います。 
 平成

へいせい
25年

ねん
３⽉
  がつ

には、市内
しない

各区
かくく

１館
かん

整備
せいび

を完了
かんりょう

し、地域
ちいき

⽣活
せいかつ

の拠点
きょてん

としての役割
やくわり

を担い
にな

、
活動
かつどう

を進めて
すす

います。 
 また、精神

せいしん
障害者
しょうがいしゃ

への地域
ちいき

⽣活
せいかつ

を⽀援
しえん

する拠点
きょてん

として、平成
へいせい

11 年から⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

センター
せんたー

の整備
せいび

も進めて
すす

きました。 
これには、精神

せいしん
障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

の中
なか

で居場所
いばしょ

がなく、家
いえ

にずっといて、家族
かぞく

を含めて
ふく

障害
しょうがい

の状況
じょうきょう

を伝える
つた

ことができないという状況
じょうきょう

が続いて
つづ

いたという背景
はいけい

がありました。 
よって、この⽣活

せいかつ
⽀援
しえん

センター
せんたー

には、相談
そうだん

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

や居場所
いばしょ

の提供
ていきょう

などのサービス
さーびす

提供
ていきょう

から地域
ちいき

交流
こうりゅう

まで、様々
さまざま

な機能
きのう

を備え
そな

、平成
へいせい

25年
ねん

３⽉
  がつ

に市内
しない

各区
かくく

に１館
かん

整備
せいび

が完了
かんりょう

し、
精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

への地域
ちいき

⽣活
せいかつ

を⽀える
ささ

拠点
きょてん

として、活動
かつどう

を進め
すす

ています。 
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【AE横浜市 E

よ こ は ま し

Aの AE歴史 E

れ き し

A】 
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【AE平成 E

へいせい

A21AE年度 E

ねんど

AAE以降 E

いこう

Aの AE横浜市 E

よこはまし

Aの AE障害 E

しょうがい

AAE福祉 E

ふ く し

AAE施策 E

せ さ く

A】 

AE年月 E

ねんげつ

 AE横浜市 E

よこはまし

Aの AE経緯 E

け い い

 

AE平成 E

へいせい

A21AE年 E

ね ん

A４AE月 E

が つ

 AE第２期 E

だい   き

A AE障害者 E

しょうがいしゃ

AAEプラン E

ぷらん

A AE策定 E

さくてい

 

AE平成 E

へいせい

A22AE年 E

ね ん

A４AE月 E

が つ

 
A E在宅 E

ざいたく

AA E心身 E

しんしん

AA E障害者 E

しょうがいしゃ

AA E手当 E

てあて

Aを A E廃止 E

はいし

Aし、 A E平成 E

へいせい

A21A E年度 E

ねんど

Aから A E実施 E

じっし

Aしていた A

Eプロジェクト E

ぷろじぇくと

AAE内容 E

ないよう

Aを AE踏まえて E

ふ

A「AE将来 E

しょうらい

Aにわたるあんしん AE施策 E

せさく

A」を AE開始 E

かいし

 

A E平成 E

へいせい

A22A E年 E

ね ん

A10A

E月 E

が つ

 
AE後見的 E

こうけんてき

AAE支援 E

しえん

AAE制度 E

せいど

Aを AE４区 E

  く

Aで AE開始 E

かいし

 

AE平成 E

へいせい

A24AE年 E

ね ん

A４AE月 E

が つ

 
AE第２期 E

だ い  き

A A E障害者 E

しょうがいしゃ

AAEプラン E

ぷ ら ん

A AE改定版 E

かいていばん

Aを AE策定 E

さくてい

 

AE神奈川県 E

か な が わ け ん

Aから AE事業者 E

じぎょうしゃ

AAE指定 E

し て い

AAE業務 E

ぎょうむ

Aが AE移管 E

い か ん

Aされる 

A E平成 E

へいせい

A24A E年 E

ね ん

A10A

E月 E

が つ

 

AE横浜市 E

よこはまし

AAE障害者 E

しょうがいしゃ

AAE虐待 E

ぎゃくたい

AAE防止 E

ぼうし

AAEセンターE

せんたー

Aの AE開設 E

かいせつ

 

AE多機能型 E

た き の う が た

AAE拠点 E

きょてん

AAE１か所目 E

   し ょ め

Aが AE開所 E

かいしょ

 

AE平成 E

へいせい

A25AE年 E

ね ん

A３AE月 E

が つ

 

AE後見的 E

こうけんてき

AAE支援 E

しえん

AAE制度 E

せいど

Aを AE新た E

あら

Aに AE３区 E

  く

Aで AE開始 E

かいし

Aし、AE計７区 E

けい  く

Aとする 

AE社会 E

しゃかい

AAE福祉 E

ふくし

AAE法人型 E

ほうじんがた

AAE地域 E

ちいき

AAE活動 E

かつどう

AAEホーム E

ほーむ

Aの AE市内 E

しない

A18AE区 E

く

AAE整備 E

せいび

AAE完了 E

かんりょう

 

AE生活 E

せいかつ

AAE支援 E

しえん

AAEセンターE

せんたー

Aの AE市内 E

しない

A18AE区 E

く

AAE整備 E

せいび

AAE完了 E

かんりょう

 

AE平成 E

へいせい

A25AE年 E

ね ん

A４AE月 E

が つ

 

「AE移動 E

い ど う

AAE支援 E
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ね ん
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が つ
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A） 
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しょうがいしゃ

AAE就労 E

しゅうろう
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表１　横浜市人口と障害者手帳所持者数の比較

（３月末時点、ただし、横浜市人口のみ４月１日時点。以下同様）（人）

２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年

3,659,010 3,672,985 3,686,481 3,688,624 3,693,788 3,702,093

89,607 90,322 91,605 94,291 96,114 98,706

18,674 19,751 20,807 21,864 23,005 24,171

17,304 19,152 20,912 22,785 24,538 26,475

125,585 129,225 133,324 138,940 143,657 149,352

知的障害者

横浜市人口における障害者
手帳所持者数割合

3.43% 3.52% 3.62% 3.77% 3.89% 4.03%

手帳所持者全体

精神障害者

横浜市人口

身体障害者

表２　横浜市人口と障害者手帳所持者数の増加数の比較 （人）

２１～２２年 ２２～２３年 ２３～２４年 ２４～２５年 ２５～２６年
13,975 13,496 2,143 5,164 8,305
(0.38%) (0.37%) (0.06%) (0.14%) (0.22%)

3,640 4,099 5,616 4,717 5,695
(2.90%) (3.17%) (4.21%) (3.39%) (3.96%)

横浜市人口増加数

手帳所持者の増加数

（増加率）

（増加率）

 横浜市
よこはまし

発⾏
はっこう

の各障害者
かくしょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

（⾝体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

・愛
あい

の⼿帳
てちょう

（療 育
りょういく

⼿帳
てちょう

）・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

⼿帳
てちょう

）の平成
へいせい

26年
ねん

３⽉
  がつ

末
まつ

時点
じてん

での所持者数
しょじしゃすう

の合計
ごうけい

は、約
やく

１４万９千⼈
    まん  せんにん

（横浜市
よこはまし

全体
ぜんたい

⼈⼝⽐
じんこうひ

で４.０３％）となっています。  
 表

ひょう
１によると２１年

    ねん
の約

やく
12万５千⼈

まん  せんにん
から、現在

げんざい
までに、約

やく
２万３千⼈
  まん  せんにん

増加
ぞうか

したという
ことになり（増加率

ぞうかりつ
約
やく

１８．9％）、年々
ねんねん

所持者数
しょじしゃすう

が伸びて
の

いることが分かります
わ

。  
 また、表

ひょう
２からわかるように、障害者

しょうがいしゃ
⼿帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の増加率
ぞうかりつ

については、ここ数年
すうねん

３％
から４％の間

あいだ
で推移

すいい
しており、横浜市

よこはまし
⼈⼝
じんこう

の増加率
ぞうかりつ

と⽐べて
くら

も⼤きい
おお

ことから、障害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

所持
しょじ

者
しゃ

の割合
わりあい

が増えて
ふ

きているといえます。今後
こんご

も障害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の割合
わりあい

は
増えて

ふ
いくことが推測

すいそく
されます。  
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図１ 市人口と手帳所持者の増加数の推移
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図２ 市人口と手帳所持者の増加率の推移

人口の増加率 手帳所持者の増加率
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表３　身体障害者手帳　障害状況別推移 各年３月末時点（人）

２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年

6,276 6,227 6,177 6,400 6,441 6,435

7,582 7,630 7,764 7,987 8,083 8,321

49,146 49,408 49,647 50,706 51,519 52,813

25,717 26,172 27,132 28,252 29,114 30,173

89,607 90,322 91,605 94,291 96,114 98,706

964

内部障害

計

肢体不自由

885 946

視覚障害

聴覚･平衡機能障害

957886 885音声・言語・そしゃく機
能障害

表４　身体障害者手帳所持者数　年齢別推移 　各年度　３月末時点（人）

２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年
2,385 2,367 2,383 2,423 2,425 2,469
(2.7%) (2.6%) (2.6%) (2.6%) (2.5%) (2.5%)

30,512 29,997 30,197 30,332 29,702 29,509
(34.1%) (33.2%) (33.0%) (32.2%) (30.9%) (29.9%)

56,710 57,958 59,025 61,536 63,987 66,728

(63.3%) (64.2%) (64.4%) (65.3%) (66.6%) (67.6%)

89,607 90,322 91,605 94,291 96,114 98,706計

18歳未満
（下段：全体に占める割合）

18～65歳未満
（下段：全体に占める割合）

65歳以上
（下段：全体に占める割合）

 表
ひょう

３によると、⼿帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、肢体
したい

不⾃由
ふじゆう

が最も
もっと

多く
おお

、次いで
つ

、内部
ないぶ

障害
しょうがい

となって
おり、各障害

かくしょうがい
も年々

ねんねん
増加
ぞうか

しています。  
また、表

ひょう
４からわかるように、18歳

さい
から 65歳

さい
未満
みまん

の⼈数
にんずう

が横ばい
よこ

となっているのに
対して
たい

、65歳
さい

以上
いじょう

の⼈数
にんずう

は、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しています。  
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図３ 身体障害者 障害状況別推移
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音声・言語・そしゃく機能障害
肢体不自由
内部障害

‐

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年

（人）

図４ 身体障害者 年齢別推移

18歳未満 18～65歳未満

65歳以上
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Aの AE手帳 E

て ち ょ う
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表５　愛の手帳　障害程度別推移 各年３月末時点（人）

２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年

4,062 4,211 4,351 4,502 4,629 4,775
4,151 4,258 4,383 4,487 4,617 4,706
4,487 4,669 4,829 5,004 5,164 5,366
5,974 6,613 7,244 7,871 8,595 9,324

18,674 19,751 20,807 21,864 23,005 24,171

※参考　Ａ１…IQ20以下、A２…IQ21～35、B1…IQ36～50、B2…51～75

計

Ａ２

Ｂ１

Ｂ２

Ａ１

表６　愛の手帳所持者数の年齢別推移 各年３月末時点（人）

２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年

7,059 7,508 7,941 8,315 8,761 9,172
(37.8%) (38.0%) (38.2%) (38.0%) (38.1%) (37.9%)

11,173 11,770 12,377 13,010 13,636 14,312
(59.8%) (59.6%) (59.5%) (59.5%) (59.3%) (59.2%)

442 473 489 539 608 687
(2.4%) (2.4%) (2.4%) (2.5%) (2.6%) (2.8%)

18,674 19,751 20,807 21,864 23,005 24,171計

18歳未満
（下段：全体に占める割合）

18～65歳未満
（下段：全体に占める割合）

65歳以上
（下段：全体に占める割合）

 表
ひょう

５によると、26年
ねん

３⽉
  がつ

末
まつ

時点
じてん

では、21年
ねん

と⽐べ
くら

、５千５百⼈
  せん ひゃくにん

以上
いじょう

増え
ふ

ています。
中でも
なか

、Ｂ２の⼿帳
てちょう

を所持
しょじ

している⽅
かた

が、約
やく

３千３百⼈
  せん  ひゃくにん

と、全体
ぜんたい

の増加数
ぞうかすう

の約
やく

６割
  わり

を占め
し

ています。   
また、表

ひょう
６からわかるように、全体

ぜんたい
の所持者数

しょじしゃすう
における各年齢

かくねんれい
の所持者数

しょじしゃすう
の割合

わりあい
は、こ

の６年間
  ねんかん

を通して
とお

、ほぼ横ばい
よこ

となっています。  
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図６ 愛の手帳 年齢別推移
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表８　精神障害者保健福祉手帳所持者の年齢別推移 各年３月末時点（人）

２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年

139 180 234 298 408 493
(0.8%) (0.9%) (1.1%) (1.3%) (1.7%) (1.9%)

15,111 16,649 18,156 19,663 20,952 22,355
(87.3%) (86.9%) (86.8%) (86.3%) (85.4%) (84.4%)

2,054 2,323 2,522 2,824 3,178 3,627
(11.9%) (12.1%) (12.1%) (12.4%) (13.0%) (13.7%)

17,304 19,152 20,912 22,785 24,538 26,475
※精神障害者保健福祉手帳については、１８歳未満での統計を取っていないため、２０未満としています。

20歳未満
（下段：全体に占める割合）

20～65歳未満
（下段：全体に占める割合）

65歳以上
（下段：全体に占める割合）

計

 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

の３障害
しょうがい

の⼿帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

のうち、この５年間
  ねんかん

でもっと
も増加

ぞうか
してきているのが、精神

せいしん
障害
しょうがい

です。表
ひょう

７からわかるように、26年
ねん

３⽉
  がつ

末
まつ

時点
じてん

では、
21年

ねん
と⽐べ

くら
、９千⼈

  せんにん
以上
いじょう

増え
ふ

ており、特
とく

に２級
 きゅう

が約
やく

５千⼈
  せんにん

（約
やく

１．５倍
      ばい

）増え
ふ

ています。  

 また、表
ひょう

８からわかるように、20歳
さい

〜65歳
さい

未満
みまん

の所持者数
しょじしゃすう

が⼤きく
おお

増加
ぞうか

してきている
傾向
けいこう

に対し
たい

、20歳
さい

未満
みまん

の所持者数
しょじしゃすう

はほぼ横ばい
よこ

、65歳
さい

以上
いじょう

の所持者数
しょじしゃすう

は、若⼲
じゃっかん

の増加
ぞうか

と
いう傾向

けいこう
となっています。  
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図７ 精神障害者 等級別推移
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図８ 精神障害者 年齢別推移

20歳未満 20～65歳未満 65歳以上

表７　精神障害者保健福祉手帳　等級別推移 各年３月末時点（人）

２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年

2,206 2,355 2,499 2,669 2,694 2,870
9,341 10,309 11,368 12,387 13,399 14,497
5,757 6,488 7,045 7,729 8,445 9,108

17,304 19,152 20,912 22,785 24,538 26,475計

１級

２級

３級
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 22 AE年 E
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 23 AE年 E
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 24 AE年 E
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 26 AE年 E
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17,835 AE人 E

に ん

 18,775 AE人 E
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 19,797 AE人 E
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A 20,898 AE人 E

に ん

 22,065 AE人 E
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 23,157 AE人 E
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※AE法律 E
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AAE施行 E

しこう

Aにより、AE今後 E

こんご

AAE大きな E

おお

AAE変更 E

へんこう

Aが AE見込ま E

みこ

Aれます。 

 
 
 
 
 
 
           

 平成
へいせい

25年
ねん

４⽉
  がつ

に施⾏
しこう

された障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

では、制度
せいど

の⾕間
たにま

の無い
な

⽀援
しえん

を⾏う
おこな

ため、
障害者
しょうがいしゃ

の範囲
はんい

に、新た
あら

に難病
なんびょう

等
とう

を加えました
くわ

。 
 このことにより、これまで、難病

なんびょう
患者
かんじゃ

等
など

で症状
しょうじょう

の変動
へんどう

があり、⾝体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

を取得
しゅとく

することができなかった⽅
かた

が、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さーびす

を利⽤
りよう

できることとなりました。 
（対 象

たいしょう
疾患
しっかん

：難治性
なんじせい

疾患
しっかん

克服
こくふく

研 究
けんきゅう

事業
じぎょう

（臨 床
りんしょう

調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

分野
ぶ ん や

）*₁の対 象
たいしょう

疾患
しっかん

の 130
疾患
しっかん

） 
 今後

こ ん ご
、障 害

しょうがい
福祉
ふ く し

サービスの推進
すいしん

にあたっては、難 病
なんびょう

等
とう

の患者数
かんじゃすう

も考慮
こうりょ

しながら、進めて
すす

きます

                        
※１…難治性

な ん ち せ い
疾患
しっかん

克服
こくふく

研 究
けんきゅう

事業
じぎょう

(臨 床
りんしょう

調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

分野
ぶ ん や

) 

症例数
しょうれいかず

が少なく
す く   

、原因
げんいん

不明
ふ め い

で治療
ちりょう

⽅法
ほうほう

も未確⽴
み か く り つ

であり、かつ、⽣活⾯
せいかつめん

で⻑期
ちょうき

にわたる⽀障
ししょう

があ

る疾患
しっかん

について、研 究
けんきゅう

班
はん

を設置
せ っ ち

し、原因
げんいん

の究 明
きゅうめい

、治療
ちりょう

⽅法
ほうほう

の確⽴
かくりつ

に向けた
む   

研 究
けんきゅう

を⾏う
おこな 

もの。 

（難 病
なんびょう

情 報
じょうほう

センター
せ ん た ー

H P
ほーむぺーじ

から抜粋
ばっすい

） 

※２…特定
とくてい

疾患
しっかん

 

原因
げんいん

が不明
ふ め い

で治療
ちりょう

⽅法
ほうほう

が確⽴
かくりつ

していないいわゆる難 病
なんびょう

のうち、厚⽣
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が定める
さ だ め る

疾患
しっかん

を

「特定
とくてい

疾患
しっかん

」といいます。 
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（１）AE将来 E

しょうらい

Aにわたるあんしん AE施策 E

せ さ く

A                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

障害者児
しょうがいしゃじ

・者
しゃ

やその家族
か ぞ く

へのニーズ
にーず

把握
はあく

調査
ちょうさ

などでは、「親
おや

亡き
な

後
あと

の不安
ふあん

」や「将来
しょうらい

を
⾒据えた
みす

⽀援
しえん

」などの声
こえ

が多く
おお

聞こえて
き

きました。 
 それを受けて

う
、障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
が地域

ちいき
で安⼼

あんしん
して暮らす

く
ために必要

ひつよう
な、⽇常

にちじょう
⽣活
せいかつ

の⾒守り
みまも

や
将来
しょうらい

の不安
ふあん

に関する
かん

相談
そうだん

等
とう

を⾏う
おこな

「後⾒的
こうけんてき

⽀援
しえん

制度
せいど

」を開始
かいし

しました。 
 また、常に

つね
医療的
いりょうてき

ケア
けあ

が必要
ひつよう

な重症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

やその家族
かぞく

の地域
ちいき

での暮らし
く

を⽀援
しえん

す
るため、その⽀援

しえん
機能
きのう

を⼀体的
いったいてき

に提供
ていきょう

できる拠点
きょてん

として、多機能型
たきのうがた

拠点
きょてん

の整備
せいび

を開始
かいし

しまし
た。 

 第２期
だい   き

では、障害者
しょうがいしゃ

が⾃⼰
じこ

選択
せんたく

・⾃⼰
じこ

決定
けってい

のできる社会
しゃかい

の構築
こうちく

という視点
してん

を中⼼
ちゅうしん

とし、
また、障害者

しょうがいしゃ
の⼒

ちから
を充分

じゅうぶん
に発揮

はっき
していくことを念頭

ねんとう
において「プラン

ぷらん
でめざす社会

しゃかい
」を

４つ設定
せってい

しました。  
そして、その社会

しゃかい
を⽬指す

めざ
ために、重点的

じゅうてんてき
に進めて

すす
いく項⽬

こうもく
を７つの「重点

じゅうてん
施策
しさく

」と
して取りまとめました

と
。また、ニーズ

にーず
把握
はあく

調査
ちょうさ

などの結果
けっか

、特
とく

に重要
じゅうよう

で緊急
きんきゅう

と思われる
おも

課題
かだい

認識
にんしき

を「将来
しょうらい

にわたるあんしん施策
せさく

」としてまとめ、「親
おや

亡き
な

後
あと

の⽣活
せいかつ

」・「⾼齢化
こうれいか

・
重度化
じゅうどか

」・「地域
ちいき

⽣活
せいかつ

のためのきめ細やか
こま

な対応
たいおう

」といった視点
してん

を柱
はしら

として、施策
しさく

を着実
ちゃくじつ

に進めて
すす

きました 

 将来
しょうらい

にわたるあんしん施策
せさく

は、「在宅
ざいたく

⼼⾝
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

⼿当
てあて

」の質的
しつてき

転換
てんかん

策
さく

として、平成
へいせい

21
年度
ねんど

から進めて
すす

いる施策
しさく

です。 
「在宅

ざいたく
⼼⾝
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

⼿当
てあて

」とは、障害
しょうがい

のある⽅
かた

への在宅
ざいたく

福祉
ふくし

サービス
さーびす

がほとんどなかった
昭和
しょうわ

48年
ねん

につくられた制度
せいど

です。その後
ご

、30年
ねん

以上
いじょう

経過
けいか

する中
なか

で、障害
しょうがい

基礎
きそ

年⾦
ねんきん

の創設
そうせつ

や
グループホーム
ぐるーぷほーむ

、地域
ちいき

作業所
さぎょうしょ

、地域
ちいき

活動
かつどう

ホーム
ほーむ

、ホームヘルプ
ほーむへるぷ

など、在宅
ざいたく

福祉
ふくし

サービスが
充 実
じゅうじつ

してきました。 
 このような変化

へ ん か
のもと障 害者

しょうがいしゃ
やその家族

か ぞ く
、学識

がくしき
経験者
けいけんしゃ

などが参加
さ ん か

する「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

」で「在宅
ざいたく

⼼⾝
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

⼿当
てあて

」のあり⽅
    かた

について話し合い
はな  あ

を重ねました
かさ

。
その結果

けっか
、個⼈

こじん
に⽀給

しきゅう
する⼿当

てあて
を、多く

おお
の障害者

しょうがいしゃ
や家族

かぞく
が切実

せつじつ
に求めて

もと
いる「親

おや
亡き
な

後
あと

の
⽣活
せいかつ

の安⼼
あんしん

」「障害者
しょうがいしゃ

の⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

への対応
たいおう

」などの必要
ひつよう

な施策
しさく

に転換
てんかん

すべきである
と確認

かくにん
されました。 

 これらの声
こえ

を受けて
う

、本市
ほんし

では「在宅
ざいたく

⼼⾝
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

⼿当
てあて

」を廃⽌
はいし

して、その財源
ざいげん

を活⽤
かつよう

し、
将来
しょうらい

にわたるあんしんのための施策
しさく

に転換
てんかん

することとしました。そこで、それらの施策
しさく

を
進めて
すす

いくための課題
かだい

認識
にんしき

を⽰す
しめ

ものとしてあんしん施策
せさく

をとりまとめ、第２期
だい  き

のプラン
ぷらん

に
明記
めいき

しました。 
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AE主 E

お も
Aな AE事業名 E

じぎょうめい
A（*₁） 

AE当初 E

とうしょ
AAE⽬標 E

もくひょう
 

（AE第２期 E

だい   き
AAE改定 E

かいてい
AAE時 E

じ
A） 

AE実績 E

じっせき
A（*₂） 

AE進⾏ E

しんこう
 

A E 状 況 E

じょうきょう
 

AE後⾒的 E

こうけんてき
AAE⽀援 E

し え ん
AAE推進 E

すいしん
AAE事業 E

じぎょう
 A E拡充 E

かくじゅう
 11AE区 E

く
 〇 

AE多機能型 E

た き の う が た
AAE拠点 E

きょてん
Aの AE整備 E

せ い び
 A E拡充 E

かくじゅう
 ２AE館 E

か ん
AAE開所 E

かいしょ
A ３AE館⽬ E

か ん め
AAE整備 E

せ い び
AAE開始 E

か い し
 △ 

A E緊急 E

きんきゅう
AAE時 E

じ
AAEホットライン E

ほ っ と ら い ん
 AE検討 E

けんとう
 AE本事業 E

ほんじぎょう
Aとしての AE実施 E

じっし
Aは A

E⾒送り E

みおく
 

× 

 
 
 
 

 

 

【AE振り返り E

ふ    かえ

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                           

※１…あんしん施策
せさく

の項⽬
こうもく

から主
おも

な事業
じぎょう

を抜粋
ばっすい

しています。全事業
ぜんじぎょう

の振り返り
ふ   かえ

については、資料編
しりょうへん

をご覧
  らん

く
ださい。(以下

いか
、同様

どうよう
とします。) 

※２…実績
じっせき

は、平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じてん

の実績
じっせき

です。原案
げんあん

では、26年度
ねんど

の⾒込み数
みこ    すう

を含めて
ふく

記載
きさい

する予定
よてい

です。
（以下

いか
、同様

どうよう
とします。） 

 後⾒的
こうけんてき

⽀援
しえん

制度
せいど

の実施
じっし

区
く

の展開
てんかい

や多機能型
たきのうがた

拠点
きょてん

の整備
せいび

は、概ね
おおむ

想定
そうてい

どおりの進ちょく
しん

と
なりました。後⾒的

こうけんてき
⽀援
しえん

制度
せいど

については、親
おや

亡き
な

後
あと

の不安
ふあん

の解消
かいしょう

のために期待
きたい

も⼤きく
おお

、
利⽤者
りようしゃ

及び
およ

家族
かぞく

にアンケート
あんけーと

を実施
じっし

した結果
けっか

、利⽤者
りようしゃ

の 79％、家族
かぞく

の 89％以上
いじょう

が「登録
とうろく

し
て良かった

よ
」という回答

かいとう
だったこと等

とう
もあり、早急

そうきゅう
に 18区

く
展開
てんかい

を⾏う
おこな

必要
ひつよう

があります。 
 また、多機能型

たきのうがた
拠点
きょてん

の整備
せいび

についても、早期
そうき

に整備
せいび

してほしいという要望
ようぼう

が多く
おお

、市
し

とし
ても医療

いりょう
が必要

ひつよう
な⽅

かた
の地域

ちいき
⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

のさらなる充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

との認識
にんしき

から、整備
せいび

⼿法
しゅほう

を
検討
けんとう

しながら、早急
そうきゅう

に市内
しない

６カ所
   かしょ

への整備
せいび

を進めて
すす

いく必要
ひつよう

があります。 
 なお、緊 急

きんきゅう
時
じ

ホットラインについては、平成
へいせい

22年度
ねんど

から検討
けんとう

を進めて
すす

きましたが、実効性
じっこうせい

のある⼿法
しゅほう

を⾒出す
みいだ

ことができなかったため、本事業
ほんじぎょう

としての実施
じっし

は⾒送る
みおく

こととし、代替
だいたい

する仕組み
しく

については、引き続き
ひ   つづ

検討
けんとう

していきます。 

 親
おや

亡き
な

後
あと

の不安
ふあん

と並んで
なら

、多く
おお

の声
こえ

が寄せられた
よ

のが、「⾼齢化
こうれいか

に伴って
ともな

、これまで⾃分
じぶん

で出来て
でき

いたことが出来なく
でき

なる」といった、「障害者
しょうがいしゃ

の⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

」による将来
しょうらい

の
不安
ふあん

でした。 
 これを受けて

う
、障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
が住みなれた

す
地域
ちいき

で安⼼
あんしん

して暮らせる
く

ために、⾼齢化
こうれいか

や重度化
じゅうどか

にも対応
たいおう

できるグループホームにおける⽀援
しえん

体制
たいせい

について、検討
けんとう

を進め
すす

てきました。 
 

【進⾏
しんこう

状 況
じょうきょう

】 
○：想定

そうてい
した⽬ 標

もくひょう
を達成

たっせい
し、想定

そうてい
したとおりの効果

こ う か
が得られた

え    
。 

△：⼀定
いってい

程度
て い ど

の効果
こ う か

は得
え

られた。 
×：想定

そうてい
した⽬ 標

もくひょう
は達成

たっせい
できず、効果

こ う か
も得

え
られなかった。 
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AE主 E

お も
Aな AE事業名 E

じぎょうめい
 

AE当初 E

とうしょ
AAE⽬標 E

もくひょう
 

（AE第２期 E

だい   き
AAE改定 E

かいてい
AAE時 E

じ
A） 

AE実績 E

じっせき
 

AE進⾏ E

しんこう
 

A E 状 況 E

じょうきょう
 

A E障害者 E

しょうがいしゃ
AA Eグループホーム E

ぐ る ー ぷ ほ ー む
A

（ＧＨ）A E設置 E

せ っ ち
AA E運営費 E

う ん え い ひ
AA E補助 E

ほ じ ょ
AA

E事業 E

じぎょう
 

AE推進 E

すいしん
 

A E重度化 E

じ ゅ う ど か
AA E対応 E

たいおう
AA Eグループホームモ E

ぐ る ー ぷ ほ ー む も
AA

Eデル E

で る
AAE事業 E

じぎょう
Aの AE実施 E

じ っ し
 

A E⾼齢化 E

こ う れ い か
AA E対応 E

たいおう
AA Eグループホームモ E

ぐ る ー ぷ ほ ー む も
AA

Eデル E

で る
AAE事業 E

じぎょう
Aの AE実施 E

じ っ し
 

△ 

 
 

【AE振り返り E

ふ    かえ

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ⾼齢化
こうれいか

対応
たいおう

グループホーム
ぐるーぷほーむ

のモデル
もでる

事業
じぎょう

については、設置
せっち

場所
ばしょ

の調整
ちょうせい

に時間
じかん

が掛かり
か

、
実施
じっし

が遅れ
おく

ましたが、重度化
じゅうどか

対応
たいおう

グループホーム
ぐるーぷほーむ

はモデル
もでる

事業
じぎょう

を実施
じっし

し、検証
けんしょう

を進める
すす

こ
とができました。 
 重度化

じゅうどか
対応
たいおう

モデル
もでる

事業
じぎょう

については、現在
げんざい

も検証
けんしょう

を進めて
すす

いますが、持続
じぞく

可能
かのう

な仕組み
しく

を
検討
けんとう

していくことが必要です。 
このモデル

もでる
事業
じぎょう

結果
けっか

をしっかりと検証
けんしょう

し、今後
こんご

のグループホーム
ぐるーぷほーむ

重度化
じゅうどか

対応
たいおう

として、
社会
しゃかい

資源
しげん

の活⽤
かつよう

など、様々
さまざま

な選択肢
せんたくし

も含めて
ふく

検討
けんとう

していきます。 

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が住みなれた
す

地域
ちいき

で安⼼
あんしん

して⽣活
せいかつ

し続ける
  つづ

ために、⼀⼈
ひとり

ひとりの⽣活
せいかつ

を個別
こべつ

に
⽀援
しえん

するための取組
とりくみ

を充実
じゅうじつ

させていくことが必要
ひつよう

と考え
かんが

、各施策
かくしさく

を進め
すす

てきました。 
 第２期

だい  き
では、障害者

しょうがいしゃ
の社会

しゃかい
参加
さんか

や活動
かつどう

範囲
はんい

をさらに広げ
ひろ

、現⾏
げんこう

の移動
いどう

⽀援
しえん

策
さく

がより
使いやすく
つか

、必要
ひつよう

な⼈
ひと

に必要
ひつよう

な⽀援
しえん

が適切
てきせつ

に⾏われる
おこな

ように、移動
いどう

⽀援
しえん

施策
しさく

体系
たいけい

の再構築
さいこうちく

に
取り組みました
と   く

。 
 また、障害

しょうがい
の種類

しゅるい
や程度

ていど
に関わらず

かか
、安⼼

あんしん
して受診

じゅしん
することができるような医療

いりょう
環境
かんきょう

の
充実
じゅうじつ

に向けて
む

、医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

の障害
しょうがい

理解
りかい

を深める
ふか

ための研修
けんしゅう

等
とう

を実施
じっし

してきました。 
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AE主 E

お も
Aな AE事業名 E

じぎょうめい
 

AE当初 E

とうしょ
AAE⽬標 E

もくひょう
 

（AE第２期 E

だい   き
AAE改定 E

かいてい
AAE時 E

じ
A） 

AE実績 E

じっせき
 

AE進⾏ E

しんこう
 

A E 状 況 E

じょうきょう
 

A E障害者 E

しょうがいしゃ
AAE移動 E

い ど う
AAE⽀援 E

し え ん
AAE事業 E

じぎょう
 AE推進 E

すいしん
 

AE制度 E

せいど
AAE⾒直し E

みなお
AAE実施 E

じっし
 

AE通学 E

つうがく
A・AE通所 E

つうしょ
AAE⽀援 E

しえん
Aの AE実施 E

じっし
 

〇 

A E移動 E

い ど う
AA E情報 E

じょうほう
AA EセンターE

せ ん た ー
AA E運営 E

うんえい
AA

E事業 E

じぎょう
 

A E拡充 E

かくじゅう
AAE９区 E

 く
A・AE検討 E

けんとう
 AE９区 E

  く
AAE実施 E

じっし
 〇 

A E障害児者 E

しょうがいじしゃ
A の A E医療 E

いりょう
AA E環境 E

かんきょう
AA

E推進 E

すいしん
AAE事業 E

じぎょう
 

AE推進 E

すいしん
 AE医療 E

いりょう
AAE従事者 E

じゅうじしゃ
Aへの A E研修 E

けんしゅう
AAE実施 E

じ っ し
 △ 

AE福祉 E

ふ く し
AAE⼈材 E

じんざい
Aの AE確保 E

か く ほ
A・AE育成 E

いくせい
 AE推進 E

すいしん
 

・AE就職 E

しゅうしょく
AAEフェア E

ふぇあ
AAE実施 E

じっし
 

（AE採⽤ E

さいよう
AAE⼈数 E

にんずう
A：10AE名 E

めい
A（Ｈ25AE年度 E

ねんど
AAE実績 E

じっせき

A） 

・AEガイドヘルパースキルアップ E

がいどへるぱーすきるあっぷ
AA

E研修 E

けんしゅう
A（Ｈ25AE年度 E

ねんど
AAE実績 E

じっせき
A） 

（AEサービス E

さーびす
AAE提供 E

ていきょう
AAE責任者向け E

せきにんしゃむけ
A：168AE⼈ E

にん
 

 AEガイドヘルパーE

がいどへるぱー
AAE現任者向け E

げんにんしゃむ
A：291AE⼈ E

にん
A） 

○ 

 
 

【AE振り返り E

ふ    かえ

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 訪問
ほうもん

看護師
かんごし

や障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

施設
しせつ

に対し
たい

、障害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
りかい

するための研修
けんしゅう

実施
じっし

や、障害者
しょうがいしゃ

移動
いどう

⽀援
しえん

施策
せさく

体系
たいけい

の再構築
さいこうちく

の実施
じっし

など、概ね
おおむ

想定
そうてい

どおりの進ちょく
しん

となりました。 
 しかし、医療

いりょう
従事者
じゅうじしゃ

に対する
たい

障害
しょうがい

理解
りかい

の機会
きかい

については、例年
れいねん

どおりの規模
きぼ

での開催
かいさい

に
なっており、訪問

ほうもん
看護
かんご

の事業所
じぎょうしょ

等
とう

が増加
ぞうか

しているにもかかわらず、拡充
かくじゅう

がはかられていな
い状況

じょうきょう
であり、引き続き

ひ   つづ
、取り組んで

と   く
いく必要

ひつよう
があります。 

 また、移動
いどう

⽀援
しえん

については、ガイドヘルパー
がいどへるぱー

・ガイドボランティア
がいどぼらんてぃあ

の発掘
はっくつ

・育成
いくせい

に伴う
ともな

利⽤
りよう

状況
じょうきょう

の改善
かいぜん

や、移動
いどう

情報
じょうほう

センター
せんたー

機能
きのう

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図る
はか

必要
ひつよう

があります。 
 さらに、⼈材

じんざい
の確保

かくほ
・育成

いくせい
について、着実

ちゃくじつ
に取組みました

とりく
が、就職

しゅうしょく
フェア
ふぇあ

での来場者
らいじょうしゃ

の減少
げんしょう

が続いて
つづ

おり、今後
こんご

、効果的
こうかてき

な⼿法
しゅほう

へと⾒直して
みなお

いく必要
ひつよう

があります。 



‐第Ⅱ章‐ 横浜市における障害福祉の現状 
 
 

26 
 

（２）AE重点 E

じゅうてん

AAE施策 E

せ さ く

A                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE主 E

お も
Aな AE事業名 E

じぎょうめい
 

AE当初 E

とうしょ
AAE⽬標 E

もくひょう
 

（AE第２期 E

だい   き
AAE改定 E

かいてい
AAE時 E

じ
A） 

AE実績 E

じっせき
 

AE進⾏ E

しんこう
 

A E 状 況 E

じょうきょう
 

A E当事者 E

とうじしゃ
Aや A E市⺠ E

しみん
AA E団体 E

だんたい
Aによ

る A E普及 E

ふきゅう
AA E啓発 E

けいはつ
AA E活動 E

かつどう
A への A

E⽀援 E

しえん
 

AE推進 E

すいしん
 AE普及 E

ふきゅう
AAE啓発 E

けいはつ
AAEイベント E

い べ ん と
AAE等 E

と う
Aの AE実施 E

じ っ し
 △ 

AE副学籍 E

ふくがくせき
Aによる AE交流 E

こうりゅう
AAE教育 E

きょういく
AA

E及び E

およ
AAE共同 E

きょうどう
AAE学習 E

がくしゅう
 

AE推進 E

すいしん
 

AE実施率 E

じっしりつ
A（AE平成 E

へいせい
A25AE年度 E

ねんど
A） 

AE⼩学部 E

しょうがくぶ
A42％、AE中学部 E

ちゅうがくぶ
A９％ 

〇 

 

  

第１期
だい  き

での振り返り
ふ   かえ

から、各項⽬
かくこうもく

においては、第１期
だい   き

に構築
こうちく

してきた内容
ないよう

を、より充 実
じゅうじつ

させ、強化
きょうか

していくことが必要
ひつよう

と考え
かんが

、基本的
きほんてき

な⽅向性
ほうこうせい

を継承
けいしょう

しながら、新た
あら

に発達
はったつ

障害
しょうがい

の視点
してん

を加え
くわ

、７つの項⽬
こうもく

を設定
せってい

し、進めて
すす

きました。 
 また、これらの重点

じゅうてん
施策
せさく

を進めて
すす

いくにあたっては、障害特性
しょうがいとくせい

や乳幼児期
にゅうようじき

〜⾼齢期
こうれいき

に
おけるそれぞれのライフステージ

らいふすてーじ
に応じた

おう
課題
かだい

に対応
たいおう

していくという視点
してん

に⽴
た

って施策
せさく

の
充

じゅう
実
じつ

に取り組ん
と   く

できました。 

障害
しょうがい

のある⼈
ひと

もない⼈
ひと

も同じ
おな

ように地域
ちいき

で⽣活
せいかつ

することができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を⽬指し
めざ

、
すべての⼈

ひと
が、疾病

しっぺい
や障害

しょうがい
に対する

たい
正しい
ただ

理解
りかい

を深める
ふか

ことが重要
じゅうよう

と考え
かんが

、当事者
とうじしゃ

や市⺠
しみん

団体
だんたい

による普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

への⽀援
しえん

等
とう

に取り組んで
と   く

きました。 
 第２期

だい  き
では、市内

しない
の障害

しょうがい
福祉
ふくし

関係
かんけい

団体
だんたい

・機関
きかん

で組織
そしき

する
「セイフティーネットプロジェクト

せいふてぃーねっとぷろじぇくと
」への活動

かつどう
⽀援
しえん

や、当事者
とうじしゃ

による市
し

庁舎
ちょうしゃ

等
とう

でのパン
ぱん

販売
はんばい

を⾏う
おこな

ことにより、障害
しょうがい

理解
りかい

の促進
そくしん

を図る
はか

「わたしは街
まち

のパン
ぱん

やさん」事業
じぎょう

を継続
けいぞく

し
て実施

じっし
してきました。 

 また、「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」における障害者
しょうがいしゃ

のコンサート
こんさーと

実施
じっし

や、芸術
げいじゅつ

作品展
さくひんてん

などの実施
じっし

、
及び
およ

⼩学⽣
しょうがくせい

を対象
たいしょう

として、夏休み
なつやす

期間
きかん

に⾞
くるま

いすの利⽤
りよう

や点字
てんじ

を読む
よ

体験
たいけん

を⾏う
おこな

など、
障害
しょうがい

理解
りかい

促進
そくしん

のためのイベント
いべんと

を開催
かいさい

しました。 
 さらには、特別

とくべつ
⽀援
しえん

学校
がっこう

の児童
じどう

⽣徒
せいと

が、居住地
きょじゅうち

の⼩中学校
しょうちゅうがっこう

の児童
じどう

⽣徒
せいと

と⼀緒
いっしょ

に学ぶ
まな

た
めの仕組み

しく
である、「副学籍

ふくがくせき
の交流

こうりゅう
」を通した

とお
学齢期
がくれいき

への障害
しょうがい

理解
りかい

の促進
そくしん

など、さまざ
まな普及

ふきゅう
啓発
けいはつ

を進め
すす

てきました。 
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【AE振り返り E

ふ    かえ

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE主 E

お も
Aな AE事業名 E

じぎょうめい
 

AE当初 E

とうしょ
AAE⽬標 E

もくひょう
 

（AE第２期 E

だい   き
AAE改定 E

かいてい
AAE時 E

じ
A） 

AE実績 E

じっせき
 

AE進⾏ E

しんこう
 

A E 状 況 E

じょうきょう
 

A E相談 E

そうだん
AA E⽀援 E

し え ん
AA Eシステム E

し す て む
A の A

E普及 E

ふきゅう
A（AE広める E

ひ ろ    
A） AE推進 E

すいしん
 

AE各区 E

か く く
AAE地域 E

ち い き
AAE⾃⽴ E

じ り つ
AAE⽀援協 E

しえんきょう
AAE議会 E

ぎ か い
Aで A

E本⼈ E

ほんにん
A・AE家族 E

か ぞ く
Aへの AE普及 E

ふきゅう
AAE活動 E

かつどう
Aを A

E展開 E

てんかい
 

△ 

AE相談 E

そうだん
AAE⽀援 E

し え ん
AAE従事者 E

じゅうじしゃ
Aの AE養成 E

ようせい
 AE推進 E

すいしん
 

AE相談 E

そうだん
AAE⽀援 E

し え ん
AAE従事者 E

じゅうじしゃ
Aに AE係わる E

か か    
AA

E研修 E

けんしゅう
Aの AE実施 E

じ っ し
 

〇 

A E当事者 E

と う じ し ゃ
AA E相談 E

そうだん
A の A E推進 E

すいしん
A （ A AE推進 E

すいしん
 AEピア E

ぴ あ
AAE相談 E

そうだん
AAEセンターE

せ ん た ー
Aの AE設置 E

せ っ ち
 〇 

 各種
かくしゅ

イベント等
とう

を開
かい

催
さい

した後
あと

、さらに別
べつ

の取組
とりくみ

等
とう

へ広
ひろ

がっていくことが⼤切
たいせつ

ですが、そ
こまでは取

と
り組

く
めませんでした。 

また、障 害
しょうがい

の理解
り か い

を進
すす

めていく開催
かいさい

だけではなく、継続的
けいぞくてき

な取組
とりくみ

を⾯的
めんてき

な広がり
ひろ

にして
いく必要

ひつよう
がありました。 

また、そもそも普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を効果的
こうかてき

に⾏って
おこな

いくには、早い
はや

段階
だんかい

から障害児
しょうがいじ

と健
けん

常児
じょうじ

の
交流
こうりゅう

を促進
そくしん

していくことが重要
じゅうよう

です。 
第２期
だい   き

で取り組んで
と   く

きた事業
じぎょう

を継続
けいぞく

するほか、⼩学校期
しょうがっこうき

における交流
こうりゅう

をすすめ、こども
の時

とき
から障害

しょうがい
理解
りかい

が図られる
はか

機会
きかい

を提供
ていきょう

していくことによって、啓発
けいはつ

を効果的
こうかてき

なものと
することができると考え

かんが
ます。 

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

やその家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

で⾃⽴
じ り つ

した⽣活
せいかつ

を送る
おく  

ことができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を⽬指し
め ざ  

、
どこに相談

そうだん
しても適切

てきせつ
に課題

か だ い
解決
かいけつ

が⾏ える
おこな    

ようにするため、情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

から⼀般
いっぱん

相談
そうだん

、
緊急性
きんきゅうせい

や専⾨性
せんもんせい

を必要
ひつよう

とする相談
そうだん

を、⼀体的
いったいてき

に⽀援
し え ん

していく相談
そうだん

体制
たいせい

の構築
こうちく

・推進
すいしん

に
取り組んで
と  く   

きました。 
 第２期

だ い に き
では、相談

そうだん
⽀援
し え ん

システム
し す て む

を広める
ひろ   

ために、各区
か く く

の「地域
ち い き

⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」などを活⽤
かつよう

した相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の普及
ふきゅう

活動
かつどう

に取り組む
と  く  

とともに、相談
そうだん

業務
ぎょうむ

に係わる
か か   

⼈材
じんざい

の育成
いくせい

を図る
はか  

た
め、相談

そうだん
⽀援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

初任者
しょにんしゃ

研 修
けんしゅう

及び
お よ  

現任者
げんにんしゃ

研 修
けんしゅう

に加え
く わ  

、事例
じ れ い

検討
けんとう

研 修
けんしゅう

等
など

を実施
じ っ し

してき
ました。また、研 修

けんしゅう
体系
たいけい

の整理
せ い り

に向けた
む   

取組
とりくみ

を開始
か い し

するなど、相談
そうだん

体制
たいせい

の推進
すいしん

をしてきま
した。 
 さらには、当事者

とうじしゃ
相談
そうだん

を「ピア
ぴ あ

相談
そうだん

センター
せ ん た ー

」として⼀つ
ひと  

にまとめ、横浜
よこはま

ラポール
ら ぽ ー る

にあ
る社会

しゃかい
参加
さ ん か

推進
すいしん

センター内
せ ん た ー な い

に設置
せ っ ち

し、相談員
そうだんいん

の相談
そうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

等
とう

への派遣
は け ん

を開始
か い し

しました。 
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E深める E

ふ か    
A） 

【AE振り返り E

ふ   か え  

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE主 E

お も
Aな AE事業名 E

じぎょうめい
 

AE当初 E

とうしょ
AAE⽬標 E

もくひょう
 

（AE第２期 E

だい   き
AAE改定 E

かいてい
AAE時 E

じ
A） 

AE実績 E

じっせき
 

AE進⾏ E

しんこう
 

A E 状 況 E

じょうきょう
 

A E地域 E

ち い き
AA E⽣活 E

せいかつ
A を A E⽀援 E

し え ん
A する A

E拠点 E

きょてん
AAE施設 E

し せ つ
Aの AE整備 E

せ い び
Aと AE機能 E

き の う
AA

E拡充 E

かくじゅう
 

AE推進 E

すいしん
 

AE地域 E

ち い き
AAE活動 E

かつどう
AAEホーム E

ほ ー む
A 41AEか所 E

か し ょ
A（AE累計 E

るいけい

A） 

AE⽣活 E

せいかつ
AAE⽀援 E

し え ん
AAEセンターE

せ ん た ー
A 18AEか所 E

か し ょ
A（A

E累計 E

るいけい
A） 

〇 

A E障害者 E

しょうがいしゃ
AAE⾃⽴ E

じ り つ
AAE⽣活 E

せいかつ
 

AEアシスタント E

あ し す た ん と
AAE事業 E

じぎょう
 

AE推進 E

すいしん
 36AE事業所 E

じぎょうしょ
 ○ 

 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、区内
く な い

にある事
じ

業 者
ぎょうしゃ

や本⼈
ほんにん

・家族
か ぞ く

等
など

への相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

や
計画
けいかく

相談
そうだん

⽀援
し え ん

等
とう

諸制度
しょせいど

の周知
しゅうち

に取り組んで
と  く   

きたことにより、区内事
く な い じ

業者間
ぎょうしゃかん

の連携
れんけい

の構築
こうちく

に
は⼀定

いってい
の効果

こ う か
が表れて

あらわ   
いますが、本⼈

ほんにん
等
など

からは「どこに相談
そうだん

したらよいかわからない」と
の声

こえ
もあるなど、その取組

とりくみ
には課題

か だ い
が残って

のこ   
います。 

また、各区
か く く

の地域
ち い き

⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

内容
ないよう

については差
さ

があるため、全市的
ぜんしてき

に取り組む
と  く  

テーマ
て ー ま

等
など

の設定
せってい

の必要性
ひつようせい

等
など

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

があります。 
さらに、計画

けいかく
相談
そうだん

⽀援
し え ん

の対 象者
たいしょうしゃ

拡⼤
かくだい

に伴い
ともな 

、これまで築いて
き ず   

きた相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の⾒直し
み な お  

も必要
ひつよう

になっています。また、それぞれの機関
き か ん

で活躍
かつやく

する相談
そうだん

⽀援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

に加え
くわ  

、計画
けいかく

相談
そうだん

⽀援
し え ん

を実施
じ っ し

する指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

⽀援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の相談
そうだん

⽀援
し え ん

専⾨員
せんもんいん

の質
しつ

の向 上
こうじょう

についても、今後
こ ん ご

、
さらに ⼒

ちから
を⼊れて

い   
取り組む
と  く  

必要
ひつよう

があります。 

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

やその家族
か ぞ く

が、安⼼
あんしん

して地域
ち い き

での⽣活
せいかつ

を継続
けいぞく

していくためには、⼀⼈
ひ と り

ひとり
の障 害

しょうがい
特性
とくせい

や意向
い こ う

を踏まえた
ふ    

総合的
そうごうてき

な⽀援
し え ん

の仕組み
し く  

を構築
こうちく

することが必要
ひつよう

と考 え
かんが  

、施策
し さ く

に取り組んで
と  く   

きました。 
 第２期

だ い に き
では、「社会

しゃかい
福祉
ふ く し

法⼈型
ほうじんがた

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

」や「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

」，「多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

」の整備
せ い び

など、ハード⾯
は ー ど め ん

の整備
せ い び

を着 実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

するとともに、
「障 害者

しょうがいしゃ
⾃⽴
じ り つ

⽣活
せいかつ

アシスタント
あ し す た ん と

事業
じぎょう

」の推進
すいしん

や「移動
い ど う

⽀援
し え ん

施策
し さ く

体系
たいけい

の再構築
さいこうちく

」を⾏ う
おこな  

な
ど、ソフト⾯

そ ふ と め ん
における事業

じぎょう
も着 実

ちゃくじつ
に進め

すす  
、地域

ち い き
で安⼼

あんしん
して暮らせる

く    
ように、社会

しゃかい
資源
し げ ん

の
充実化
じゅうじつか

を図って
はか   

きました。 
 また、安⼼

あんしん
できる住まい

す   
の確保

か く ほ
をめざし、「グループホーム

ぐ る ー ぷ ほ ー む
」の設置

せ っ ち
促進
そくしん

を図って
はか   

きまし
た。 
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A Eグループホーム E

ぐ る ー ぷ ほ ー む
A の A E設置 E

せ っ ち
AA

E促進 E

そくしん
 

680AEか所 E

か し ょ
 

3,400AE⼈ E

に ん
 

   607AEか所 E

か し ょ
A（AE累計 E

るいけい
A） 

3,290AE⼈分 E

にんぶん
 

〇 

【AE振り返り E

 ふ   か え  

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

やその家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

社会
しゃかい

で⽣活
せいかつ

するためには、⾝近
み じ か

なところに安⼼
あんしん

して受診
じゅしん

で
きる医療

いりょう
機関
き か ん

があり、適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受けられる
う     

ことが必要
ひつよう

と考 え
かんが  

、医療
いりょう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

に
取り組んで
と  く   

きました。 
第２期
だ い に き

では、訪問
ほうもん

看護師
か ん ご し

、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

施設
し せ つ

の看護師
か ん ご し

等
など

が障 害
しょうがい

特性
とくせい

に対する
たい   

知識
ち し き

や看護
か ん ご

・介護
か い ご

技術
ぎじゅつ

を習 得
しゅうとく

するための研 修
けんしゅう

を開催
かいさい

し、看護師
か ん ご し

等
とう

の障 害
しょうがい

に係わる
か か   

知識
ち し き

向 上
こうじょう

を図り
はか  

まし
た。 
 また、在宅

ざいたく
療 養 中

りょうようちゅう
の 重 症

じゅうしょう
⼼⾝
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

の⽅
かた

が、家族
か ぞ く

等
など

による介護
か い ご

が⼀時的
いちじてき

に困難
こんなん

に
なった場合

ば あ い
、 協 ⼒

きょうりょく
医療
いりょう

機関
き か ん

に⼀時的
いちじてき

に⼊ 院
にゅういん

することができる
「メディカルショートステイ

め で ぃ か る し ょ ー と す て い
事業
じぎょう

」や、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

が受
じゅ

診
しん

しやすい環 境
かんきょう

を整備
せ い び

するため
に、「知的

ち て き
障害者
しょうがいしゃ

対応
たいおう

専⾨
せんもん

外来
がいらい

」を設置
せ っ ち

するなど、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の医療
いりょう

環 境
かんきょう

や療 養
りょうよう

環 境
かんきょう

の拡 充
かくじゅう

に努めて
つと   

きました。    
横浜市
よこはまし

の精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

については、神奈川県
か な が わ け ん

、川崎市
かわさきし

や相模原市
さ が み は ら し

と 協 調
きょうちょう

して⾏って
おこな   

き
ており、当番

とうばん
の病 院

びょういん
が市外

し が い
の遠⽅

えんぽう
になることも少なく

すく   
ありませんでした。しかしそのよう

な中
なか

、横浜
よこはま

市⺠
し み ん

専⽤
せんよう

の精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

病 床
びょうしょう

を増やした
ふ    

ことにより、横浜
よこはま

市⺠
し み ん

の⽅
かた

が市内
し な い

の
病 院
びょういん

に受診
じゅしん

できる機会
き か い

を増やす
ふ   

ことができました。 

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法⼈型
ほうじんがた

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

や障 害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じ り つ

⽣活
せいかつ

アシスタント
あ し す た ん と

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

により、地域
ち い き

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を図る
は か   

ことができました。 
しかし、医療的

いりょうてき
ケア
け あ

が必要
ひつよう

な⽅
かた

から⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を求める
も と    

声
こえ

があります。 
今後
こ ん ご

は、これまで整備
せ い び

してきた社会
しゃかい

資源
し げ ん

の⼀層
いっそう

の活⽤
かつよう

などにより、必要
ひつよう

とされる⽀援
し え ん

の推進
すいしん

とネットワーク
ね っ と わ ー く

の形成
けいせい

に、引き続き
ひ  つ づ   

取り組んで
と  く   

いくことが必要
ひつよう

です。 
また、地域

ち い き
で安⼼

あんしん
して⽣活

せいかつ
できる場

ば
として、グループホーム

ぐ る ー ぷ ほ ー む
の設置

せ っ ち
促進
そくしん

を進め
す す  

、当初
とうしょ

の
想定数
そうていかず

を達成
たっせい

する⾒込み
み こ  

であり、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から地域
ち い き

⽣活
せいかつ

への移⾏者数
いこうしゃすう

についても、当初
とうしょ

掲げた
か か   

⼊所者
にゅうしょしゃ

減 少
げんしょう

⾒込み数
み こ  す う

を達成
たっせい

する予定
よ て い

です。 
しかし、まだまだ安⼼

あんしん
した地域

ち い き
⽣活
せいかつ

を送れる
おく   

環 境
かんきょう

や選択肢
せんたくし

が整って
ととの   

いる 状 況
じょうきょう

とは
⾔えない

い   
のが現 状

げんじょう
であり、引き続き

ひ  つ づ  
、地域

ち い き
移⾏
い こ う

のための施策
し さ く

を推進
すいしん

していくことが必要
ひつよう

です。 
また、精神

せいしん
障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移⾏
い こ う

に係わる
かか   

⽬標値
もくひょうち

には届いて
とど   

いない 状 況
じょうきょう

があります。引き続き
ひ  つ づ  

、
本市
ほ ん し

事業
じぎょう

であり精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

で⾏って
おこな   

いる地域
ち い き

移⾏
い こ う

・地域
ち い き

定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

と
法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

である地域
ち い き

移⾏
い こ う

⽀援
し え ん

を活⽤
かつよう

し、国
くに

の動向
どうこう

も踏まえながら
ふ      

、地域
ち い き

移⾏
い こ う

を促進
そくしん

して
いくことが必要

ひつよう
です。 
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AE主 E

お も
Aな AE事業名 E

じぎょうめい
 

AE当初 E

とうしょ
AA E⽬標 E

もくひょう
 

（AE第２期 E

だ い  き
AAE改定 E

かいてい
AAE時 E

じ
A） 

AE実績 E

じっせき
 AE評価 E

ひょうか
 

AE障害児 E

しょうがいじ
A・AE者 E

し ゃ
Aの AE受診 E

じゅしん
AA E環境 E

かんきょう
A

の AE整備 E

せ い び
 

AE推進 E

すいしん
 

AE知的 E

ち て き
AA E障害者 E

しょうがいしゃ
AAE対応 E

たいおう
AAE専⾨ E

せんもん
AAE外来 E

がいらい
AA

E設置 E

せ っ ち
AA E病院 E

びょういん
Aへの AE補助 E

ほ じ ょ
AAE⾦ E

き ん
AAE実施 E

じ っ し
 

△ 

A E⼊院 E

にゅういん
AA E時 E

じ
AA Eケア E

け あ
A ・ A E医療的 E

いりょうてき
AA

Eケア E

け あ
Aの AE検討 E

けんとう
 

AE推進 E

すいしん
 

・AE重度 E

じゅうど
AA E障害者 E

しょうがいしゃ
AA E⼊院 E

にゅういん
AAE時 E

じ
AA

Eコミュニケーション E

こ み ゅ に け ー し ょ ん
AAE事業 E

じぎょう
Aの A

E実施 E

じ っ し
 

・AE看護師 E

か ん ご し
Aへの A E巡回 E

じゅんかい
AAE相談 E

そうだん
Aの AE実施 E

じ っ し
 

〇 

 

【AE振り返り E

 ふ   か え  

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

へ障 害
しょうがい

特性
とくせい

に対する
たい   

知識
ち し き

や看護
か ん ご

・介護
か い ご

技術
ぎじゅつ

を習 得
しゅうとく

するための研 修
けんしゅう

を開催
かいさい

し、障 害
しょうがい

に係わる
かか   

知識
ち し き

向 上
こうじょう

を図った
は か   

結果
け っ か

、継続
けいぞく

して障 害
しょうがい

に関する
か ん   

取組
とりくみ

を⾏ う
おこな  

ようにな
った訪問

ほうもん
看護
か ん ご

ステーション
す て ー し ょ ん

等
とう

が出て
で  

くるなど、⼀定
いってい

の効果
こ う か

はありました。しかし、全市
ぜ ん し

レベル
れ べ る

から⾒れば
み   

、それは少数派
しょうすうは

で、まだ⼗ 分
じゅうぶん

ではない 状 況
じょうきょう

であり、引き続き
 ひ つづ  

取組
と り く

みます。 
 知的

ち て き
障害者
しょうがいしゃ

対応
たいおう

専⾨
せんもん

外来
がいらい

については、障 害
しょうがい

年⾦
ねんきん

の医師
い し

意⾒書
いけんしょ

等
など

の作成
さくせい

を⾏ う
おこな  

など、
知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の外来
がいらい

診 療
しんりょう

の⼀助
いちじょ

になっています。しかし、２病 院
びょういん

の設置
せ っ ち

だけでは⼗ 分
じゅうぶん

で
はない 状 況

じょうきょう
であり、設置

せ っ ち
医療
いりょう

機関
き か ん

の拡⼤
かくだい

⼿法
しゅほう

等
とう

を検討
けんとう

します。 
 医療

いりょう
環 境
かんきょう

・医療
いりょう

体制
たいせい

のさらなる充 実
じゅうじつ

のために、医療⾯
いりょうめん

への継続
けいぞく

した取組
とりくみ

を⾏ う
おこな  

必要
ひつよう

が
あります。 

 また、当番
とうばん

病 院
びょういん

の⼟
ど
・⽇

にち
の午後

ご ご
の受⼊

うけいれ
床

しょう
について、時間帯

じかんたい
をずらすなどの対応

たいおう
を取る

と  
こ

とで、切れ⽬
き  め

のない精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

対応
たいおう

を⽬指して
め ざ   

きました。それに加えて
くわ   

、深夜帯
しんやたい

の⼟
ど
・⽇

にち

の受⼊
うけいれ

病 院
びょういん

の枠
わく

が少なかった
す く       

ため、⺠間
みんかん

の精神科
せいしんか

病 院
びょういん

の 協 ⼒
きょうりょく

を得て
え  

、当番
とうばん

の病院数
びょういんかず

を
増やし
ふ   

ました。 
 さらに、神奈川県

か な が わ け ん
精神
せいしん

神経科
しんけいか

診 療
しんりょう

所
じょ

協 会
きょうかい

の 協 ⼒
きょうりょく

を得て
え  

、夜間
や か ん

、深夜
し ん や

、休 ⽇
きゅうじつ

に精神
せいしん

保健
ほ け ん

指定医
し て い い

に、精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

情 報
じょうほう

窓⼝
まどぐち

の相談員
そうだんいん

が連絡
れんらく

をとり、精神
せいしん

症 状
しょうじょう

急 変
きゅうへん

時
じ

の対応
たいおう

⽅法
ほうほう

について相談
そうだん

ができる体制
たいせい

の確保
か く ほ

や 救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図る
はか  

など、医療
いりょう

環 境
かんきょう

・
体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図って
はか   

きました。 
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お も
Aな AE事業名 E

じぎょうめい
 

AE当初 E

とうしょ
AA E⽬標 E

もくひょう
 

（AE第２期 E

だ い  き
AAE改定 E

かいてい
AAE時 E

じ
A） 

AE実績 E

じっせき
 AE評価 E

ひょうか
 

AE地域 E

ち い き
AA E療育 E

りょういく
AAEセンターE

せ ん た ー
Aの AE整備 E

せ い び
A・A

E機能 E

き の う
AA E拡充 E

かくじゅう
 

８AEか所 E

か し ょ
A（AE累計 E

るいけい
A） ８AEか所 E

か し ょ
A（AE累計 E

るいけい
A） 〇 

A E中学校期 E

ちゅうがっこうき
AA E以降 E

い こ う
A における A

E⽀援 E

し え ん
Aの A E充実 E

じゅうじつ
 

AE専⾨ E

せんもん
AAE機関 E

き か ん
Aの AE設置 E

せ っ ち
 

４AEか所 E

か し ょ
A（AE累計 E

るいけい
A） 

・AE発達 E

はったつ
AA E障害者 E

しょうがいしゃ
Aの AE相談 E

そうだん
AAE⽀援 E

し え ん
AAE体制 E

たいせい
A

と A E研修 E

けんしゅう
A、AE市域 E

し い き
Aでの AE連携 E

れんけい
Aについ

て AE検討 E

けんとう
Aを AE実施 E

じ っ し
 

・AE３か所⽬ E

    しょめ
Aの AE相談 E

そうだん
AAE機関 E

き か ん
AAE設置 E

せ っ ち
 

〇 

【AE振り返り E

 ふ   か え  

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

障害児
しょうがいじ

とその家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

の中
なか

で安⼼
あんしん

して安定
あんてい

した⽣活
せいかつ

を送り
おく  

、⾃ ら
みずか  

の ⼒
ちから

で⾃ ら
みずか  

の
⽣活
せいかつ

を切り開いて
き  ひ ら    

いくことができるようになるためには、早期
そ う き

療 育
りょういく

体制
たいせい

の拡 充
かくじゅう

や、学齢期
がくれいき

の障害児
しょうがいじ

に対する
た い    

個別
こ べ つ

⽀援
し え ん

や集 団
しゅうだん

活動
かつどう

⽀援
し え ん

の推進
すいしん

・強化
きょうか

などのサービス
さ ー び す

の充実化
じゅうじつか

が必要
ひつよう

と考 え
かんが  

、施策
し さ く

に取り組んで
と  く   

きました。 
 第２期

だ い に き
では、療 育

りょういく
相談
そうだん

⽀援
し え ん

などを⾏ う
おこな  

「地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

」を、新た
あ ら  

に１か所
    しょ

整備
せいび

し、
計８か所
けいはちかしょ

とし、療 育
りょういく

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図る
は か  

とともに、地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

に専⾨
せんもん

スタッフ
す た っ ふ

を
配置
は い ち

することで、学校
がっこう

への⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

も図り
はか  

ました。 
また、学齢

がくれい
後期
こ う き

から成⼈期
せいじんき

への切れ⽬
き  め

の無い
な  

⽀援
し え ん

を⽬指す
め ざ  

ため、中学校期
ちゅうがっこうき

以降
い こ う

の発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

の対応
たいおう

を主
おも

に⾏う
おこな  

３か所⽬
    しょめ

の専⾨
せんもん

機関
き か ん

を設置
せ っ ち

するとともに、関 係局
かんけいきょく

が定期的
ていきてき

に
課題
か だ い

を共 有
きょうゆう

し検討
けんとう

を⾏いました
おこな      

。 
 さらに、肢体

し た い
不⾃由
ふ じ ゆ う

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

に看護師
か ん ご し

を配置
は い ち

し、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

体制
たいせい

整備
せ い び

等
とう

を実施
じ っ し

する
など、サービス

さ ー び す
の充 実

じゅうじつ
を図って

はか   
きました。 

平成
へいせい

25年
ねん

４⽉
  がつ

に「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、周 辺
しゅうへん

区
く

を担当
たんとう

する地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

における初診
しょしん

までの待機
た い き

期間
き か ん

は短 縮
たんしゅく

されましたが、市
し

全体
ぜんたい

での初診
しょしん

件数
けんすう

は
引き続き
ひ  つ づ  

増加
ぞ う か

しており、待機
た い き

期間
き か ん

短 縮
たんしゅく

に向けた
む   

取組
とりくみ

が必要
ひつよう

です。 
また、教 育

きょういく
について、特別

とくべつ
な⽀援

し え ん
が必要

ひつよう
な児童

じ ど う
⽣徒
せ い と

に対する
た い   

理解
り か い

は進んで
すす   

きましたが、
具体的
ぐたいてき

な対応
たいおう

や環 境
かんきょう

整備
せ い び

についてはまだ⼗ 分
じゅうぶん

とは⾔えません
い     

。今後
こ ん ご

もさらに理解
り か い

を深める
ふか   

と共
とも

に、適切
てきせつ

な指導
し ど う

体制
たいせい

や教 育
きょういく

環 境
かんきょう

・設備
せ つ び

の充 実
じゅうじつ

を⽬指して
め ざ   

いくことが必要
ひつよう

です。 
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とうしょ
AA E⽬標 E

もくひょう
 

（AE第２期 E

だ い  き
AAE改定 E

かいてい
AAE時 E

じ
A） 

AE実績 E

じっせき
 AE評価 E

ひょうか
 

A E企業 E

きぎょう
A への A E雇⽤ E

こ よ う
AA E⽀援 E

し え ん
A の A

E強化 E

きょうか
 

A E紹介 E

しょうかい
AAE企業 E

きぎょう
 

27AE社 E

し ゃ
A（AE累計 E

るいけい
A） 

A E紹介 E

しょうかい
AAE企業 E

きぎょう
 

20AE社 E

し ゃ
A（AE累計 E

るいけい
A） 

△ 

A E働き続ける E

はたら  つづ    
Aための A E定着 E

ていちゃく
AA

E⽀援 E

し え ん
Aの AE強化 E

きょうか
 

A E就労 E

しゅうろう
AAE⽀援 E

し え ん
AAEセンターE

せ ん た ー
 

AE利⽤ E

り よ う
AAE登録者数 E

とうろくしゃすう
 

3,500AE⼈ E

に ん
 

A E就労 E

しゅうろう
AAE⽀援 E

し え ん
AAEセンターE

せ ん た ー
 

AE利⽤ E

り よ う
AAE登録者数 E

とうろくしゃすう
 

3,800AE⼈ E

に ん
 

〇 

 
 
 

【AE振り返り E

 ふ   か え  

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

働 く
はたら  

ことを希望
き ぼ う

したり、働 く
はたら  

能 ⼒
のうりょく

がある障 害者
しょうがいしゃ

が、当たり前
あ    ま え

に働ける
はたら   

社会
しゃかい

を実現
じつげん

す
るためには、企業

きぎょう
への障 害

しょうがい
理解
り か い

の促進
そくしん

や、安⼼
あんしん

して働 き 続 け る
はたら  つづ     

ための定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

などが
必要
ひつよう

と考え
かんがえ

、施策
し さ く

に取り組んで
と り く ん で

きました。 
 第２期

だ い  き
では、就 労

しゅうろう
相談
そうだん

、定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

等
とう

を⾏ う
おこな  

「障 害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

」を、新た
あら  

に
１か所
いっかしょ

整備
せ い び

し、市内
しない

９か所
    しょ

体制
たいせい

とするなど、就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を図りました
は か      

。 
 また、障 害者

しょうがいしゃ
雇⽤
こ よ う

を広く
ひ ろ  

啓発
けいはつ

するための「働きたい
はたら     

！あなたのシンポジウム
し ん ぽ じ う む

」や、市内
し な い

企業
きぎょう

と就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

機関
き か ん

をつなぐための「個別
こ べ つ

相談
そうだん

セミナー
せ み な ー

」を開催
かいさい

し、雇⽤
こ よ う

の場
ば

の拡⼤
かくだい

や企業
きぎょう

への障 害
しょうがい

理解
り か い

を促進
そくしん

しました。 
 さらに、「障 害

しょうがい
者優先
しゃゆうせん

調 達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

」施⾏
し こ う

に伴 い
ともな  

、平成
へいせい

25年
ねん

10⽉
がつ

には横浜市
よこはまし

における
「調 達

ちょうたつ
⽅針
ほうしん

」を策定
さくてい

し、区局
くきょく

等
など

の物品
ぶっぴん

・役務
え き む

の調 達
ちょうたつ

において、障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

からの優先的
ゆうせんてき

な調 達
ちょうたつ

を推進
すいしん

するなど、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の充 実
じゅうじつ

も進めて
すす   

きました。 

 企業
きぎょう

等
とう

への障 害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

の啓発
けいはつ

において、企業
きぎょう

が参考
さんこう

としやすい取組
とりくみ

をより多く
おお  

発信
はっしん

し
ていくため、従 来

じゅうらい
の「企業

きぎょう
表 彰

ひょうしょう
」という⼿法

しゅほう
から、「事例

じ れ い
紹 介
しょうかい

」へ転換
てんかん

したものの、未だ
いま  

掲載
けいさい

企業数
きぎょうすう

が少ない
すく   

ため、今後
こ ん ご

は、紹 介
しょうかい

企業
きぎょう

を増やして
ふ    

いきます。 
また、就 労

しゅうろう
⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

においては、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

のある⽅
かた

からの相談
そうだん

・登録
とうろく

件数
けんすう

の増加
ぞ う か

が続いて
つづ   

おり、就労後
しゅうろうご

の定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

における関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

などが⼗ 分
じゅうぶん

に
取組む
とりく  

ことが出来て
で き  

いません。就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

は、他
た

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、
地域
ち い き

の中
なか

での包括的
ほうかつてき

な⽀援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を⽬指す
め ざ  

ことが必要
ひつよう

です。 
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じ
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AE実績 E

じっせき
 AE評価 E

ひょうか
 

A E発達 E
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AA E障害 E

しょうがい
Aに AE対する E

た い    
AA E理解 E

り か い
A

の AE促進 E

そくしん
Aのための AE取組 E

とりくみ
 

AE推進 E

すいしん
 

「AE世界 E

せ か い
AAE⾃閉症 E

じへいしょう
AAE啓発 E

けいはつ
AAEデーｉｎE

で ー い ん
AA

E横浜 E

よこはま
A」を AE実施 E

じ っ し
 

○ 

AE関係 E

かんけい
AAE機関 E

き か ん
Aの AE連携 E

れんけい
Aの AE促進 E

そくしん
 AE推進 E

すいしん
 

・AEサポートコーチ E

さ ぽ ー と こ ー ち
AAE事業 E

じぎょう
Aを AE実施 E

じ っ し
 

・AE地域 E

ち い き
Aの AE相談 E

そうだん
AAE⽀援 E

し え ん
AAE機関 E

き か ん
Aに A

E向けて E

む   
 

A E研修 E

けんしゅう
Aを AE実施 E

じ っ し
 

〇 

【AE振り返り E

 ふ   か え  

A】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

についての社会的
しゃかいてき

な関⼼
かんしん

が⾼まり
たか   

を⾒せて
み   

いることなどから、発達
はったつ

障 害
しょうがい

に
対する
たい   

理解
り か い

の促進
そくしん

や発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

への⽀援
し え ん

の体系化
たいけいか

を図る
はか  

必要
ひつよう

があると考 え
かんが  

、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の⽀援
し え ん

等
とう

に関する
かん   

検討
けんとう

を⾏ う
おこな  

委員会
いいんかい

でさまざまなご意⾒
  いけん

をいただきながら施策
し さ く

に取り組んで
と  く   

きました。 
 第２期

だ い に き
では、発達

はったつ
障 害
しょうがい

に関する
か ん   

相談
そうだん

⽀援
し え ん

、就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

、発達
はったつ

⽀援
し え ん

、研 修
けんしゅう

の実施
じ っ し

等
とう

を⾏ う
おこな  

「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

」が、市内
し な い

２区
 く

において相談
そうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

を巡 回
じゅんかい

し、フォロー
ふ ぉ ろ ー

を
⾏ う
おこな  

「サポートコーチ
さ ぽ ー と こ ー ち

事業
じぎょう

」をモデル
も で る

実施
じ っ し

し、地域
ち い き

の相談
そうだん

機関
き か ん

のスキルアップ
す き る あ っ ぷ

を図る
はか  

とと
もに、相談

そうだん
⽀援
し え ん

機関
き か ん

と発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

の連携
れんけい

を強化
きょうか

する仕組み
し く  

の地盤
じ ば ん

を作り
つく  

まし
た。 
 また、発達

はったつ
障害者
しょうがいしゃ

に特化
と っ か

し、利⽤
り よ う

期間
き か ん

を制限
せいげん

したうえで、コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

が地域
ち い き

での
⽣活
せいかつ

に向けた
む   

⽀援
し え ん

を⾏ う
おこな  

住まい
す   

の場
ば

として「サポートホーム
さ ぽ ー と ほ ー む

事業
じぎょう

」を実施
じ っ し

しました。その他
  た

、
発達
はったつ

障 害
しょうがい

の特性
とくせい

を有して
ゆう   

いるものの、確定
かくてい

診断
しんだん

や障 害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

のない⽅々
かたがた

に対して
たい   

、実践的
じっせんてき

な就 労
しゅうろう

体験
たいけん

を通じた
つう   

⾃⼰
じ こ

理解
り か い

の場
ば

の提 供
ていきょう

と⽀援
し え ん

⼿法
しゅほう

の開発
かいはつ

を⽬的
もくてき

とした「横浜市
よこはまし

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

」をモデル
も で る

実施
じ っ し

し、今後
こ ん ご

の発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

の検討
けんとう

を⾏ う
おこな  

な
ど、発達

はったつ
障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

⽀援
し え ん

の体制
たいせい

整備
せ い び

を進めて
す す   

きました。 

 「発達
はったつ

障 害
しょうがい

」という⾔葉
こ と ば

については、マスコミ
ま す こ み

や第２期
だ い ２ き

の障 害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

を通
つう

じて広
ひろ

く
浸透
しんとう

してきました。⼀⽅
いっぽう

で、その⽀援
し え ん

体制
たいせい

はいまだ不⼗分
ふじゅうぶん

な 状 況
じょうきょう

にあります。発達
はったつ

障 害
しょうがい

の特性
とくせい

は多様
た よ う

であり、個別性
こべつせい

も⾼
たか

く、その⽀援
し え ん

には特性
とくせい

を⼗ 分
じゅうぶん

理解
り か い

した上
うえ

での対応
たいおう

が必要
ひつよう

となるため、関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び⼈材
じんざい

の育成
いくせい

が課題
か だ い

です。 
その課題

か だ い
を受

う
けて、まず発達

はったつ
障 害
しょうがい

に関
かん

する相談
そうだん

⽀援
し え ん

について、⾝近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で相談
そうだん

が受
う

け
られる体制

たいせい
を作

つく
るための研 修

けんしゅう
を開始

か い し
しました。 

また、今後
こ ん ご

「サポートホーム
さ ぽ ー と ほ ー む

事業
じぎょう

」やモデル
も で る

実施
じ っ し

した「就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

」を通
つう

じて取
と

り組
く

ん
だ、ある⼀定

いってい
の層

そう
に対

たい
して有効

ゆうこう
な⽀援

し え ん
⼿法
しゅほう

等
とう

の活⽤
かつよう

が必要
ひつよう

です。 
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（３）AE第２期 E

だ い  き

A AE振り返り E

 ふ   かえ 

Aの AE総括 E

そ う か つ

A                                          

これまでに記載
き さ い

した通り
とお  

、第２期
だ い に き

においては、着 実
ちゃくじつ

に施策
せ さ く

を進め
すす  

、国
くに

の制度
せ い ど

も含めて
ふく   

、
社会
しゃかい

資源
し げ ん

やサービス
さ ー び す

の整備
せ い び

は進んで
す す   

きました。 
しかし、それでもまだ障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
やその家族

か ぞ く
の周り

ま わ  
にはいまだに多く

お お  
の⽣活

せいかつ
のしづらさ

が残されて
の こ     

おり、グループインタビュー
ぐるーぷいんたびゅー

やアンケート
あんけーと

等
とう

でいただいたご意⾒
  いけん

では、 
・「普及

ふきゅう
啓発
けいはつ

」では、他⼈
たにん

の⾔動
げんどう

や対応
たいおう

などで悩む
なや

のが多い
おお

こと 
・「相談

そうだん
」では、どこに相談

そうだん
したら良い

よ
かが分からない

わ
こと 

・「住まい
す

」では、安⼼
あんしん

した⽣活
せいかつ

を送れる
おく

環境
かんきょう

や選択肢
せんたくし

が整って
ととの

いると感じられない
かん

こと 
・「暮らし

く
」では、サービス

さーびす
をどのように使えば

つか
よいかが分からない

わ
こと 

・「医療
いりょう

」では、⾝近に
みじか

かかれる医療
いりょう

機関
きかん

がないこと 
・「療育

りょういく
・教育

きょういく
」では、療育

りょういく
と教育

きょういく
の密接

みっせつ
な連携

れんけい
が求められて

もと
いること 

・「就労
しゅうろう

」では、引き続き
ひ   つづ

働き続ける
はたら つづ

ための⽀援
しえん

が⾜りて
た

いないこと 
・「発達

はったつ
障害
しょうがい

」をはじめ、障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう

⽀援
しえん

が⾜りて
た

いないこと 
…などの声

こえ
が多く

おお
ありました。 

 
こうしたことに対応

たいおう
していくためには、国

くに
の制度

せいど
や、それだけでは⾜りない

た
ところを、

横浜市
よこはまし

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
しさく

を組み合わせる
く   あ

などの⼯夫
くふう

を⾏う
おこな

とともに、関連
かんれん

する横浜市
よこはまし

の様々
さまざま

な施策
し さ く

を連携
れんけい

させることが必要
ひつよう

です。また、⾏政
ぎょうせい

として必要
ひつよう

な⽀援
しえん

を整える
ととの

とともに、
障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

やその家族
かぞく

が住み慣れた
す   なれ

地域
ちいき

で、どのように暮らして
く

いきたいかということにつ
いて、障害者

しょうがいしゃ
本⼈
ほんにん

主体
しゅたい

で考えて
かんが

いく姿勢
し せ い

も必要となります。 
その他

た
、グループインタビュー

ぐ る ー ぷ い ん た び ゅ ー
やアンケート

あ ん け ー と
等
とう

を通じて
つ う   

、⾏ 政
ぎょうせい

の情 報
じょうほう

が障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

や
その家族

か ぞ く
に⼗ 分

じゅうぶん
⾏き届いて
い  と ど   

いなかったという声
こえ

があり、情 報
じょうほう

発信
はっしん

についても課題
かだい

の⼀つ
ひと

だと認識
にんしき

しています。 
以上
いじょう

を踏まえ
ふ   

、今後
こ ん ご

の施策
し さ く

展開
てんかい

を⽀える
さ さ   

基本的
きほんてき

な視点
し て ん

を３つ掲げ
か か げ

、第２期
だ い  き

での振り返り
ふ  か え  

を
踏まえた
ふ    

課題
か だ い

を、第３期
だ い  き

では５つのテーマ
て ー ま

として取り組んでいきます。 
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 第２期
だ い  き

では、⾝体
しんたい

・知的
ち て き

・精神
せいしん

の３障 害
しょうがい

に加えて
くわ   

、難 病
なんびょう

や発達
はったつ

障 害
しょうがい

、⾼次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

などこれまでの障 害
しょうがい

認定
にんてい

基準
きじゅん

ではとらえきれない⽅々
かたがた

のニーズ
に ー ず

にも対応
たいおう

できるよう、きめ
細か
こま  

な⽀援
し え ん

を進めて
すす   

きました。 

 また、「障害児
しょうがいじ

を育てる
そだ   

家族
か ぞ く

が不安
ふ あ ん

や困難
こんなん

を感じる
かん   

ことなく、適した
てき   

教 育
きょういく

を受け
う  

、成 ⻑
せいちょう

し、本⼈
ほんにん

の⾃⼰
じ こ

選択
せんたく

と⾃⼰
じ こ

決定
けってい

ができる⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

と⽣活
せいかつ

基盤
き ば ん

の充 実
じゅうじつ

」を図って
はか   

いくことも
計画
けいかく

に位置づけ
い ち   

、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応じた
おう   

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を進めて
すす   

きました。 

 しかし、きめ細かい
き め こ ま か い

対応
たいおう

や学齢期
がくれいき

における⽀援
し え ん

が⼗ 分
じゅうぶん

に⾏き届いて
い き と ど い て

いない現 状
げんじょう

があり
ます。 

 また、地域
ち い き

における社会
しゃかい

資源
し げ ん

が整い
ととの

つつあるなかで、障 害者
しょうがいしゃ

が安⼼
あんしん

して⽣活
せいかつ

し続けて
  つづ

い
くためには、地域

ち い き
住 ⺠
じゅうみん

の障 害
しょうがい

に対する
たい

理解
りかい

を進め
すす

、⾒守り
みまも

や⽀え合い
ささ   あ

の仕組みづくり
しく

を
進めて
すす

いくことや、本⼈
ほんにん

が⽣活
せいかつ

における主体性
しゅたいせい

を獲得
かくとく

する ⼒
ちから

（エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

）を
引き出し
ひ   だ

、⾼めて
たか

いくための⽀援
し え ん

等
とう

も必要
ひつよう

です。 
 そこで、障 害者

しょうがいしゃ
が地域

ち い き
社会
しゃかい

の⼀員
いちいん

として、誰
だれ

もが安⼼
あんしん

して⾃分
じ ぶ ん

らしく健やか
すこ

に⽣活
せいかつ

して
いくため、地域

ち い き
福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

計画
けいかく

での地区
ち く

別
べつ

計画
けいかく

等
とう

において、住 ⺠
じゅうみん

相互
そ う ご

の共 助
きょうじょ

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

していきます。その中
なか

で、障 害者
しょうがいしゃ

個々⼈
こ こ じ ん

が抱えて
かか

いる暮らしにくさ
く

などを地域
ち い き

で共 有
きょうゆう

で
きる場

ば
を確保

か く ほ
したり、障 害者

しょうがいしゃ
が地域

ち い き
活動
かつどう

に参加
さ ん か

しやすくなるための環境づくり
かんきょう

を進めて
すす

い
きます。また、学齢期

がくれいき
における相談

そうだん
⽀援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

や療 育
りょういく

と教 育
きょういく

との連携
れんけい

強化
きょうか

をはじ
め、卒業後

そつぎょうご
の企業

きぎょう
就 労
しゅうろう

の促進
そくしん

や施設
し せ つ

等
とう

での福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の充 実
じゅうじつ

などの、本⼈
ほんにん

の
ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

を通じ
つ う  

て⼀貫
いっかん

した⽀援
し え ん

の強化
きょうか

と、⾃⼰
じ こ

選択
せんたく

・⾃⼰
じ こ

決定
けってい

のためには、個々
こ こ

の
状 況

じょうきょう
に応じた

おう   
本⼈
ほんにん

の主体性
しゅたいせい

を獲得
かくとく

する ⼒
ちから

（エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

）への⽀援
し え ん

が基本
き ほ ん

という視点
し て ん

を持って
も   

、施策
し さ く

に取り組んで
と  く   

いきます。 
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 団塊
だんかい

の世代
せ だ い

が 75歳
さい

以上
いじょう

の後期
こ う き

⾼齢者
こうれいしゃ

となる「2025年
ねん

問題
もんだい

」に 象 徴
しょうちょう

されるように、今
こん

後
ご

１０数年間
すうねんかん

で、全国的
ぜんこくてき

に⾼齢化
こうれいか

が⼀層
いっそう

進んで
すす   

いくことが予測
よ そ く

されています。横浜市
よこはまし

にお
いても、2025年

ねん
には、約

やく
3.8⼈

にん
に１⼈

ひ と り
が 65歳

さい
以上になることが⾒込まれて

み こ    
います。 

 そのような中
なか

で、障害者
しょうがいしゃ

のなかには、⽐較的
ひかくてき

早い
はや  

段階
だんかい

から⾼齢
こうれい

に伴 う
ともな  

諸 症 状
しょしょうじょう

が出 現
しゅつげん

する⽅
かた

がいるといった声
こえ

が、現場
げ ん ば

のスタッフ
す た っ ふ

から聞こえて
き    

います。⾼齢化
こうれいか

すると、体 ⼒
たいりょく

や
運動
うんどう

機能
き の う

の低下
て い か

、病気
びょうき

への抵 抗⼒
ていこうりょく

などが弱
よわ

くなり、新た
あ ら  

な病気
びょうき

やけがのリスク
り す く

も⾼く
たか  

なり
ます。それに加えて

く わ   
、⽇ 常

にちじょう
⽣活
せいかつ

での主
おも

な⾝辺
しんぺん

動作
ど う さ

や活動
かつどう

、社会
しゃかい

⽣活
せいかつ

への参加
さ ん か

などに少し
すこ  

ず
つ不⾃由さ

ふ じ ゆ う  
や困難性

こんなんせい
が増えて

ふ   
くるため、⾒守り

みまも  
や介助

かいじょ
などの具体的

ぐたいてき
⽀援
し え ん

が不可⽋
ふ か け つ

な状 態
じょうたい

に
なります。今回

こんかい
のアンケート

あ ん け ー と
では、「⾼齢

こうれい
になった時

とき
に、これまでと同じ

おな  
ように⽣活

せいかつ
を続けて

つ づ   

いけるかが不安
ふ あ ん

」といった声
こえ

があがっています。 
 また、⾏動

こうどう
障 害
しょうがい

や医療的
いりょうてき

ケア
け あ

等
とう

については、専⾨的
せんもんてき

な対応
たいおう

が求
もと

められており、「⾼齢化
こうれいか

・
重度化
じゅうどか

」と併せて
あ わ   

取り組
と  く

んでいくことが必要
ひつよう

です。 
 それと同時

ど う じ
に、障 害 者

しょうがいしゃ
本⼈
ほんにん

はもちろんのこと、親
おや

（家族
か ぞ く

）の⾼齢化
こうれいか

も考 えて
かんが    

いかなく
てはなりません。これまで⽀えて

さ さ   
いた家族

か ぞ く
の⾼齢化

こうれいか
により、障害者

しょうがいしゃ
本⼈
ほんにん

が従 来
じゅうらい

通り
どお  

の⽣活
せいかつ

を続ける
つづ   

ことが難 しく
むずか    

なるといったことが、今後
こ ん ご

さらに増えて
ふ   

いくことが予想
よ そ う

されます。 

 これらの問題
もんだい

に対応
たいおう

していくためには、現在
げんざい

の障 害者
しょうがいしゃ

の⽣活
せいかつ

状 況
じょうきょう

を丁寧
ていねい

に把握
は あ く

しな
がら、家族

か ぞ く
を含めて

ふ く   
地域
ち い き

で⽣活
せいかつ

していくことを⽀える
ささ   

仕組み
し く  

の充 実
じゅうじつ

が必要です。 
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療育
りょういく

センター
せ ん た ー

、日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 など 

障害
しょうがい

受容
じ ゅ よ う

・経済
けいざい

状況
じょうきょう

の変化
へ ん か

・親
おや

の孤立
こ り つ

など 

本人
ほんにん

の自己
じ こ

理解
り か い

・統合
と う ご う

失調症
しっちょうしょう

の発症
はっしょう

 

本人
ほんにん

の成長
せいちょう

に伴う
ともな 

介護
か い ご

負担
ふ た ん

の増
ぞう

 など 

教育
きょういく

・育成
いくせい

、放課後
ほ う か ご

支援
し え ん

、生活
せいかつ

支援
し え ん

 など 

生活
せいかつ

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、医療
い り ょ う

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

 

住まい
す   

の場
ば

の充実
じゅうじつ

 

加齢
か れ い

に伴う
ともな 

ケア
け あ

の複雑化
ふ く ざ つ か

への対応
たいおう

、高齢化
こ う れ い か

・

重度化
じ ゅ う ど か

を踏まえた
ふ    

住まい
す   

支援
し え ん

 

当事者
と う じ し ゃ

の不安
ふ あ ん

 

高齢化
こ う れ い か

・重度化
じ ゅ う ど か

に伴う
ともな 

住まい
す   

・暮らし
く   

の不安
ふ あ ん

 

当事者
と う じ し ゃ

の不安
ふ あ ん

 

生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

・住まい
す   

・暮らし
く   

の不安
ふ あ ん

 

親
おや

亡き
な き

後
あ と

の不安
ふ あ ん

（親
おや

の高齢化
こ う れ い か

） など 

当事者
と う じ し ゃ

の不安
ふ あ ん

 

当事者
と う じ し ゃ

の不安
ふ あ ん
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・親

おや

亡き
な

後
あと

も安心
あんしん

して地域
ちいき

生活
せいかつ

が送れる
おくれる

仕組み
しく

の構築
こうちく

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

の 高齢化
こうれいか

・ 重度化
じゅうどか

へ の 対応
たいおう

 

・ 地域
ちいき

生活
せいかつ

の た め の き め 細か
こま

な 対応
たいおう

 

「親
おや

亡き
な

後
あと

の不安
ふあん

」 

「家族
かぞく

がいるうちに将来
しょうらい

を見据えた
みす

支援
しえん

が欲しい
ほ

 

「高齢化
こうれいか

に伴って
ともな

、これまで自分
じぶん

で出来て
でき

いたことが 

できなくなる」 

「住み慣れた
す    な

地域
ちいき

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

したい」 など 

 第２期
だい  き

では、「将 来
しょうらい

にわたるあんしん施策
せさく

」として、①親
おや

亡き
な

後
あと

も安⼼
あんしん

して地域
ちいき

⽣活
せいかつ

が
送れる
おく

仕組
しくみ

の構築
こうちく

、②障害者
しょうがいしゃ

の⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

への対応
たいおう

、③地域
ちいき

⽣活
せいかつ

のためのきめ細か
こま

な
対応
たいおう

という項⽬
こうもく

を中⼼
ちゅうしん

に、様々
さまざま

な取組
とりくみ

を推進
すいしん

してきました。 

 しかし、「将 来
しょうらい

にわたるあんしん施策
せさく

」の実施
じっし

から数年
すうねん

を経た
へ

今
いま

でも、
グループインタビュー
ぐるーぷいんたびゅー

やアンケート
あんけーと

からは、親
おや

亡き
な

後
あと

の不安
ふあん

の解消
かいしょう

が求められて
もと

いる
現 状
げんじょう

があります。 

 今後
こんご

も「将 来
しょうらい

にわたるあんしん施策
せさく

」で確認
かくにん

された課題
かだい

については、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

や家族
か ぞ く

の⽅
かた

などのご意⾒
   いけん

をいただきながら、継続
けいぞく

して取り組んで
と    く

いく必要
ひつよう

があると考えて
かんが

います。 
また、当事者

とうじしゃ
や家族

かぞく
のニーズ

にーず
をあらゆる場⾯

ばめん
で継続

けいぞく
して把握

はあく
し、その課題解決にあたって

は、「将 来
しょうらい

にわたるあんしん施策
せさく

」策
さく

定時
て い じ

の視点
し て ん

を継 承
けいしょう

しながらも、それにとどまらず、
広く
ひ ろ  

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
せ さ く

全体
ぜんたい

で捉え
と ら  

、⼀体的
いったいてき

に進め
す す  

、様々
さまざま

な施策
し さ く

展開
てんかい

を図って
は か   

いきます。 
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第
だい

Ⅲ
さん

章
しょう

 基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

とテーマ
て ー ま

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 

 

                                         

 

 

 

 

 
 

５つのテーマ 
 
  

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

は、特別
とくべつ

な存在
そんざい

ではなく、⼀⼈
ひ と り

の市⺠
し み ん

として、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、当
あ

たり前
まえ

の
ように⽣活

せいかつ
していけるまちを実現

じつげん
していくことが必要

ひつよう
です。 

そして、そのようなまちを⽬指
め ざ

すためには、公⺠
こうみん

連携
れんけい

して、必要
ひつよう

に応
おう

じた意思
い し

決定
けってい

⽀援
し え ん

を
⾏

おこな
いながら、障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
が「⾃分

じ ぶ ん
で選

えら
んで・⾃分

じ ぶ ん
で決

き
める」環 境

かんきょう
の整備

せ い び
が⽋

か
かせません。 

 また、この基本
き ほ ん

⽬ 標
もくひょう

は、「障 害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

」に記
しる

された⼀般
いっぱん

原則
げんそく

（「固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

、個⼈
こ じ ん

の⾃律
じ り つ

（ ⾃
みずか

ら選択
せんたく

する⾃由
じ ゆ う

を含む。）及
およ

び個⼈
こ じ ん

の⾃⽴
じ り つ

の尊 重
そんちょう

」等
とう

）が⼟台
ど だ い

となっており、
この基本

き ほ ん
⽬ 標
もくひょう

を基
もと

に、各施策
かくしさく

を推進
すいしん

していきます。 

第２期
だい  き

では、プラン
ぷ ら ん

の枠組
わ く ぐ

みについて、施策
し さ く

を推進
すいしん

する視点
し て ん

で組
く

み⽴
た

てていたため、各分野
かくぶんや

についての記載
き さ い

内容
ないよう

がうまく伝
つた

わらず、当事者
とうじしゃ

からも「どこに何
なに

が書
か

いてあるかが分
わ

かりにく
い」という声

こえ
をいただいていました。 

そこで第３期
だい  き

では、障 害
しょうがい

の種別
しゅべつ

に係
かか

わらず、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

を送
おく

るうえでの視点
し て ん

に⽴
た

った枠組
わ く ぐ

みとして、５つのテーマ
て ー ま

を設定
せってい

しました。そして、このテーマ
て ー ま

を連携
れんけい

させていく
ことが障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
の⽣活

せいかつ
を豊

ゆた
かにするという認識

にんしき
のもと、各施策

かくしさく
を着 実

ちゃくじつ
に進

すす
めていきます。 
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【基本
き ほ ん

⽬ 標
もくひょう

とテーマ
て ー ま

の関係図
かんけいず

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ１

出会う

・つながる

・助け合う

テーマ２

住む、そして

暮らす

テーマ３

毎日を安心して

健やかに過ごす

テーマ４

いきる力を

学び・育む

テーマ５

働く・活動する

余暇を楽しむ

地 域 
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** 当事者
とうじしゃ

からの声
こえ

 **  

 
 
 

                                         

 

 

 

 

** ニーズ
に ー ず

把握
は あ く

調査
ちょうさ

結果
け っ か

から **  

●障 害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に経験
けいけん

した嫌
いや

な思い
おも  

・不適切
ふてきせつ

な対応
たいおう

など（当事者
とうじしゃ

アンケート
あ ん け ー と

） 

 
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

 

 割合
わりあい

  割合
わりあい

  割合
わりあい

 

他人
た に ん

の視線
し せ ん

や言動
げんどう

 1,072 16% 449 22% 295 20% 

移動中
いどうちゅう

 

（通勤
つうきん

・通所
つうしょ

・買い物
 か   もの

） 
1,283 19% 317 16% 189 13% 

近所付き合い
きんじょつ   あ  

 385 6% 167 8% 169 11% 

特
とく

にない 1,763 26% 165 8% 192 13% 

 
 
 

 幼少期
ようしょうき

、学齢期
がくれいき

から障 害
しょうがい

のある⼈
ひと

たちと出会い
で あ  

・つながり、相互
そ う ご

理解
り か い

を深めて
ふ か   

いくこと
で、障 害

しょうがい
特性
とくせい

や、対応
たいおう

などをお互い
 た が  

に理解
り か い

し、⽇ごろ
ひ   

の⽣活
せいかつ

から災害
さいがい

等
とう

の緊 急
きんきゅう

時
じ

にも
⽀えあい
ささ      

・助け合う
たす  あ  

ことができるまち、ヨコハマ
よ こ は ま

を⽬指します
め ざ    

。 

  
そのためには、障 害

しょうがい
のある⼈

ひと
たちの⽣活

せいかつ
を⽀え

ささ  
、困った

こま    
ときにいつでも相談

そうだん
できる場所

ば し ょ

や、どこに相談
そうだん

しても適切
てきせつ

に対応
たいおう

できる⽀援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

することが必要
ひつよう

です。 

 また、障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じて
おう   

、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

を適切
てきせつ

に発信
はっしん

するとともに、障 害
しょうがい

理解
り か い

に向けた
む   

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

、相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の整理
せ い り

と相談
そうだん

窓⼝
まどぐち

の明確化
めいかくか

、⾏ 政
ぎょうせい

から発信
はっしん

する情 報
じょうほう

の保障
ほしょう

のほ
か、災害

さいがい
への備え

そな  
等
など

を進め
す す  

ます。 

・どんなことに困る
こま  

のかを、障 害
しょうがい

のない⼈
ひと

に体験
たいけん

してもらうことが⼤事
だ い じ

。障 害
しょうがい

が多様
た よ う

で
あることを知って

し   
もらいたい。 

・何
なに

か分からない
わ     

ことがあったら聞いて
き   

くださいといわれるが、何
なに

が分からない
わ     

のかが分
わ

か 
らない。 

・防災
ぼうさい

訓練
くんれん

などの情 報
じょうほう

を、訓練
くんれん

終了後
しゅうりょうご

に回って
まわ    

きた町 内会
ちょうないかい

の回覧板
かいらんばん

などで知った
し   

。 

 地域
ち い き

防災
ぼうさい

拠点
きょてん

における訓練
くんれん

について、実際
じっさい

に参加
さ ん か

してみないと、理解
り か い

してもらえない。 

テーマ
て ー ま

１ 出会う
で あ  

・つながる・助け合う
たす   あ
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●相談
そうだん

で困った
こま   

こと 

 
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

 

 割合
わりあい

  割合
わりあい

  割合
わりあい

 

相談
そうだん

したいことがまとま

らない（何
なに

を話したら
はな     

よい

かわからない） 

333 8％ 208 24％ 177 25％ 

相談
そうだん

したが満足
まんぞく

できる

回答
かいとう

ではない 
560 13％ 141 16％ 164 23％ 

特
とく

に困った
こま    

ことはない 2,411 57％ 353 40％ 223 31％ 
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取組
とりくみ

1－1 普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 障 害
しょうがい

のある⼈
ひと

もない⼈
ひと

も共
とも

に地域
ち い き

で安⼼
あんしん

して⾃⽴
じ り つ

した⽣活
せいかつ

を送る
おく  

ことができる社会
しゃかい

を
⽬指して
め ざ   

、疾病
しっぺい

や障 害
しょうがい

に対する
たい   

正しい
ただ   

理解
り か い

の促進
そくしん

に努めて
つと   

きました。しかし、
グループインタビュー
ぐ る ー ぷ い ん た び ゅ ー

やアンケート
あ ん け ー と

結果
け っ か

では、外 出
がいしゅつ

時
じ

に嫌
いや

な思い
おも  

をしたり、他⼈
た に ん

の⾔動
げんどう

や
対応
たいおう

で悩む
なや  

との意⾒
い け ん

もあり、より⼀層
   いっそう

の障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

への正しい
ただ   

理解
り か い

や配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

です。 

 そこで、引き続き
ひ  つ づ  

、幼少期
ようしょうき

、学齢期
がくれいき

から障 害
しょうがい

を理解
り か い

し、交 流
こうりゅう

を深められる
ふか       

よう相互
そ う ご

理解
り か い

に向けた
む   

教 育
きょういく

や取り組み
と  く  

を進めて
すす   

いきます。また、当事者
とうじしゃ

や市⺠
し み ん

団体
だんたい

等
とう

による地域
ち い き

住 ⺠
じゅうみん

へ
の啓発

けいはつ
、住 ⺠

じゅうみん
との交 流

こうりゅう
や、⽇頃

ひ ご ろ
の⽣活

せいかつ
の中

なか
で係われる

か か     
仕組みづくり
し く     

など、さまざまな
取り組み
と  く  

を通じて
つう   

障 害
しょうがい

理解
り か い

を促進
そくしん

します。  

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

◆持続的
じぞくてき

な普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

の促進
そくしん

 

⊳市⺠
し み ん

へ向けた
む   

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

  …障 害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

や各種
かくしゅ

イベント
い べ ん と

を通じて
つう   

、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

と出会う
で あ  

場づくり
ば    

を進めて
すす   

いき
ます。 

   また、地域
ち い き

福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

計画
けいかく

の推進
すいしん

を通して
とお   

、障 害者
しょうがいしゃ

が健康づくり
けんこう      

活動
かつどう

や地域
ち い き

活動
かつどう

に
参加
さ ん か

する機会
き か い

を増やし
ふ   

、誰
だれ

もがお互い
 た が  

を理解
り か い

し受け⽌める
う  と   

機会づくり
き か い     

を⾏うなど、地域
ち い き

住 ⺠
じゅうみん

の障 害
しょうがい

に対する
たい   

理解
り か い

を進め
す す  

ます。 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

当事者
とうじしゃ

や障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

関連
かんれん

施設
し せ つ

、市⺠
し み ん

団体
だんたい

等
とう

による普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

への⽀援
し え ん

 

セイフティーネットプロジェクト
せ い ふ て ぃ ー ね っ と ぷ ろ じ ぇ く と

横浜
よこはま

（以下
い か

「Ｓプロ
え す ぷ ろ

」※）や障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

関連
かんれん

施設
し せ つ

、市⺠
し み ん

団体
だんたい

等
とう

による
障 害
しょうがい

理解
り か い

のための研 修
けんしゅう

や講演
こうえん

、
地域
ち い き

活動
かつどう

を⽀援
し え ん

・協 働
きょうどう

するなど、
さまざまな普及

ふきゅう
啓発
けいはつ

を推進
すいしん

しま
す。また、横浜市

よこはまし
障害者
しょうがいしゃ

社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

が中 ⼼
ちゅうしん

となり、
障害者
しょうがいしゃ

本⼈
ほんにん

、家族
か ぞ く

及び
およ  

各団体
かくだんたい

と
連携
れんけい

・協 働
きょうどう

し、障 害
しょうがい

理解
り か い

の促進
そくしん

に向けた
む   

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

し
ます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

疾病
しっぺい

や障 害
しょうがい

に
関する
かん   

情 報
じょうほう

の発信
はっしん

 

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

などの媒体
ばいたい

を活⽤
かつよう

して、疾病
しっぺい

や障 害
しょうがい

に関する
か ん   

情 報
じょうほう

や⽀援
し え ん

に係わる
かか   

活動
かつどう

を紹 介
しょうかい

し、
市⺠
し み ん

や当事者
とうじしゃ

・関係者
かんけいしゃ

の理解
り か い

促進
そくしん

に努めます
つと      

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

各区
か く く

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

の促進
そくしん

【新規
し ん き

】 

各区
か く く

の住 ⺠
じゅうみん

に対して
たい    

、疾病
しっぺい

や
障 害
しょうがい

等
とう

に対する
たい   

理解
り か い

を深める
ふか   

た
めの研 修

けんしゅう
や啓発

けいはつ
活動
かつどう

の⽀援
し え ん

を
⾏います
おこな      

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

４校
こう

種
しゅ

 図画
ず が

⼯作
こうさく

・
美術
びじゅつ

・書道
しょどう

作品展
さくひんてん

 
特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教 育
きょういく

部⾨
ぶ も ん

〜つたえたい ぼく
のおもい わたしの
きもち〜の開催

かいさい
 

4
４
校
こう

種
しゅ

（ ⼩
しょう

・中
ちゅう

・⾼
こう

・特別
とくべつ

⽀援
し え ん

）
の幼児

よ う じ
児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

の作品
さくひん

を⼀堂
いちどう

に
集め
あ つ め

、市⺠
し み ん

公開
こうかい

の作品展
さくひんてん

を開催
かいさい

す
ることで、障 害

しょうがい
のある⼦ども

こ ど も
の

⽂化
ぶ ん か

活動
かつどう

に関する
か ん す る

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を
図ります
は か り ま す

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
※Ｓ

えす
プロ
ぷ ろ

は、横浜
よこはま

市内
し な い

の1 5
じゅうご

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

と機関
き か ん

で組織
そ し き

されています。当事者
とうじしゃ

や
家族
か ぞ く

が主体
しゅたい

となって、⾃分
じ ぶ ん

たちのできることから活動
かつどう

していくことを⼤切
たいせつ

にしながら、
地域
ち い き

の⼈々
ひとびと

へさまざまな障 害
しょうがい

についての理解
り か い

を深めて
ふか   

もらい、障 害
しょうがい

のある⼈
ひと

が地域
ち い き

で
安⼼
あんしん

して暮らして
く    

いけるよう、活動
かつどう

しています。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

学齢期
がくれいき

児童
じ ど う

及び
およ  

親
おや

への障 害
しょうがい

理解
り か い

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

【新規
し ん き

】 

市内
し な い

の当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

等
とう

の 協 ⼒
きょうりょく

を
得ながら
え    

、障 害
しょうがい

理解
り か い

を進める
すす   

教 材
きょうざい

等
など

を、教 育
きょういく

委員会
いいんかい

と連携
れんけい

しながら作成
さくせい

します。また、そ
れとともに、学齢期

がくれいき
児童
じ ど う

と親
おや

が、
障害児
しょうがいじ

・者
もの

と⼀緒
いっしょ

に係わる
かか   

機会
き か い

の場
ば

について、実施
じ っ し

⽅法
ほうほう

を検討
けんとう

します。 

作成
さくせい

・検討
けんとう

 推進
すいしん

 

 

 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

副学籍
ふくがくせき

による交 流
こうりゅう

教 育
きょういく

及び
およ  

共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

が、居住地
きょじゅうち

の ⼩
しょう

・中 学校
ちゅうがっこう

の
児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

と⼀緒
いっしょ

に学ぶ
まな  

機会
き か い

の
拡⼤
かくだい

を図る
はか  

など、交 流
こうりゅう

教 育
きょういく

と
共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

を進める
すす   

とともに、
特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

に
対する
たい   

必要
ひつよう

な教 育的
きょういくてき

⽀援
し え ん

を、
居住地
きょじゅうち

の学校
がっこう

においても
⾏います
お こ     

。 
⼩

しょう
・中 学校

ちゅうがっこう
の児童

じ ど う
⽣徒
せ い と

には、
障害児者
しょうがいじしゃ

に対する
たい   

理解
り か い

を含め
ふく  

、
⼼

こころ
の障 壁

しょうへき
をつくらない「 ⼼

こころ
の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

」を育 む
はぐく  

ことを
⽬指し
め ざ  

ます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

⊳共
とも

に育ち
そだ  

、共
とも

に学ぶ
まな  

交 流
こうりゅう

及び
お よ  

共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

 
…特別

とくべつ
⽀援
し え ん

学校
がっこう

と ⼩
しょう

・中 学校
ちゅうがっこう

の⼦ども
こ   

が、共
とも

に“学び
まな  

”共
とも

に“育つ
そだ  

”ことができる
体制づくり
たいせい     

を進め
すす  

、仲間
な か ま

意識
い し き

を育てます
そだ     

。また、障 害
しょうがい

や病気
びょうき

を特別
とくべつ

なこととせず
受け⼊れられる
う  い     

ような意識
い し き

を育てます
そだ     

。 

◆学齢期
がくれいき

への重 点 的
じゅうてんてき

な普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

⊳ ⼩
しょう

・中 学校
ちゅうがっこう

への障 害
しょうがい

理解
り か い

の促進
そくしん

 
  …福祉

ふ く し
教 育
きょういく

と連携
れんけい

し、講演
こうえん

や体験
たいけん

の機会
き か い

の設置
せ っ ち

を検討
けんとう

し、学齢期
がくれいき

の頃
ころ

から、障害児
しょうがいじ

・
者
もの

と係わる
かか   

機会
き か い

の増加
ぞ う か

を⽬指し
め ざ  

ます。 
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取組
とりくみ

1－２ 相談
そうだん

⽀援
し え ん

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 障 害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

で⾃⽴
じ り つ

した⽣活
せいかつ

を送る
おく  

ことができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む   

、ど
こに相談

そうだん
しても適切

てきせつ
に課題

か だ い
解決が⾏ える

おこな    
よう、体制

たいせい
整備
せ い び

を進めて
すす   

きました。しかし、
障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が困った
こま    

ときに相談
そうだん

する場所
ば し ょ

として、区
く

役所
やくしょ

を思い浮かべる
おも  う     

⼈
ひと

や、どこに相談
そうだん

し
たら良い

よ  
か分からない

わ     
との声

こえ
もあり、他

た
の相談

そうだん
機関
き か ん

の認知
に ん ち

が進んだ
すす    

といえる 状 況
じょうきょう

にはあ
りません。 

そのため、引き続き
ひ   つ づ  

区
く

役所
やくしょ

及び
お よ  

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法⼈型
ほうじんがた

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

等
とう

による相談
そうだん

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

（⼀次
い ち じ

相談
そうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

）の周知
しゅうち

を進め
すす  

、相談
そうだん

⽀援
し え ん

を必要
ひつよう

とする⼈
ひと

たちへ分かりやすい
わ      

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を ⾏ う
おこな   

とともに、相談
そうだん

⽀援
し え ん

のプロセス
ぷ ろ せ す

において「本⼈
ほんにん

が⾃ ら
みずか  

解決
かいけつ

する ⼒
ちから

を⾼めて
たか   

いくための⽀援
し え ん

」や、「家族
か ぞ く

⽀援
し え ん

の視点
し て ん

」が⽀援者
しえんしゃ

に求め
もと

られています。 
また、ライフステージ

ら い ふ す て ー じ
によって⽀援

し え ん
の中 ⼼

ちゅうしん
が異なる

こと    
ため、⼀貫

いっかん
した⽀援

し え ん
を ⾏ う

おこな   
ために

は教 育
きょういく

機関
き か ん

等
とう

、他
た

の分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

も不可⽋
ふ か け つ

です。 

  

 そこで、どこに相談
そうだん

してもライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応じた
おう   

各相談
かくそうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

等
とう

が連携
れんけい

して対応
たいおう

す
る取り組み

と  く  
を強化

きょうか
するとともに、横浜市

よこはまし
がこれまで構築

こうちく
してきた相談

そうだん
⽀援
し え ん

システム
し す て む

を整理
せ い り

します。そして、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を活⽤
かつよう

する障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が、本⼈
ほんにん

の主体性
しゅたいせい

を⾼めながら
た か       

希望
き ぼ う

する暮らし
く   

を実現
じつげん

に向けて
む   

、計画
けいかく

相談
そうだん

⽀援
し え ん

を推進
すいしん

していきます。 

 さらに、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

⽀援
し え ん

における地域
ち い き

課題
か だ い

の検討
けんとう

や、各区
か く く

で実施
じ っ し

している⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の機能
き の う

強化
きょうか

と活性化
かっせいか

を図り
はか  

、地域性
ちいきせい

を踏まえた
ふ    

⽀援
し え ん

体制
たいせい

やネットワークづくり
ね っ と わ ー く    

を進めます
すす     

。 

◆相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の再構築
さいこうちく

と充 実
じゅうじつ

 

 ⊳相談
そうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

の役割
やくわり

の明確化
めいかくか

と充 実
じゅうじつ

 

  …各相談
かくそうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

の役割
やくわり

・位置づけ
い ち   

を明確化
めいかくか

し、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

のライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応じた
おう   

相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図ります
はか     

。 
   また、地域

ち い き
ケアプラザ
け あ ぷ ら ざ

等
など

の既存
き そ ん

の相談
そうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

と連携
れんけい

をとりながら、相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の
充 実
じゅうじつ

を進め
す す  

ます。 
   さらに、必要

ひつよう
な⼈

ひと
に適切

てきせつ
な計画

けいかく
相談
そうだん

⽀援
し え ん

を実施
じ っ し

できるよう、相談
そうだん

⽀援
し え ん

専⾨員
せんもんいん

等
など

の質
しつ

の
向 上
こうじょう

と、各区
か く く

の⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

を通した
とお   

相談
そうだん

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

を進め
す す  

ます。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

相談
そうだん

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

の
周知
しゅうち

・普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

が⾝近
み ぢ か

な
機関
き か ん

に安⼼
あんしん

して相談
そうだん

することが
できるよう、⾝近

み じ か
な相談者

そうだんしゃ
を

対 象
たいしょう

として、相談
そうだん

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

の
周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

を⾏います
おこな      

。 

実施
じ っ し

 推進
すいしん

 

相談
そうだん

⽀援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

の
⼈材
じんざい

育成
いくせい

 

市
し

⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

で作成
さくせい

した
「相談

そうだん
⽀援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

⼈材
じんざい

育成
いくせい

ビジョン
び じ ょ ん

（仮称
かしょう

）」に基づき
もと   

、⼈材
じんざい

育成
いくせい

を進めます
すす     

。 

実施
じ っ し

 強化
きょうか

 

当事者
とうじしゃ

による相談
そうだん

の充 実
じゅうじつ

 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

に設置
せ っ ち

す
るピア

ぴ あ
相談
そうだん

センター
せ ん た ー

での当事者
とうじしゃ

相談
そうだん

を検 証
けんしょう

し、当事者
とうじしゃ

による
相談
そうだん

⽀援
し え ん

を推進
すいしん

します。 

実績
じっせき

を検 証
けんしょう

 

18区
く

の 
法⼈地
ほうじんち

活
かつ

 
において派遣

は け ん

相談
そうだん

の活⽤
かつよう

 

地域
ち い き

ケアプラザ
け あ ぷ ら ざ

 

⽇頃
ひ ご ろ

の関わり
かか   

の中
なか

で、何気ない
な に げ    

会話
か い わ

に含まれて
ふ く     

いる相談
そうだん

を⾝近
み じ か

な相談者
そうだんしゃ

としてとらえ、必要
ひつよう

に
応じて
おう   

、⼀次
い ち じ

及び
お よ  

⼆次
に じ

相談
そうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

につなげます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
【相談

そうだん
体制
たいせい

イメージ図
い め ー じ ず

】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相談機関につなぐ

直接、相談機関に相談する。

分からないことや
困ったことを

誰かに相談したい時

必要に応じて相談機関につなぐ

日
常
的
に
関
わ
り
の
あ
る
人
に

困
り
ご
と
を
話
す
。

相談したいと
思っていない時

自アシ

定期的な
支援をします。

身近な
相談者

指定特定

相談支援

事業所

二次相談
支援機関

相談を受けた機関が、相談内容に
あった機関と連携し、サービス利用も
含めて支援を検討します。

一次相談
支援機関

何気ない会話

本人 

家族 
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分
ぶん

 類
るい

 役
やく

 割
わり

 機
き

 関
かん

 

身近
み じ か

な相談者
そうだんしゃ

 

日頃
ひ ご ろ

の関わり
かか   

の中
なか

で、何気ない
な に げ    

会話
か い わ

に

含まれて
ふ く     

いる相談
そうだん

に気付き
き づ  

、必要
ひつよう

に

応じて
お う   

適した
てき   

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

に

繋げます
つ な     

。 

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

、施設
し せ つ

、学校
がっこう

、

作業所
さぎょうじょ

、 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、 地域
ち い き

ケアプラザ
け あ ぷ ら ざ

、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、区
く

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、中途
ちゅうと

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、医療
いりょう

機関
き か ん

、ピア
ぴ あ

相談
そうだん

センター
せ ん た ー

、近隣
きんりん

住 民
じゅうみん

など 

指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

を利用
り よ う

する方
かた

の支援
し え ん

の

中 心
ちゅうしん

を担います
にな     

。 
各指定
かくしてい

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 

一次
い ち じ

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

 

地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

専門
せんもん

機関
き か ん

として、どん

な相談
そうだん

でも受け止め
う  と  

、支援
し え ん

を考えます
かんが     

。

また、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

を利用
り よ う

しない方
かた

の

支援
し え ん

の中 心
ちゅうしん

を担います
にな     

。 

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

相談
そうだん

支援
し え ん

担当
たんとう

、 生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、 療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

、区
く

福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

、児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

、就 労
しゅうろう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

など 

二次
に じ

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

 

専門的
せんもんてき

・個別的
こべつてき

な相談
そうだん

及び
およ  

助言
じょげん

を

行います
おこな     

。他
た

の機関
き か ん

と異なり
こと   

、専門
せんもん

知識
ち し き

を 活かして
い か     

一次
い ち じ

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

等
とう

が

行 う
おこな  

支援
し え ん

をサポート
さ ぽ ー と

します。 

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

、こころの健康
けんこう

相談
そうだん

センター
せ ん た ー

、総合
そうごう

保健
ほ け ん

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

、

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

、十
じゅう

愛
あい

病 院
びょういん

、横浜
よこはま

療 育
りょういく

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

、て

らん広場
ひ ろ ば

、花
はな

みずき、青葉
あ お ば

メゾン
め ぞ ん

、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

 
  
○福 *₁【⾒込み】 

計画相談⽀援利
⽤者数 

（年間） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度〜 
 平成 32 年度 

調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈ 調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈ 調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈ 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの 状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

*₁…○福 は、「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

で定める
さ だ め る

サービス
さ ー び す

の数値
す う ち

⽬ 標
もくひょう

を指します
さ し ま す

。（以下
い か

、同様
どうよう

とします） 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

市
し

協議会
きょうぎかい

と区協
くきょう

議会
ぎ か い

の連携
れんけい

・連動
れんどう

 

各区
か く く

で開催
かいさい

されている⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

での取組
とりくみ

や、検討
けんとう

内容
ないよう

を市
し

協議会
きょうぎかい

での施策
し さ く

展開
てんかい

に
⽣かす
い   

ため、連携
れんけい

・連動
れんどう

の仕組み
し く  

を整理
せ い り

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

区域
く い き

を超えた
こ   

横断的
おうだんてき

な検討
けんとう

の
推進
すいしん

 

区域
く い き

で解決
かいけつ

できない課題
か だ い

の
共 有
きょうゆう

や、新た
あら  

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

の創設
そうせつ

に向けた
む   

検討
けんとう

、市
し

協議会
きょうぎかい

への
施策
し さ く

提案
ていあん

（情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

）などを
⽬的
もくてき

として、区域
く い き

を超えた
こ   

検討
けんとう

の場
ば

を設置
せ っ ち

し、推進
すいしん

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
【⾃⽴

じ り つ
⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 体制
たいせい

イメージ図
い め ー じ ず

】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⊳⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の⽬的
もくてき

・役割
やくわり

等
など

の整理
せ い り

 

  …各区
か く く

で開
かい

催
さい

している⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の取組
とりくみ

内容
ないよう

を集 約
しゅうやく

し、課題
か だ い

検討
けんとう

だけではなく
社会
しゃかい

資源
し げ ん

の創設
そうせつ

、施策
し さ く

提案
ていあん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
とう

の様々
さまざま

な視点
し て ん

で、⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の⽬的
もくてき

や役割
やくわり

を
整理
せ い り

し、機能
き の う

強化
きょうか

を図り
は か  

ます。 

担当者会議

○○
分科会

△△
分科会

●●
分科会

××
分科会

◎◎
分科会

代表者会議

各区の実情に応じて必要な分科会を設置。
分科会は、担当者会議構成員を基本として組織する。

区自立支援協議会

全 体 会 議

委託相談支援
事業者評価部会

課題検討部会人材育成部会

市自立支援協議会

代表者会から
全体会議に報告

全体会議から
代表者会議に依頼

ブロック連絡会

ブロックごとの状況の共有化を目的に開催。

この中から何か課題がある場合は、市自立支援協議会の課題検討部会で協議を行う。

区協議会から
課題検討部会に

提起

個別支援会議 や 事例検討

情
報
集
約

提
起

報
告

報
告

共
有
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⊳難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

への相談
そうだん

⽀援
し え ん

の実施
じ っ し

 

  …医療
いりょう

・福祉
ふ く し

及び
およ  

⽣活
せいかつ

等
とう

に関する
かん   

知識
ち し き

を得る
え  

ための難 病
なんびょう

医療
いりょう

講演会
こうえんかい

や、⽣ 活上
せいかつじょう

の
⼯夫
く ふ う

などについて情 報
じょうほう

交換
こうかん

を⾏ う
おこな  

ための交流会
こうりゅうかい

等
など

を引き続き
ひ   つ づ  

実施
じ っ し

します。 

【コラム
こ ら む

】各区
か く く

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の取組
とりくみ

 

 ○相談
そうだん

部会
ぶ か い

の設置
せ っ ち

による推進
すいしん

 

   計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

の推進
すいしん

に向けて
む   

、指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

とその他
  た

の事業所
じぎょうしょ

により相談
そうだん

部会
ぶ か い

を立ち上げ
た  あ  

、事例
じ れ い

検討
けんとう

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の学習会
がくしゅうかい

等
など

を開催
かいさい

することで計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

の理解
り か い

が深まる
ふか   

とともに、事業所
じぎょうしょ

の連携
れんけい

にもつながりました。 

 

 ○地域
ち い き

とのつながりを推進
すいしん

する取組
とりくみ

 

   区協
くきょう

議会
ぎ か い

全体会
ぜんたいかい

で「地域
ち い き

とのつながりの必要性
ひつようせい

」を再確認
さいかくにん

し、地域
ち い き

とのつながりに向けて
む   

地域
ち い き

ケアプラザ
け あ ぷ ら ざ

や自治会
じ ち か い

等
とう

地域
ち い き

の方々
かたがた

と一緒
いっしょ

に取り組む
と  く  

ことの重要性
じゅうようせい

を共有
きょうゆう

することにつ

ながりました。 

  また、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

で検討
けんとう

された障害者
しょうがいしゃ

の課題
か だ い

や必要
ひつよう

な取組
とりくみ

などを、地域
ち い き

福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

計画
けいかく

の区
く

計画
けいかく

や地区
ち く

別
べつ

計画
けいかく

の取組
とりくみ

に活かせる
い    

よう、連携
れんけい

を行って
おこな    

います。 

⊳発達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

に係わる
かか   

相談
そうだん

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

  …発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

の職 員
しょくいん

が各区
か く く

に出向き
で む  

、区
く

の職 員
しょくいん

と⼀緒
いっしょ

に相談
そうだん

を受ける
う   

相談
そうだん

⽇
び
（＝特定

とくてい
相談
そうだん

⽇
び

）を設けます
も う     

（平成
へいせい

27年度中
ねんどちゅう

に 18区
く

設置
せ っ ち

）。それにより、⾝近
み じ か

な場所
ば し ょ

で相談
そうだん

が受けられる
う     

仕組み
し く  

を作る
つく  

とともに、広報
こうほう

周知
しゅうち

を⾏います
おこな     

。 

また、関係
かんけい

機関
き か ん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こうちく

・強化
きょうか

します。 
 
 
 ⊳⾼次

こ う じ
脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

に係わる
かか   

関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

促進
そくしん

 

  …⾼次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

に対する
たい   

⽀援
し え ん

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するため、⾼次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

と地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を促進
そくしん

します。 
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取組
とりくみ

1
いち

－３
の さ ん

 情 報
じょうほう

の保障
ほしょう

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆⾏ 政
ぎょうせい

情 報
じょうほう

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

 

 ⊳コミュニケーションボード
こ み ゅ に け ー し ょ ん ぼ ー ど

・カード
か ー ど

の活⽤
かつよう

促進
そくしん

 

  …⽂字
も じ

や⾔葉
こ と ば

によるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

が苦⼿
に が て

な⼈
ひと

が、ボード
ぼ ー ど

やカード
か ー ど

に描かれた
か    

絵
え

や
記号
き ご う

を指さす
ゆび   

ことで、意思
い し

を伝えやすく
つ た      

するツール
つ ー る

の活⽤
かつよう

を継続
けいぞく

して⾏って
おこな   

いきます。 
   ※これまでに「お店⽤

  みせよう
」「救 急 ⽤

きゅうきゅうよう
」「災害⽤

さいがいよう
」「鉄道⽤

てつどうよう
」のボード

ぼ ー ど
やカード

か ー ど
につ

いては、以下
い か

の Ｈ Ｐ
ほーむぺーじ

から⾃由
じ ゆ う

にダウンロード
だ う ん ろ ー ど

・作成
さくせい

して使えます
つか     

。     
http://www.yokohamashakyo.jp/siencenter/safetynet/safetynet.html 
 

   コミュニケーションボード
こ み ゅ に け ー し ょ ん ぼ ー ど

（ 左
ひだり

）・カード
か ー ど

（右
みぎ

） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 情報化
じょうほうか

社会
しゃかい

の発展
はってん

に伴 い
ともな  

、携帯
けいたい

電話
で ん わ

、スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

、パソコン
ぱ そ こ ん

など情 報
じょうほう

機器
き き

をはじ
め、情 報

じょうほう
の伝達

でんたつ
や⼊ ⼿

にゅうしゅ
の⽅法

ほうほう
は多様化

た よ う か
してきました。しかし、障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
はその特性

とくせい
に

より、情 報
じょうほう

⼊ ⼿
にゅうしゅ

に困難
こんなん

を伴 う
ともな  

場合
ば あ い

があります。また、⾏ 政
ぎょうせい

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

にあたり、情 報
じょうほう

が遅滞
ち た い

なく確実
かくじつ

に伝わる
つた   

ことが必要
ひつよう

です。 

 そこで、障 害
しょうがい

特性
とくせい

に対応
たいおう

した情 報
じょうほう

の発信
はっしん

や、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が⽣活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

を取得
しゅとく

す
るための⽀援

し え ん
を⾏います

おこな     
。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

の趣旨
し ゅ し

等
など

を踏まえながら
ふ     

、横浜市
よこはまし

からの
情 報
じょうほう

発信
はっしん

や、関係
かんけい

機関
き か ん

、⺠間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

等
など

による情 報
じょうほう

発信
はっしん

のルール化
る ー る か

やガイドライン
が い ど ら い ん

等
とう

の
作成
さくせい

を検討
けんとう

します。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を
踏まえた
ふ    

情 報
じょうほう

発信
はっしん

のルール化
る ー る か

【新規
し ん き

】 

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

、聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

及び
お よ  

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

への 情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

について、⾏ 政
ぎょうせい

情 報
じょうほう

の発信
はっしん

の
ルール化
る ー る か

、 ガイドライン
が い ど ら い ん

等
など

の
作成
さくせい

を検討
けんとう

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

  

⊳情 報
じょうほう

の保障
ほしょう

に関する
かん   

検討
けんとう

と推進
すいしん

 

  …障 害
しょうがい

の有無
う む

に関わらず
か か     

、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

が提 供
ていきょう

されることは⼤切
たいせつ

です。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

に向けて
む   

今後
こ ん ご

の市
し

の取組
とりくみ

を検討
けんとう

していく中
なか

で、横浜市
よこはまし

からの情 報
じょうほう

発信
はっしん

についても検討
けんとう

を⾏ い
おこな  

、具体化
ぐ た い か

していきます。また、災害
さいがい

時
じ

において、きめ
細やか
こま   

で、障 害
しょうがい

特性
とくせい

を踏まえた
ふ    

情 報
じょうほう

が等しく
ひと   

保障
ほしょう

されるようにします。 

    ※「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

に基づく
もと   

取組
とりくみ

」については、Ｐ89 に記載
き さ い

します。 
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取組
とりくみ

1
いち

－４
の よ ん

 災害
さいがい

対策
たいさく

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 災害
さいがい

発⽣
はっせい

時
じ

に、要援護者
ようえんごしゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

等
とう

が迅速
じんそく

に⾏ える
おこな    

よう、⽇頃
ひ ご ろ

からの地域
ち い き

の⽀え合い
ささ  あ  

の取組
とりくみ

を⽀援
し え ん

する災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

や、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が安⼼
あんしん

して避難所
ひなんじょ

で⽣活
せいかつ

ができるよう、⼩ 中 学 校
しょうちゅうがっこう

などの地域
ち い き

防災
ぼうさい

拠点
きょてん

への多⽬的
たもくてき

トイレ
と い れ

の整備
せ い び

などを⾏って
おこな   

きま
した。 

また、地域
ち い き

防災
ぼうさい

拠点
きょてん

での避難
ひ な ん

⽣活
せいかつ

に⽀援
し え ん

等
とう

が必要
ひつよう

な要援護者
ようえんごしゃ

のための⼆次的
に じ て き

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

で
ある、特別

とくべつ
避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

や備蓄
び ち く

物資
ぶ っ し

の整備
せ い び

などを推進
すいしん

してきました。 

 しかし、現在
げんざい

の避難所
ひなんじょ

（地域
ち い き

防災
ぼうさい

拠点
きょてん

）へはバリア
ば り あ

があって⾏く
い  

ことができない、避難所
ひなんじょ

で障 害者
しょうがいしゃ

が過ごして
す    

いけるか不安
ふ あ ん

が多い
おお  

など、障害者
しょうがいしゃ

の被災
ひ さ い

時
じ

の⽀援
し え ん

体制
たいせい

について、対応
たいおう

が必要です。 

  

 そこで、災害
さいがい

発⽣
はっせい

時
じ

における、障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう   

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や避難所
ひなんじょ

における要援護者
ようえんごしゃ

のためのスペース
す ぺ ー す

の確保
か く ほ

等
など

、必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

が⾏ われ
おこな    

るよう引き続き
ひ  つ づ  

環 境
かんきょう

整備
せ い び

を進めて
すす   

いき
ます。また、地域

ち い き
での防災

ぼうさい
訓練
くんれん

に障 害者
しょうがいしゃ

がともに参加
さ ん か

できるような、⾃助
じ じ ょ

・共 助
きょうじょ

への⽀援
し え ん

等
とう

も含め
ふく  

検討
けんとう

します。 

◆災害
さいがい

時
じ

の⾃助
じ じ ょ

・共 助
きょうじょ

・公
こう

助
じょ

の仕組み
し く  

の浸透
しんとう

 

 ⊳災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

への対策
たいさく

 

…地震
じ し ん

等
など

災害
さいがい

発⽣
はっせい

時
じ

に、⾃⼒
じ り き

避難
ひ な ん

が困難
こんなん

な⾼齢者
こうれいしゃ

や障 害者
しょうがいしゃ

などの要援護者
ようえんごしゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や避難
ひ な ん

⽀援
し え ん

などが迅速
じんそく

に⾏われる
おこな     

ためには、⽇頃
ひ ご ろ

からの要援護者
ようえんごしゃ

との関係づくり
かんけい     

、地域
ち い き

での⽀えあい
さ さ     

が重 要
じゅうよう

です。そこで、⾃治会
じ ち か い

町内会
ちょうないかい

等
とう

の⾃主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

等
など

が、⾃主的
じしゅてき

・
主体的
しゅたいてき

に要援護者
ようえんごしゃ

の⽀援
し え ん

に取り組んで
と  く   

いけるよう⽀援
し え ん

するとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

等
とう

の連携
れんけい

、情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

等
など

が進んで
すす   

いくよう、災害
さいがい

に備えた
そな   

平 常
へいじょう

時
じ

からの要援護者
ようえんごしゃ

対策
たいさく

を
推進
すいしん

していきます。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

災害
さいがい

時
じ

に自力
じ り き

避難
ひ な ん

が困難
こんなん

な

要援護者
ようえんごしゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や避難
ひ な ん

支援
し え ん

等
とう

の活動
かつどう

が円滑
えんかつ

に行われる
おこな     

よ

う、「情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

方式
ほうしき

」の実施
じ っ し

等
とう

を通じて
つう   

、災害
さいがい

に備えた
そな   

日頃
ひ ご ろ

か

らの地域
ち い き

での自主的
じしゅてき

な支え合い
ささ  あ  

の取組
とりくみ

を支援
し え ん

します。 

災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

⽀援
し え ん

の
取組
とりくみ

を実施
じ っ し

し
ている⾃治会

じ ち か い
・

町内会
ちょうないかい

の
割合
わりあい

：80 ％
パーセント

 

推進
すいしん

 

障害者
しょうがいしゃ

・⽀援者
しえんしゃ

に
よるキャラバン隊

き ゃ ら ば ん た い

派遣
は け ん

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

【新規
し ん き

】 

各区
か く く

で実施
じ っ し

される地域
ち い き

防災
ぼうさい

拠点
きょてん

訓練
くんれん

に、セイフティ
せ い ふ て ぃ

―
ー

ネット
ね っ と

横浜
よこはま

が参加
さ ん か

しやすいように⽀援
し え ん

し、障 害
しょうがい

特性
とくせい

を説明
せつめい

します。そ
して参加者

さんかしゃ
に対し

た い  
、障害者

しょうがいしゃ
への

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

⽀援
し え ん

や障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

とのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

ついて、
理解
り か い

を図り
は か  

ます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

災害
さいがい

時
じ

対応
たいおう

ガイドライン
が い ど ら い ん

の作成
さくせい

【新規
し ん き

】 

災害
さいがい

発⽣
はっせい

直後
ちょくご

から復興期
ふっこうき

に⾄る
いた  

期間
き か ん

において、障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

ごとの
対応
たいおう

マニュアル
ま に ゅ あ る

を作成
さくせい

します。 

検討
けんとう

 
作成
さくせい

開始
か い し

 
作成
さくせい

 

地域
ち い き

防災
ぼうさい

拠点
きょてん

にお
け る 障害者

しょうがいしゃ
体験
たいけん

【新規
し ん き

】 

各地区
か く ち く

、年
ねん

1
いっ

回
かい

開催
かいさい

される地域
ち い き

防災
ぼうさい

拠点
きょてん

訓練
くんれん

のメニュー
め に ゅ ー

とし
て、障 害者

しょうがいしゃ
体験
たいけん

を実施
じ っ し

できるよ
う⽀援します。 

実施
じ っ し

 推進
すいしん

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

⊳公
こう

助
じょ

の役割
やくわり

分担
ぶんたん

の明確化
めいかくか

 

  …区
く

役所
やくしょ

の福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

と健康
けんこう

福祉局
ふくしきょく

が災害
さいがい

時
じ

において、効率的
こうりつてき

・効果的
こうかてき

に公
こう

助
じょ

の
役割
やくわり

が果たせる
は    

ような連携
れんけい

⽅法
ほうほう

の検討
けんとう

を進めて
すす   

いきます。 
   加えて

くわ   
、災害

さいがい
の規模

き ぼ
に応じて

おう   
、市外

し が い
へ搬送

はんそう
する⽅法

ほうほう
についての検討

けんとう
を進めて

すす   
いきま

す。  
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

区局
くきょく

障害者
しょうがいしゃ

災害
さいがい

対策
たいさく

会議
か い ぎ

【新規
し ん き

】 

災害
さいがい

発⽣
はっせい

時
じ

の、区
く

福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

、健康
けんこう

福祉局
ふくしきょく

のそれぞ
れの役割

やくわり
、連携

れんけい
⽅法
ほうほう

について、
検討
けんとう

していきます。 
市域
し い き

を越えた
こ   

連携
れんけい

・搬送
はんそう

⽅法
ほうほう

に
ついても検討

けんとう
します。 

実施
じ っ し

 実施
じ っ し

 

 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

障害者
しょうがいしゃ

災害
さいがい

対策
たいさく

会議
か い ぎ

【新規
し ん き

】 

障害者
しょうがいしゃ

、⽀援者
しえんしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、地域
ち い き

、
⾏ 政
ぎょうせい

等
など

が災害
さいがい

時
じ

における共 助
きょうじょ

の可能性
かのうせい

について、検討
けんとう

する場
ば

を設けます
もう     

。 
市
し

域内
いきない

の相互
そ う ご

連携
れんけい

応援
おうえん

体制
たいせい

の
構築
こうちく

を検討
けんとう

します。 

実施
じ っ し

 実施
じ っ し

 

 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

応 急
おうきゅう

備蓄
び ち く

物資
ぶ っ し

連携
れんけい

事業
じぎょう

【新規
し ん き

】 

ストマ⽤
す と ま よ う

装具
そ う ぐ

など障 害
しょうがい

特性
とくせい

に
応じた
おう   

応 急
おうきゅう

備蓄
び ち く

物資
ぶ っ し

について、
保管
ほ か ん

場所
ば し ょ

が可能
か の う

な施設
し せ つ

をそれぞ
れ公募

こ う ぼ
するなど、保管

ほ か ん
に向けた

む   

検討
けんとう

を⾏います
おこな     

。 

検討
けんとう

 実施
じ っ し

 

 

  

⊳共 助
きょうじょ

（⾃助
じ じ ょ

）の仕組み
し く  

の構築
こうちく

 

  …障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう   

共 助
きょうじょ

としての災害
さいがい

対策
たいさく

の可能性
かのうせい

について、検討者
けんとうしゃ

が⼀堂
いちどう

に
会する
かい   

場
ば

を設置
せ っ ち

し、仕組み
し く  

を検討
けんとう

します。 

⊳障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう   

応 急
おうきゅう

備蓄
び ち く

物資
ぶ っ し

の保管
ほ か ん

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

 

   …障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じて
おう   

、災害
さいがい

発⽣
はっせい

直後
ちょくご

から必要
ひつよう

となる物資
ぶ っ し

と、保管
ほ か ん

場所
ば し ょ

の提 供
ていきょう

が可能
か の う

な施設
し せ つ

を繋げます
つな     

。 
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横浜市
よこはまし

における⾃助
じ じ ょ

・共 助
きょうじょ

・公
こう

助
じょ

の考 え⽅
かんが  かた

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 行 政
ぎょうせい

、地域
ち い き

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、要援護者
ようえんごしゃ

の取組
とりくみ

内容
ないよう

 

主
しゅ

 体
たい

 内
ない

 容
よう

 

行
ぎょう

 政
せい

 要援護者
ようえんごしゃ

を地域
ち い き

で支える
ささ   

体制づくり
た い せ い     

の支援
し え ん

等
とう

（ 行 政
ぎょうせい

が保有
ほ ゆ う

する個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

等
など

含む
ふく  

。）、区社協
くしゃきょう

・地域
ち い き

ケアプラザ
け あ ぷ ら ざ

をはじめとした関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

強化
きょうか

、特別
とくべつ

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の施設
し せ つ

確保
か く ほ

・開設
かいせつ

 

地
ち

 域
いき

 要援護者
ようえんごしゃ

との日頃
ひ ご ろ

からの関係づくり
かんけい     

（声かけ
こえ   

、見守り
みまも  

等
など

）、災害
さいがい

時
じ

におけ

る要援護者
ようえんごしゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

等
とう

 

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 平時
へ い じ

からの地域
ち い き

との関係づくり
かんけい     

（避難
ひ な ん

訓練
くんれん

等
とう

への 協 力
きょうりょく

等
など

）、災害
さいがい

時
じ

に

おける利用者
りようしゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

、避難
ひ な ん

支援
し え ん

への 協 力
きょうりょく

等
とう

 

要援護者
ようえんごしゃ

 平時
へ い じ

からの地域
ち い き

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

との関係づくり
か ん け い     

（交 流会
こうりゅうかい

・避難
ひ な ん

訓練
くんれん

等
とう

への

参加
さ ん か

等
など

）、災害
さいがい

への備え
そ な え
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＊＊ 当事者
とうじしゃ

からの声
こえ

 ＊＊  

 

 

 

 

                                         

 

 

＊＊ ニーズ
に ー ず

把握
は あ く

調査
ちょうさ

結果
け っ か

から ＊＊  

  
 

 

 

 社会資源
しゃかいしげん

は充 実
じゅうじつ

してきていますが、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が、地域
ち い き

の中
なか

で希望
き ぼ う

にあった暮
く

らしを選択
せんたく

することが、まだまだ⼗ 分
じゅうぶん

できているとは⾔えません。 
 どんな障 害

しょうがい
があっても、できる限

かぎ
り、⾃

みずか
ら「住

す
まいの場

ば
」を選択

せんたく
し、住

す
みなれた地域

ち い き
で

安⼼
あんしん

して暮
く

らし・⽣活
せいかつ

し続
つづ

けることができるまち、ヨコハマを⽬指
め ざ

します。 
  
 そのためには、「住

す
まいの場」を確保

か く ほ
することと、そこで安⼼

あんしん
して暮

く
らし続

つづ
けていくため

に、⼀⼈
ひ と り

ひとりの⽣活
せいかつ

を⼗ 分
じゅうぶん

に⽀援
し え ん

するための施策
し さ く

を充 実
じゅうじつ

させていくことが必要
ひつよう

です。 
そこで、多様

た よ う
な形態

けいたい
の住

す
まいや、地域

ち い き
で充 実

じゅうじつ
した⽣活

せいかつ
の実現

じつげん
に必要

ひつよう
となる施策

し さ く
を検討

けんとう
し

ていきます。 

・⼀⼈暮らし
ひ と り ぐ ら し

は孤⽴
こ り つ

しがちなので、グループホームで⽣活
せいかつ

できれば安⼼
あんしん

。 
・いずれはグループホームを出て

で て
ひとり暮

く
らしをしてみたい。 

・医療的
いりょうてき

な体制
たいせい

が 整
ととの

っている施設
し せ つ

が必要
ひつよう

ではないか。 

・障 害
しょうがい

が重
おも

くても、必要
ひつよう

な⽀援
し え ん

さえあれば、在宅
ざいたく

で⽣活
せいかつ

できる。施設
し せ つ

かグループホームか
だけではなく、在宅

ざいたく
⽣活
せいかつ

の幅
はば

を広
ひろ

げていくことも⼀
ひと

つの⽅法
ほうほう

。 

テーマ２ 住
す

む、そして暮
く

らす 

現在
げんざい

の暮らし
く

をそのまま続けたい
つづ

と思う
おも

⽅
かた

の割合
わりあい

が、70〜85％となっています。また、
今後
こんご

は現在
げんざい

と異なる
こと

暮らし
く

を希望
き ぼ う

する⽅
かた

の割合
わりあい

は、10〜24％となっています。 

   現在の暮らしをそのまま続けたい 

    今後は現在と異なる暮らしを希望 

    無回答など 

＜⾝体障害＞

N=4,206

3,602⼈(85.6%)

438⼈(10.4%)
166⼈(3.9%)
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30⼈

(3.4%)

＜知的障害＞

N=881

640⼈(72.6%)

211⼈(24.0%)

37⼈

(5.2%)

＜精神障害＞

N=713

594⼈(83.3%)

82⼈(11.5%)

   現在の暮らしをそのまま続けたい 

    今後は現在と異なる暮らしを希望 

    無回答など 

   現在の暮らしをそのまま続けたい 

    今後は現在と異なる暮らしを希望 

    無回答など 
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取組
とりくみ

２－1 住
す

まい  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

⾏動
こうどう

障 害
しょうがい

のある⽅
かた

の住
す

まい検討
けんとう

 

必要
ひつよう

とされる⽀援
し え ん

などを整理
せ い り

し、
⽀援
し え ん

体制
たいせい

のある⽣活
せいかつ

の仕組
し く

みづく
りについて検討

けんとう
を進

すす
めます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 
 住

す
まいは、⽣活

せいかつ
の基本

き ほ ん
であり、障 害

しょうがい
状 況

じょうきょう
や⾼齢化

こうれいか
などに左右

さ ゆ う
されずに、誰

だれ
もが可能

か の う
な

限
かぎ

り住
す

み慣
な

れた場所
ば し ょ

で住
す

み続
つづ

けられるようになっていることが望
のぞ

まれます。⼀⽅
いっぽう

で、やむを
得
え

ず今
いま

の住
す

まいで住
す

み続
つづ

けることが困難
こんなん

になる場合
ば あ い

も想定
そうてい

されるため、そのような場合
ば あ い

で
も、障 害

しょうがい
の状 態

じょうたい
やその時々

ときどき
の障害者の状 態

じょうたい
に合

あ
ったところで⽣活

せいかつ
できるような仕組

し く
みが

必要
ひつよう

です。 

  

 そこで、障 害者
しょうがいしゃ

の希望
き ぼ う

や 状 況
じょうきょう

に適した
て き   

場所
ば し ょ

に住む
す  

ことができるなど、様々
さまざま

なニーズ
に ー ず

に
応えられる
こ た      

よう、多様
た よ う

な形態
けいたい

の住まい
す   

の構築
こうちく

を進め
す す  

ていきます。 

 

◆障 害
しょうがい

状 況
じょうきょう

にあわせた住
す

まいの充 実
じゅうじつ

 

 ⊳様々
さまざま

なニーズに応
こた

える住
す

まいの構築
こうちく

 

  …多様
た よ う

な居 住
きょじゅう

⽀援
し え ん

の⽅法
ほうほう

について検討
けんとう

するとともに、障 害
しょうがい

状 況
じょうきょう

を考慮
こうりょ

した専⾨的
せんもんてき

な⽀援
し え ん

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

にも対応
たいおう

できるよう、検 証
けんしょう

を進
すす

めます。 
また、⾏動

こうどう
障 害
しょうがい

のある⽅
かた

の住
す

まい選択
せんたく

のニーズに応
こた

えられるよう、必要
ひつよう

な⽀援
し え ん

等
など

に
ついて検討

けんとう
します。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

サポートホーム
さ ぽ ー と ほ ー む

事業
じぎょう

 ○あ *₁ 
（発達

はったつ
障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

の推進
すいしん

） 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

のある⼊居者
にゅうきょしゃ

に対し
た い し

、
⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

を ⾏
おこな

うことで、地域
ち い き

での
⼀⼈暮
ひ と り ぐ

らしに向
む

けた準備
じゅんび

を⽀援
し え ん

す
る「サ

さ
ポートホーム
ぽ ー と ほ ー む

」について、効果
こ う か

を検 証
けんしょう

しながら進
すす

めていきます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

養護
よ う ご

⽼⼈
ろうじん

ホーム
ほ ー む

整備
せ い び

事業
じぎょう

（視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の⼊ 所
にゅうしょ

） 
【新規

し ん き
】 

環 境 上
かんきょうじょう

の理由
り ゆ う

及
およ

び経済的
けいざいてき

理由
り ゆ う

に
より、居宅

きょたく
において養護

よ う ご
を受

う
けるこ

とが困難
こんなん

な⾼齢者
こうれいしゃ

が⼊ 所
にゅうしょ

する
⺠設
みんせつ

⺠営
みんえい

の養護
よ う ご

⽼⼈
ろうじん

ホーム
ほ ー む

（Ｈ27
年度
ね ん ど

末
まつ

開所
かいしょ

予定
よ て い

）を港南区
こうなんく

野庭町
のばちょう

の
旧

きゅう
野庭
の ば

⼩学校
しょうがっこう

跡地
あ と ち

に整備
せ い び

します。
その⼀部

い ち ぶ
居室
きょしつ

において、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

を受
う

け⼊
い

れます。 

⼊ 所
にゅうしょ

実施
じ っ し

 推進
すいしん

 

⾝体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

・
⾼齢者
こうれいしゃ

の住 宅
じゅうたく

改造
かいぞう

及
およ

び模様
も よ う

替
が

え 

市営
し え い

住 宅
じゅうたく

に ⼊
にゅう

居
きょ

している
障害者
しょうがいしゃ

の要望
ようぼう

に対
たい

し、トイレ
と い れ

や
浴室
よくしつ

への⼿
て

すりの取付
と り つ

けなどの
住 宅
じゅうたく

改造
かいぞう

を実施
じ っ し

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

  

法定
ほうてい

サービス名
さ ー び す め い

等
とう

 法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

内容
ないよう

等
とう

 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の
設置
せ っ ち

・運営
うんえい

 

共 同
きょうどう

⽣活
せいかつ

住 居
じゅうきょ

 
障 害
しょうがい

のある⽅
かた

が地域
ち い き

で安⼼
あんしん

した⽣活
せいかつ

が送
おく

れる
よう、グループホーム

ぐ る ー ぷ ほ ー む
の設置

せ っ ち
を進

すす
めます。また、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

運営
うんえい

の⽀援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

させます。 

サテライト
さ て ら い と

型
がた

住 居
じゅうきょ

 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえつつ、⼀⼈
ひ と り

で暮
く

らすというニーズ
に ー ず

にも応
こた

えていくため、⽀援
し え ん

形態
けいたい

の１つとしてサテライト
さ て ら い と

型
がた

住 居
じゅうきょ

の活⽤
かつよう

に
ついて 働

はたら
きかけていきます。また、サテライト

さ て ら い と

型
がた

からさらに⼀⼈
ひ と り

暮
ぐ

らしを実現
じつげん

するための⽀援
し え ん

の⽅法
ほうほう

についても検討
けんとう

します。 
 
 

 
 

              
*₁…第２期

だ い ２ き
であんしん施策

せ さ く
として開始

か い し
した事業

じぎょう
を表します

あ ら わ し ま す
。（以下

い か
同様
どうよう

とします）   
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○福 【⽬ 標
もくひょう

】グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の設置
せ っ ち

 

 平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

 

〜平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

共 同
きょうどう

⽣活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホー

ム）利⽤者数
りようしゃすう

 

(新規
し ん き

設置
せ っ ち

/年
ねん

） 200 ⼈分
にんぶん

 200 ⼈分
にんぶん

 200 ⼈分
にんぶん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

ま

での 状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

す

る。 

(利⽤
り よ う

⼈数
にんずう

/年
ねん

) 3,700 ⼈分
にんぶん

 3,900 ⼈分
にんぶん

 4,100 ⼈分
にんぶん

 

   ※別途
べ っ と

、障害児
しょうがいじ

⼊ 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における１８歳
さい

以上
いじょう

⼊所者
にゅうしょしゃ

の移⾏⽤
い こ う よ う

グループホームを設置
せ っ ち

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

施設
し せ つ

の
再整備
さいせいび

 

耐震
たいしん

基準
きじゅん

を満
み

たしていなかった
り、⽼朽化

ろうきゅうか
している障害者

しょうがいしゃ
⽀援
し え ん

施設
し せ つ

について、個室化
こ し つ か

・ユニット化
か

を進
すす

めつつ建
た

て替
が

えを ⾏
おこな

います。 

⼯事
こ う じ

完 了
かんりょう

 
２か所 

施設
し せ つ

状 況
じょうきょう

に 

より検討
けんとう

する 

障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

の
整備
せ い び

・再整備
さいせいび

 ○あ  

市
し

所管
しょかん

３ か 所⽬
し ょ め

の 重 症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

を整備
せ い び

するとともに、
⽼朽化
ろうきゅうか

が進
すす

んでいる障害児
しょうがいじ

⼊ 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の再整備
さいせいび

・ユニット化
か

を進
すす

め
ます。 

⼯事
こ う じ

完 了
かんりょう

 
４か所
４ か し ょ

 
施設
し せ つ

状 況
じょうきょう

に 

より検討
けんとう

する 

公⽴
こうりつ

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

施設
し せ つ

（横浜
よこはま

市松⾵
ししょうふう

学園
がくえん

）の再整備
さいせいび

の
検討
けんとう

 

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

施設
し せ つ

である横浜
よこはま

市
し

松 ⾵
しょうふう

学園
がくえん

の担
にな

うべき役割
やくわり

や求
もと

め
られる機能

き の う
について検 証

けんしょう
しなが

ら、再整備
さいせいび

を検討
けんとう

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
 
 

⊳障 害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

施設
し せ つ

・障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

の再整備
さいせいび

等
とう

 
…地域

ち い き
⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

及び重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

の視点
し て ん

から障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

施設
し せ つ

が担う役割
やくわり

・機能
き の う

や
あり⽅

かた
について検討

けんとう
し、それらを踏

ふ
まえ⽼ 朽

ろうきゅう
施設
し せ つ

の再整備
さいせいび

を進
すす

めます。 
また、あわせて、耐震

たいしん
構造
こうぞう

に問題
もんだい

があり、建物
たてもの

の⽼朽
ろうこう

が 著
いちじる

しい施設
し せ つ

を対 象
たいしょう

に、建
た

て替
か

え等
とう

による整備
せ い び

を ⾏
おこな

うことにより、地震
じ し ん

や⽕災
か さ い

などの諸災害
しょさいがい

から⼊所者
にゅうしょしゃ

等
など

の
安全
あんぜん

を確保
か く ほ

します。 
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 ＊＊ 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

の 考
かんが

え方
かた

 ＊＊ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ○福 【⽬ 標

もくひょう
】福祉

ふ く し
施設
し せ つ

⼊所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

⽣活
せいかつ

への移⾏
い こ う

 

現 状
げんじょう

 数値
す う ち

 計画値
けいかくち

 数値
す う ち

 備考
び こ う

 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で

の施設
し せ つ

⼊所者数
にゅうしょしゃすう

 
1,544 ⼈

にん
 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

での施設
し せ つ

⼊所者
にゅうしょすう

 
1,515 ⼈

にん
 

平成
へいせい

32年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

での施設
し せ つ

⼊所者数
にゅうしょしゃすう

は平成
へいせい

29年度
ね ん ど

の

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で

の定員数
ていいんすう

 
1,125 ⼈

にん
 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

での定員数
ていいんすう

 
1,125 ⼈

にん
 

 
 
 

 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

から平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの⼊所者
にゅうしょしゃ

減少数
げんしょうかず

は、29⼈
にん

です。 
同期間
どうきかん

での地域
ち い き

⽣活
せいかつ

移⾏
い こ う

の⽬ 標数
もくひょうすう

は、186⼈
にん

と⾒込
み こ

みます。 
国
くに

の第
だい

４期
き

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

指針
し し ん

では、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

において、平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

⼊所者数
にゅうしょしゃすう

の12％以上
いじょう

が地域
ち い き

⽣活
せいかつ

へ移⾏
い こ う

するとともに、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

の施設
し せ つ

⼊所者数
にゅうしょしゃすう

を
平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

⼊所者数
にゅうしょしゃすう

から４％以上
いじょう

削減
さくげん

し、さらに第
だい

３期
き

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

で
定
さだ

めた平成
へいせい

26年度
ね ん ど

までの数値
す う ち

⽬ 標
もくひょう

が達
たっ

成
せい

されないと⾒込
み こ

まれる場合
ば あ い

は、未達成割合
みたっせいわりあい

を
平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

における地域
ち い き

⽣活
せいかつ

に移⾏
い こ う

する者
もの

及
およ

び施設
し せ つ

⼊所者
にゅうしょしゃ

の削減
さくげん

割合
わりあい

の⽬標値
もくひょうち

に加
くわ

えた割合
わりあい

以上
いじょう

を⽬標値
もくひょうち

とすることを基本
き ほ ん

として、地域
ち い き

の実 情
じつじょう

に応
おう

じて設定
せってい

することが望
のぞ

ましいとされています。 

⊳福祉
ふ く し

施設
し せ つ

⼊ 所 者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

⽣活
せいかつ

への移⾏
い こ う

  
…福祉

ふ く し
施設
し せ つ

⼊所者
にゅうしょしゃ

の 状 況
じょうきょう

を引き続き
ひ  つ づ  

把握
は あ く

しながら、様々
さまざま

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

のより⼀層
いっそう

の
活⽤
かつよう

を図り
は か  

、多様
た よ う

なニーズに応
こた

える住
す

まいのあり⽅
   かた

を構築
こうちく

していくことで、⾏動
こうどう

障 害
しょうがい

の
ある⽅

かた
も含

ふく
めた福祉

ふ く し
施設
し せ つ

⼊所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移⾏
い こ う

を推進
すいしん

します。 

本市
ほ ん し

においては、地域
ち い き

⽣活
せいかつ

への移⾏
い こ う

を 186⼈
にん

（平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

⼊所者数
にゅうしょしゃすう

の約
12％）と⾒込

み こ
むとともに、施設

し せ つ
に⼊ 所

にゅうしょ
して⽀援

し え ん
を受

う
けることが真

しん
に必要

ひつよう
とされている

新規
し ん き

利⽤者
りようしゃ

などへのサービス提 供
ていきょう

を確保
か く ほ

する必要
ひつよう

があること及
およ

び市外
し が い

⼊ 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の
利⽤者
りようしゃ

への対応
たいおう

などから、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

における施設
し せ つ

⼊所者数
にゅうしょしゃすう

は 29⼈
にん
（約

やく
２％）の減 少

げんしょう

を⾒込
み こ

み、⼊ 所
にゅうしょ

定員数
ていいんすう

は現 状
げんじょう

を維持
い じ

することとします。 



‐第Ⅲ章‐ 基本目標とテーマ 
 
 

65 
 

○福 【⽬ 標
もくひょう

】 

施設
し せ つ

⼊ 所
にゅうしょ

⽀援
し え ん

 

（利⽤
り よ う

⼈数
にんずう

/⽉
つき

） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

1,530 ⼈分
にんぶん

 1,523 ⼈分
にんぶん

 1,515 ⼈分
にんぶん

 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 

障害児
しょうがいじ

⼊ 所
にゅうしょ

⽀援
し え ん

(福祉型
ふくしがた

・医療型
いりょうがた

) 

（利⽤
り よ う

児童数
じどうすう

/⽉
つき

） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

226 ⼈分
にんぶん

 256 ⼈分
にんぶん

 256 ⼈分
にんぶん

 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 

宿泊型⾃⽴訓練 
（利⽤

り よ う
⼈数
にんずう

/⽉
つき

） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈⽇分 調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈⽇分 調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈⽇分 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈分
にんぶん

 調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈分
にんぶん

 調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈分
にんぶん

 

療養介護 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 

 平成
へいせい

32年度
ねんど

 

調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈分
にんぶん

 調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈分
にんぶん

 調 整 中
ちょうせいちゅう

 ⼈分
にんぶん

 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 

  ※施設
し せ つ

⼊ 所
にゅうしょ

⽀援
し え ん

は、 旧
きゅう

⾝体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

更⽣
こうせい

施設
し せ つ

を除
のぞ

く。 
 
 
 
    
 
 
 
     

【⽬ 標
もくひょう

】 
 平成

へいせい
27年度

ね ん ど
 平成

へいせい
28年度

ね ん ど
 平成

へいせい
29年度

ね ん ど
 

18歳
さい

以上
いじょう

⼊所者
にゅうしょしゃ

の移⾏
い こ う

⼈数
にんずう

 22 ⼈
にん

 22 ⼈
にん

 21 ⼈
にん

 

18歳
さい

以上
いじょう

⼊所者数
にゅうしょしゃすう

 43 ⼈
にん

 21 ⼈
にん

 ０ ⼈
にん

 

  

⊳障害児
しょうがいじ

⼊ 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の 18歳
さい

以上
いじょう

⼊ 所 者
にゅうしょしゃ

の障 害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

施設
し せ つ

及び地域
ち い き

への移⾏
い こ う

 
…児童

じ ど う
福祉法
ふくしほう

の改正
かいせい

に伴い、障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

の 18歳
さい

以上
いじょう

⼊所者
にゅうしょしゃ

は 29年度
ね ん ど

末
まつ

までに退
たい

所
しょ

する必要
ひつよう

があります。18歳
さい

以上
いじょう

⼊所者
にゅうしょしゃ

の障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

施設
し せ つ

やグループホームへの
移⾏
い こ う

を促進
そくしん

します。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 
精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

移⾏
い こ う

・ 地域
ち い き

定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

（市
し

事業
じぎょう

） 

精神科
せいしんか

病 院
びょういん

との 協 働
きょうどう

活動
かつどう

を通
つう

じた連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

や、総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

の「地域
ち い き

移⾏
い こ う

⽀援
し え ん

」の利⽤
り よ う

に⾄
いた

らない⽅
かた

への退院
たいいん

の動機
ど う き

づけ、
退院後
たいいんご

のフォロー
ふ ぉ ろ ー

等
など

を ⾏
おこな

い、地域
ち い き

移⾏
い こ う

及
およ

び定 着
ていちゃく

を⽀援
し え ん

します。 
 

法定
ほうてい

サービス名
さ ー び す め い

等
とう

 法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

内容
ないよう

等
とう

 

地域
ち い き

移⾏
い こ う

⽀援
し え ん

 
障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
など

に⼊ 所
にゅうしょ

している障害者
しょうがいしゃ

⼜
また

は精神科
せいしんか

病 院
びょういん

に⼊ 院
にゅういん

している精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

につき、住 居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

その他
そ の た

の地域
ち い き

における
⽣活
せいかつ

に移⾏
い こ う

するための相談
そうだん

・同⾏
どうこう

等
など

、必要
ひつよう

な⽀援
し え ん

を ⾏
おこな

います。 

地域
ち い き

定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

 
居宅
きょたく

において単⾝
たんしん

等
など

で⽣活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

につき、常時
じょうじ

の連絡
れんらく

体制
たいせい

を
確保
か く ほ

し、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に起因
き い ん

して ⽣
しょう

じた緊 急
きんきゅう

の事態
じ た い

等
など

に相談
そうだん

その
他
ほか

必要
ひつよう

な⽀援
し え ん

を ⾏
おこな

います。 
 

 【⽬ 標
もくひょう

】精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

（市
し

事業
じ ぎ ょ う

） 

個別⽀援対象者数 

（⼈/年） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

70 ⼈
にん

 70 ⼈
にん

 70 ⼈
にん

 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 

 

○福 【⽬ 標
もくひょう

】 地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

 （年間
ねんかん

の⼈分
にんぶん

は延
の

べ数
すう

） 
 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

地域移⾏⽀援 
(/⽉) ５ ⼈分

にんぶん
 ７ ⼈分

にんぶん
 ８ ⼈分

にんぶん
 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 

(/年) 60 ⼈分
にんぶん

 80 ⼈分
にんぶん

 100 ⼈分
にんぶん

 

地域定着⽀援 
(/⽉) 10 ⼈分

にんぶん
 15 ⼈分

にんぶん
 20 ⼈分

にんぶん
 

(/年) 120 ⼈分
にんぶん

 180 ⼈分
にんぶん

 240 ⼈分
にんぶん

 

⊳⼊ 院 中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

⽣活
せいかつ

への移⾏
い こ う

 
…⼊ 院 中

にゅういんちゅう
の精神

せいしん
障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

⽣活
せいかつ

への移⾏
い こ う

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

みます。 
現在
げんざい

⾏
おこな

われている精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

移⾏
い こ う

・地域
ち い き

定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

を着 実
ちゃくじつ

に推進
すいしん

すると
ともに、退院⽀援

たいいんしえん
に 携

たずさ
わる医療

いりょう
従事者
じゅうじしゃ

及
およ

び地域
ち い き

援助
えんじょ

事業者等
じぎょうしゃとう

を対 象
たいしょう

とした研 修
けんしゅう

など
⻑期
ちょうき

⼊院者
にゅういんしゃ

の退院
たいいん

促進
そくしん

に資
し

する取組
とりくみ

も新
あら

たに進
すす

めます。また、⻑期
ちょうき

⼊院者
にゅういんしゃ

の実態
じったい

や
退院
たいいん

に向
む

けた課題
か だ い

の把握
は あ く

も ⾏
おこな

いつつ、必要
ひつよう

に応
おう

じて新
あら

たな施策
し さ く

についても検討
けんとう

します。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

⺠間
みんかん

住 宅
じゅうたく

あんしん
⼊ 居
にゅうきょ

事業
じぎょう

 

家賃
や ち ん

等
など

の⽀払
しはらい

能 ⼒
のうりょく

はあるもの
の、連帯

れんたい
保証⼈
ほしょうにん

が確保
か く ほ

できない
こと等

とう
を理由

り ゆ う
に⺠間

みんかん
賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

へ の ⼊ 居
にゅうきょ

に 困 窮
こんきゅう

し て い る
障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に 対
たい

し て 、 協 ⼒
きょうりょく

不動産店
ふどうさんてん

による物件
ぶっけん

の 紹 介
しょうかい

と
⺠間
みんかん

保証
ほしょう

会社
がいしゃ

を利⽤
り よ う

した家賃
や ち ん

保証
ほしょう

により ⼊ 居
にゅうきょ

の機会
き か い

を増
ふ

や
します。 

充 実
じゅうじつ

 充 実
じゅうじつ

 

⺠間
みんかん

住 宅
じゅうたく

⼊ 居
にゅうきょ

の
促進
そくしん

【
（

新規
し ん き

】
）

 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

から⺠間
みんかん

賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

への転居
てんきょ

や、その後
そ の ご

の単⾝
たんしん

⽣活
せいかつ

が安⼼
あんしん

して送れる
お く れ る

ための
仕組み
し く み

について、検討
けんとう

した上
うえ

で、
実施
じ っ し

します。 

実施
じ っ し

 推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ⊳⺠間
みんかん

住 宅
じゅうたく

への⼊ 居
にゅうきょ

推進
すいしん

 

   …グループホームからひとり暮
ぐ

らしを希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で⽣活
せいかつ

しやすくなる
ように、従 来

じゅうらい
の⺠間

みんかん
住 宅
じゅうたく

あんしん⼊ 居
にゅうきょ

事業
じぎょう

も含
ふく

めて、⼀体的
いったいてき

な⽀援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

していきます。 

◆⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

を踏
ふ

まえた住
す

まいの構築
こうちく

 

  ⊳⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

対応
たいおう

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の検 証
けんしょう

・検討
けんとう

 
   …現在

げんざい
実施
じ っ し

している重度化
じゅうどか

対応
たいおう

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

やモデル
も で る

事業
じぎょう

の⾼齢化
こうれいか

対応
たいおう

グループ
ぐ る ー ぷ

 
    ホーム

ほ ー む
の検 証

けんしょう
を ⾏

おこな
い、今後

こ ん ご
も進

すす
んでいくことが⾒込

み こ
まれる障害者

しょうがいしゃ
の⾼齢化

こうれいか
・

重度化
じゅうどか

を⾒据
み す

えて、⼀⽇
いちにち

を通
とお

して安⼼
あんしん

できる住
す

まいの確保
か く ほ

を⽬指
め ざ

して、持続的
じぞくてき

に
実現
じつげん

可能
か の う

な住
す

まいの 形
かたち

を構築
こうちく

します。 
また、グループホーム

ぐ る ー ぷ ほ ー む
のバリアフリー

ば り あ ふ り ー
等
など

改 修
かいしゅう

に 係
かかわ

る経費
け い ひ

を補助
ほ じ ょ

します。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

対応
たいおう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

改 修
かいしゅう

事業
じぎょう

 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を 利⽤
り よ う

す る
障害者
しょうがいしゃ

が⾼齢
こうれい

になり、それに
伴

ともな
う⾝体

しんたい
機能
き の う

の低下等
ていかとう

により、
従 来
じゅうらい

のホーム
ほ ー む

の設備
せ つ び

で⽣活
せいかつ

す
ることが困難

こんなん
となる場合

ば あ い
でも、

居 住
きょじゅう

しているホーム
ほ ー む

で安⼼
あんしん

し
て⽣活

せいかつ
し続

つづ
けることができるよ

う、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

等
など

改 修
かいしゅう

に 係
かかわ

る経費
け い ひ

を補助
ほ じ ょ

します。 

 
 
 
 

推進
すいしん

 

 
 
 
 

推進
すいしん
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取組
とりくみ

２－２ 暮
く

らし  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

の運営
うんえい

 

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

は、地域
ち い き

における拠点
きょてん

として、設置
せ っ ち

して
きました。これからも、 障 害

しょうがい

福祉
ふ く し

に係わる社会
しゃかい

資源
し げ ん

の 中 ⼼
ちゅうしん

として、より利⽤
り よ う

しやすい拠点
きょてん

となるよう、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法⼈型
ほうじんがた

・
機能
き の う

強化型
きょうかがた

の 両 ⽅
りょうほう

について、
地域
ち い き

における役割
やくわり

や位置
い ち

づけを
明確
めいかく

にするため、 改
あらた

めて検討
けんとう

し、機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

充 実
じゅうじつ

 充 実
じゅうじつ

 

◆地域
ち い き

での⽣活
せいかつ

を⽀
ささ

える仕組み
し く み

の充 実
じゅうじつ

 

  ⊳在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

を⽀
ささ

える地域
ち い き

の拠点
きょてん

 

   …横浜市
よこはまし

が独⾃
ど く じ

に設置
せ っ ち

し、整備
せ い び

を進
すす

めている拠点
きょてん

について、障 害
しょうがい

のある⽅
かた

やその
家族
か ぞ く

の要請
ようせい

に応
こた

えるよう、機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

やその家族向け
か ぞ く む  

に実施
じ っ し

したアンケート
あ ん け ー と

から、今後
こ ん ご

の希望
き ぼ う

する⽣活
せいかつ

について、
基本的
きほんてき

に「現在
げんざい

の⽣活
せいかつ

を変
か

えたくない」と 考
かんが

えている⽅
かた

が多
おお

いという結果
け っ か

がでています。
このことから、住

す
み慣

な
れた住

す
まいで、引

ひ
き続

つづ
き、⽣活

せいかつ
していけるような⽀援

し え ん
が必要

ひつよう
です。 

  

 そこで、 ⾃
みずか

ら選択
せんたく

した住まい
す ま い

で、安⼼
あんしん

して暮
く

らしていけるように、暮
く

らし（⽣活
せいかつ

）にお
ける課題

か だ い
を解決

かいけつ
するための施策

し さ く
を推進

すいしん
するとともに、本⼈

ほんにん
の⽣ 活⼒

せいかつりょく
を引

ひ
き出

だ
す⽀援

し え ん
の

充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 また、医療的
いりょうてき

ケア
けあ

等
とう

専⾨的
せんもんてき

な⽀援
しえん

が必要
ひつよう

な⽅
かた

に対する
たい

施策
しさく

についても検討
けんとう

します。 

 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

の
運営
うんえい

 

設置
せ っ ち

当初
とうしょ

の居場所
い ば し ょ

機能
き の う

だけでは
なく、既存

き そ ん
のサービス

さ ー び す
を整理

せ い り
・

再構築
さいこうちく

した上
うえ

で、早期対応
そうきたいおう

や
⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

に来
こ

られない
⽅
かた

に向
む

けた相談
そうだん

体制
たいせい

などの機能
き の う

に重 点
じゅうてん

を置
お

いた精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に
対
たい

する⽀援
し え ん

の充実化
じゅうじつか

を図
はか

ってい
きます。 

充 実
じゅうじつ

 充 実
じゅうじつ

 

多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

の
整備
せ い び

・運営
うんえい

 ○あ  

重 症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

など、常
に医療的

いりょうてき
ケア
け あ

が必要
ひつよう

な⼈
ひと

やその
家族
か ぞ く

の地域
ち い き

での暮らし
く ら し

を⽀援
し え ん

す
るため、相談

そうだん
⽀援
し え ん

、⽣活
せいかつ

介護
か い ご

、
訪問
ほうもん

看護
か ん ご

サービス
さ ー び す

や短期
た ん き

⼊ 所
にゅうしょ

などを ⼀体的
いったいてき

に 提 供
ていきょう

できる
拠点
きょてん

（多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

）の整備
せ い び

を
市内
し な い

⽅⾯
ほうめん

別
べつ

に進
すす

めます。 

開所
かいしょ

２か所
しょ

 
開所
かいしょ

２か所
しょ

 

（整備
せ い び

完 了
かんりょう

） 

 

 ○福  
法定
ほうてい

サービス名
さ ー び す め い

等
とう

 法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

内容
ないよう

等
とう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

地域
ち い き

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

 
（機能

き の う
整備
せ い び

も含
ふく

む） 

国
くに

で掲げる障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

⽣活
せいかつ

を⽀援
し え ん

する機能
き の う

の 集 約
しゅうやく

等
など

を⾏
う拠点

きょてん
*₁ について、既存

き そ ん
の施設

し せ つ

を活⽤
かつよう

するなど⼿法
しゅほう

も含
ふく

めて
検討
けんとう

し、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

までに１
か所

しょ
以上
いじょう

を設置
せ っ ち

します。 

１か所
しょ

 
整備
せ い び

状 況
じょうきょう

を⾒
み

て、判断
はんだん

する。 

 
 
  

              
*₁ 障害者

しょうがいしゃ
の地域

ち い き
⽣活
せいかつ

を⽀援
し え ん

する機能
き の う

の集 約
しゅうやく

等
など

を⾏う拠点
きょてん

 

  …国
くに

では、「相談
そうだん

、体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

、緊 急
きんきゅう

時
じ

の受⼊
うけいれ

・対応
たいおう

、専⾨性
せんもんせい

、地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり等
など

」を

集 約
しゅうやく

した拠点
きょてん

を、圏域
けんいき

もしくは市町村
しちょうそん

ごとに、１か所
しょ

以上
いじょう

設置
せ っ ち

（機能的
きのうてき

整備
せ い び

も含
ふく

む）する⽅針
ほうしん

を定
さだ

めています。 
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法定
ほうてい

サービス名
さ ー び す め い

等
とう

 法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

内容
ないよう

等
とう

 

短期
た ん き

⼊ 所
にゅうしょ

・ ⽇ 中
にっちゅう

⼀時
い ち じ

⽀援
し え ん

 

様々
さまざま

な理由
り ゆ う

により、⼀時的
いちじてき

に施設
し せ つ

や病 院
びょういん

等
とう

に⼊ 所
にゅうしょ

したり、
⽇ 中
にっちゅう

過ごす
す ご す

ことが必要
ひつよう

な⽅
かた

が、必要
ひつよう

時
じ

に利⽤
り よ う

しやすくなる
よう充 実

じゅうじつ
を図

はか
ります。 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 
居宅
きょたく

において⼊ 浴
にゅうよく

・排せつ
は い せ つ

・⾷事
しょくじ

等
など

の⾝体
しんたい

介護
か い ご

、掃除
そ う じ

・洗濯
せんたく

等
など

の家事
か じ

援助
えんじょ

、通院
つういん

の際
さい

の介助
かいじょ

等
とう

を提 供
ていきょう

します。 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

居宅
きょたく

における介護
か い ご

、家事
か じ

並びに⽣活
せいかつ

等
とう

に関する
か ん す る

相談
そうだん

及び
助⾔
じょげん

、その他の⽣活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる援助
えんじょ

並びに 外 出
がいしゅつ

時
じ

の
移動中
いどうちゅう

の介護
か い ご

等
とう

を総合的
そうごうてき

に ⾏
おこな

います。 
※平成

へいせい
26年

ねん
4⽉

がつ
から対象者

たいしょうしゃ
が、重度

じゅうど
の肢体

し た い
不⾃由者
ふ じ ゆ う し ゃ

に加
くわ

え、
「⾏動上

こうどうじょう
著

いちじる
しい困難

こんなん
を有

ゆう
する知的

ち て き
・精神

せいしん
障害者
しょうがいしゃ

」にも
拡⼤
かくだい

されました。 

⾏動
こうどう

援護
え ん ご

 

知的
ち て き

障 害
しょうがい

⼜
また

は精神
せいしん

障 害
しょうがい

により⾏動上
こうどうじょう

著しい
いちじる

困難
こんなん

を有す
る障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
であって常時

じょうじ
介護
か い ご

を要
よう

するものにつき、⾏動
こうどう

す
る際

さい
に ⽣

しょう
じ得

え
る危険

き け ん
を回避

か い ひ
するために必要

ひつよう
な援護

え ん ご
、外 出

がいしゅつ
時
じ

における移動中
いどうちゅう

の介護
か い ご

、排泄
はいせつ

及
およ

び⾷事
しょくじ

等
など

の介護
か い ご

その他
た

の
必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を ⾏
おこな

います。 

同⾏
どうこう

援護
え ん ご

 
視覚
し か く

障 害
しょうがい

により移動
い ど う

に著しい
いちじるしい

困難
こんなん

を有
ゆう

する障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の
外 出
がいしゅつ

時
じ

に同⾏
どうこう

し、移動
い ど う

に必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、移動
い ど う

の援護
え ん ご

その他
ほか

必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を ⾏
おこな

います。 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

⽀援
し え ん

 
介護
か い ご

の程度
て い ど

が著しく
いちじるしく

⾼い
た か い

、常時
じょうじ

介護
か い ご

を要
よう

する障害児
しょうがいじ

・者
もの

に
居宅
きょたく

介護
か い ご

その他
た

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を包括的
ほうかつてき

に提 供
ていきょう

します。 
（※利⽤

り よ う
実績
じっせき

はありません。） 

⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

⽤具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

 

重度
じゅうど

の⾝体
しんたい

障 害
しょうがい

のある⽅
かた

や知的
ち て き

障 害
しょうがい

のある⽅
かた

等
など

に⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

に必要
ひつよう

な器具
き ぐ

等
など

を給付
きゅうふ

⼜
また

は貸与
た い よ

している⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

⽤
よう

具
ぐ

給付
きゅうふ

等
など

事業
じぎょう

について、給付
きゅうふ

品⽬
ひんもく

の⾒直
み な お

しを⾏う等
など

、より使
つか

いやすい制度
せ い ど

の構築
こうちく

を図
はか

ります。 

⊳地域
ち い き

⽣活
せいかつ

を⽀
ささ

えるサービス  
     …

・・・
障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

が変
か

わっても、⾃ら希望
き ぼ う

するところで暮
く

らしていくために、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

や

その家族
か ぞ く

にとって必要
ひつよう

なサービスを提 供
ていきょう

する事業
じぎょう

を引
ひ

き続
つづ

き実施
じ っ し

します。 

     特
とく

に、⾏動
こうどう

障 害
しょうがい

のある⽅
かた

への⽀援
し え ん

を充 実
じゅうじつ

させるため、⾏動
こうどう

援護
え ん ご

事業所
じぎょうしょ

の育成
いくせい

を進
すす

めま

す。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

 
メディカルショ
め で ぃ か る し ょ

ー
ー

トステイシス
と す て い し す

テム
て む

 ○あ  

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な 重 症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

等
など

を、在宅
ざいたく

で介護
か い ご

する
家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

と在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

の
安定
あんてい

を⽬的
もくてき

として、⼀時的
いちじてき

に
在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

が困難
こんなん

となった場合
ば あ い

な
どに、病 院

びょういん
での受

う
け⼊

い
れを実施

じ っ し

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の
家族
か ぞ く

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

○あ  

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

とその家族
か ぞ く

が適切
てきせつ

な関係
かんけい

を保
たも

つため、緊 急
きんきゅう

滞在
たいざい

場所
ば し ょ

を準備
じゅんび

するとともに、家族
か ぞ く

が精神
せいしん

疾患
しっかん

について理解
り か い

を深
ふか

め
る機会

き か い
を提 供

ていきょう
します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

 

 

 

○福 【⽬ 標
もくひょう

】 

短期⼊所 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

1,300 ⼈分
にんぶん

 1,432 ⼈分
にんぶん

 1,576 ⼈分
にんぶん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 
7,834 ⼈

にん
⽇
にち

 8,362 ⼈
にん

⽇
にち

 8,925 ⼈
にん

⽇
にち

 

⽇中⼀時⽀援 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

411 ⼈分
にんぶん

 411 ⼈分
にんぶん

 411 ⼈分
にんぶん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 
729 回

かい
 729 回

かい
 729 回

かい
 

居宅介護 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

140,521 時間
じ か ん

 149,710 時間
じ か ん

 159,499 時間
じ か ん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 
6,896 ⼈分

にんぶん
 7,336 ⼈分

にんぶん
 7,804 ⼈分

にんぶん
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重度訪問介護 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

42,593 時間
じ か ん

 45,378 時間
じ か ん

 48,345 時間
じ か ん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 
239 ⼈分

にんぶん
 254 ⼈分

にんぶん
 270 ⼈分

にんぶん
 

⾏動
こうどう

援護
え ん ご

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

2,833 時間
じ か ん

 3,018 時間
じ か ん

 3,215 時間
じ か ん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 
106 ⼈分

にんぶん
 113 ⼈分

にんぶん
 120 ⼈分

にんぶん
 

同⾏
どうこう

援護
え ん ご

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

14,649 時間
じ か ん

 15,607 時間
じ か ん

 16,627 時間
じ か ん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 
713 ⼈分

にんぶん
 758 ⼈分

にんぶん
 807 ⼈分

にんぶん
 

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

 

給付
きゅうふ

・貸与
た い よ

 

（/年
ねん

） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

65,000 件
けん

 65,000 件
けん

 65,000 件
けん

 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 

※この 表
ひょう

における単位
た ん い

の考え⽅は以下
い か

のとおりです。 

・「⼈分
にんぶん

」「回
かい

」 …
・・・

⽉間
げっかん

の利⽤
り よ う

⼈数
にんずう

・回数
かいすう

 

 ・「⼈⽇
にんにち

」…「⽉間
げっかん

の利⽤
り よ う

⼈数
にんずう

」×「⼀⼈
ひ と り

⼀
いっ

か⽉
げつ

あたりの平均
へいきん

利⽤
り よ う

⽇数
にっすう

」 

 ・「時間
じ か ん

」…⽉間
げっかん

のサービス提 供
ていきょう

時間
じ か ん
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じ り つ

⽣活
せいかつ

アシスタント
事業
じぎょう

 ○あ  

地域
ち い き

で単⾝
たんしん

等
など

で⽣活
せいかつ

する
障害者
しょうがいしゃ

に対して、⾃⽴
じ り つ

⽣活
せいかつ

アシ
あ し

スタント
す た ん と

が、その障 害
しょうがい

特性
とくせい

を踏
ふ

まえて、具体的
ぐたいてき

な⽣活
せいかつ

場⾯
ば め ん

での
社会
しゃかい

適応⼒
てきおうりょく

を⾼
たか

める助⾔
じょげん

を
中 ⼼
ちゅうしん

とした⽀援
し え ん

を ⾏
おこな

います。 

事業所数
じぎょうしょすう

 

40 か所
しょ

 

（現 状
げんじょう

：36

か所
か し ょ

） 

事業所数
じぎょうしょすう

 

全区
ぜ ん く

整備
せ い び

完 了
かんりょう

 

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

 
後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

制度
せ い ど

 

○あ  

障害者
しょうがいしゃ

本⼈
ほんにん

に障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービ
さ ー び

ス
す

に係る⽀援
し え ん

が必要
ひつよう

とされてい
ない時

とき
から関係性

かんけいせい
を持つことに

より、「親
おや

なきあとも安⼼
あんしん

して
地域
ち い き

⽣活
せいかつ

が送
おく

れる仕組
し く

みの
構築
こうちく

」を ⾏
おこな

います。 

市内
し な い

18区
く

で運営
うんえい

開始
か い し

 

（現 状
げんじょう

：11区
く

） 
推進
すいしん

 

 
＊＊ 障 害 者

しょうがいしゃ

自立
じ り つ

生活
せいかつ

アシスタント
あ し す た ん と

事業
じぎょう

の事例
じ れ い

 ＊＊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆本⼈
ほんにん

の⽣
せい

活 ⼒
かつりょく

を引き出す⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

⊳障 害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じ り つ

⽣活
せいかつ

アシスタント事業
じぎょう

と後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

制度
せ い ど

の推進
すいしん

 
…全区

ぜ ん く
での事業

じぎょう
実施
じ っ し

を実現
じつげん

するとともに、地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携を進め、地域で安⼼
して暮

く
らすことを⽀援

し え ん
します。 

精神
せいしん

障 害
しょうがい

のある 45歳
さい

男性
だんせい

、20代
だい

から引
ひ

きこもりで、同居
どうきょ

の⺟親
ははおや

が世話
せ わ

をしていた。
⺟親
ははおや

が他界
た か い

したことにより、単⾝
たんしん

⽣活
せいかつ

が開始
か い し

。単⾝
たんしん

⽣活
せいかつ

をしたことがない本⼈
ほんにん

は、ゴミ
ご み

の
捨
す

て⽅
かた

等
など

の⽣活
せいかつ

能 ⼒
のうりょく

に関
かん

する不安
ふ あ ん

があり、区
く

の担当者
たんとうしゃ

から⾃⽴
じ り つ

⽣活
せいかつ

アシスタント
あ し す た ん と

に相談
そうだん

が⼊
はい

る。 
 ⾃⽴

じ り つ
⽣活
せいかつ

アシスタント
あ し す た ん と

は、訪問
ほうもん

等
とう

を通
つう

じて、本⼈
ほんにん

の希望
き ぼ う

する⽣活
せいかつ

を確認
かくにん

し、⽬ 標
もくひょう

を設定
せってい

して、助⾔
じょげん

を中 ⼼
ちゅうしん

とした⽀援
し え ん

を開始した。 
 本⼈

ほんにん
にとってごみの捨

す
て⽅

かた
がわかりやすいような⼯夫

く ふ う
をしたり、⾃炊

じ す い
への意欲

い よ く
があった

ため、ヘルパー
へ る ぱ ー

につなげたり、お⾦
かね

の使
つか

い⽅
かた

の計画
けいかく

を⼀緒
いっしょ

に⽴
た

てたりし、本⼈
ほんにん

の地域
ち い き

⽣活
せいかつ

での能 ⼒
のうりょく

向 上
こうじょう

の⽀援
し え ん

を ⾏
おこな

った。 
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＊＊ 横浜市
よこはまし

障 害 者
しょうがいしゃ

後見的
こうけんてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

の事例
じ れ い

 ＊＊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

消費者
しょうひしゃ

教 育
きょういく

事業
じぎょう

 

○あ  

障害者
しょうがいしゃ

や家族
か ぞ く

及び⽀援者
しえんしゃ

が、
商 品
しょうひん

・サービス
さ ー び す

の利⽤
り よ う

及
およ

び契約
けいやく

に係
かか

わるトラブル
と ら ぶ る

等
など

を学
まな

ぶこと
により、安⼼

あんしん
した⽇ 常

にちじょう
⽣活
せいかつ

を過
す

ごせるよう、意識
い し き

啓発
けいはつ

を図
はか

りま
す。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

  

  ⊳消費者
しょうひしゃ

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

…
・・・

⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

を送る
お く る

上
うえ

で、障害者
しょうがいしゃ

が消費者
しょうひしゃ

としてのトラブル
と ら ぶ る

等
など

を学ぶ研修会
けんしゅうかい

などを
⺠間
みんかん

企業
きぎょう

等
など

と協 働
きょうどう

して実施
じ っ し

します。 

【
（

例
れい

 横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

制度
せ い ど

の事例
じ れ い

】
）

 
 知的

ち て き
障 害
しょうがい

のある 45歳
さい

男性
だんせい

、⽗親
ちちおや

・⺟親
ははおや

と3
３
⼈
にん

で暮らして
く ら し て

いる。特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

を卒業後
そつぎょうご

、
⼀般
いっぱん

企業
きぎょう

に就 労
しゅうろう

し現在
げんざい

に⾄る
い た る

。現時点
げんじてん

では、就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
など

のサービス
さ ー び す

を受ける
う   

必要
ひつよう

性
せい

はないが、両 親
りょうしん

も⾼齢
こうれい

で親族
しんぞく

も近所
きんじょ

には住んで
す ん で

いない為
ため

に将 来
しょうらい

に漠然
ばくぜん

とした
不安
ふ あ ん

を感じ
か ん じ

、両 親
りょうしん

が区
く

役所
やくしょ

へ相談
そうだん

。区
く

役所
やくしょ

で後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

制度
せ い ど

を紹 介
しょうかい

され、登録
とうろく

へつな
がった。 
 後⾒的

こうけんてき
⽀援
し え ん

制度
せ い ど

のスタッフ
す た っ ふ

が本⼈
ほんにん

や家族
か ぞ く

と会い
あ い

、今
いま

まで育って
そだ

きた中
なか

での様々
さまざま

な
エピソード
え ぴ そ ー ど

を聞いた
き

。最初
さいしょ

は⺟親
ははおや

が語る
かた

ことが多かった
おお

が、本⼈
ほんにん

も徐々
じょじょ

に慣れ
な

、⾃ら
みずか

の希望
き ぼ う

や不安
ふ あ ん

を語る
か た る

ことが増えて
ふ

きた。お話
はなし

を伺う
うかが

中
なか

で、「両 親
りょうしん

に異変
い へ ん

があった時
とき

にどうすれば
良い
よ

かわからない」と不安
ふあん

を語った
かた

。その不安
ふ あ ん

を聞き
き き

、後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

制度
せ い ど

のスタッフ
す た っ ふ

が、定期的
ていきてき

に接する
せっ

地域
ちいき

の⽅々
かたがた

に対し
たい

、家族
かぞく

の了解
りょうかい

のもとで「新聞
しんぶん

受け
う

に新聞
しんぶん

がたまっているなど何
なに

か異変
いへん

があったら連絡
れんらく

をして欲しい
ほ

」と依頼
い ら い

をした。 
地域
ち い き

の⽅々
かたがた

も本⼈
ほんにん

の事
こと

を気
き

にかけており、依頼
い ら い

を引き受けて
ひ   う

くれた。 
後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

制度
せ い ど

のスタッフ
す た っ ふ

は、家族
か ぞ く

の了 解
りょうかい

のもとで地域
ち い き

の中
なか

で本⼈
ほんにん

を⾒守る
みまも

ネットワーク
ねっとわーく

を広げて
ひろ

いった。 
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** 当事者
とうじしゃ

からの声
こえ

 **  

 

 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 毎年
まいとし

実施
じ っ し

する市⺠
し み ん

意識
い し き

調査
ちょうさ

において、⼼配
しんぱい

ごとや困
こま

っていることとして「⾃分
じ ぶ ん

の病気
びょうき

や
⽼後
ろ う ご

のこと」を上
あ

げる⽅
かた

が 最
もっと

も多
おお

く、それに次
つ

いで「家族
か ぞ く

の健康
けんこう

や⽣ 活上
せいかつじょう

の問題
もんだい

」が上
あ

げ
られています。障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
やその家族

か ぞ く
にとっても同

おな
じ様

よう
に、健康

けんこう
や⽼後

ろ う ご
のこと、⽣ 活上

せいかつじょう
の

問題
もんだい

に対
たい

する⼼配
しんぱい

・困り
こ ま り

ごとが⼤
おお

きな課題
か だ い

であると 考
かんが

えられますが、さらには障 害
しょうがい

ゆえ
に様々

さまざま
な⽀援

し え ん
を必要

ひつよう
とせざるを得

え
ないわが⼦

こ
が「親

おや
亡き後

あと
」にどうやって⽣きて

い
いくのか

も、切実
せつじつ

な課題
か だ い

です。 

 障 害
しょうがい

があるが故
ゆえ

に必要
ひつよう

とされる制度
せ い ど

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るだけでなく、障 害
しょうがい

のあるなしにかか
わらず、お互

たが
いを尊 重

そんちょう
し、誰

だれ
もが、毎⽇

まいにち
を安⼼

あんしん
して過

す
ごし、地域

ち い き
の中

なか
で健

すこ
やかに育

そだ
ち、と

もに⽣
い

きていくことができるまち、ヨコハマを⽬指
め ざ

します。 

 そのために、「よこはま保健
ほ け ん

医療
いりょう

プラン 2013」や「第
だい

2期
き

健康
けんこう

横浜
よこはま

21」にも位置
い ち

づけら
れている「医療

いりょう
受診
じゅしん

環 境
かんきょう

の向 上
こうじょう

」や「障 害
しょうがい

特性
とくせい

を踏
ふ

まえた⼼⾝
しんしん

の健康
けんこう

対策
たいさく

」等
とう

を
ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

別
べつ

に推進
すいしん

し、かつ、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

のネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

等
など

を進
すす

めます。 

 また、⽣活
せいかつ

環 境
かんきょう

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

の取組
とりくみ

を引
ひ

き続
つづ

き推進
すいしん

し、制度
せ い ど

やハード
は ー ど

⾯で
の整備

せ い び
と併せ、障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
の誰

だれ
もが地域

ち い き
で安全

あんぜん
に、安⼼

あんしん
して暮

く
らし続

つづ
けられるよう、ソフ

そ ふ
ト
と

⾯
めん

の整備
せ い び

にも取
と

り組
く

みます。 

・何
なに

がバリアフリー
ば り あ ふ り ー

なのか、分かっているのか疑問
ぎ も ん

を持つ
も

ことがあり、基準
きじゅん

に沿っ
そ

て  
やっているだけではないかと感

かん
じることがある。 

・障 害者
しょうがいしゃ

を診
み

てくれる病 院
びょういん

が地域
ち い き

に増えれば
ふ

、地域
ち い き

で安⼼
あんしん

して暮らす
く

ことができる。 
特
とく

に、障 害者
しょうがいしゃ

を⼿厚く
てあつ

してもらいたいわけではなく、当
あ

たり前
まえ

のように、病 院
びょういん

に通
かよ

い、⽣活
せいかつ

を安定
あんてい

させたい。 
・障 害

しょうがい
理解
り か い

をしてくれる医療
いりょう

機関
き か ん

は本当
ほんとう

に少
すく

ないように感
かん

じる 
・予防

よ ぼ う
医療
いりょう

という観点
かんてん

を 考
かんが

えていく必要
ひつよう

があるのではないか。 

・ 重 症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

のように、医療
いりょう

との関係
かんけい

が切
き

り離
はな

せない障 害者
しょうがいしゃ

もいる。医者
い し ゃ

に
はその対応

たいおう
に慣

な
れて欲

ほ
しい。 

テーマ
て ー ま

３ 毎日
まいにち

を安心
あんしん

して健やか
すこ

に過ごす
す
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** ニーズ把握調査結果から **  

●現在
げんざい

、医療
いりょう

機関
き か ん

にかかっていますか。 

  

80.4%

61.6%

90.5%

3.9%

4.1%

10.7%

31.2%

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

身体障害

（n=4,206）

知的障害

（n=881）

精神障害

（n=713）

通院している 往診を受けている 入院している かかっていない 無回答等
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取組
とりくみ

３－1 健康
けんこう

・医療
いりょう

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

重度
じゅうど

神経
しんけい

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

在宅
ざいたく

⽀援
し え ん

システム
し す て む

の構築
こうちく

 

発 病
はつびょう

から数年
すうねん

で急 速
きゅうそく

に進⾏
しんこう

す
る神経

しんけい
難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対する在宅
ざいたく

⽀援
し え ん

システム
し す て む

を、専⾨
せんもん

医療
いりょう

機関
き か ん

・在宅
ざいたく

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

等
など

の保健
ほ け ん

・医療
いりょう

関係者
かんけいしゃ

と障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

等
とう

との連携
れんけい

に
より、構築

こうちく
します。 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
までに 

構築
こうちく

・実施
じ っ し

 
推進
すいしん

 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

在宅
ざいたく

療 養
りょうよう

計画
けいかく

策定
さくてい

・
評価
ひょうか

事業
じぎょう

 

在宅
ざいたく

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対し、保健
ほ け ん

、
医療
いりょう

、福祉
ふ く し

の各
かく

サービス
さ ー び す

を適切
てきせつ

に提 供
ていきょう

するために、関係者
かんけいしゃ

が
合同
ごうどう

でサービス
さ ー び す

内容
ないよう

の検討
けんとう

等
とう

を
実施
じ っ し

します。 

実施
じ っ し

 実施
じ っ し

 

 核家族化
か く か ぞ く か

や介助者
かいじょしゃ

の⾼齢化
こうれいか

だけでなく、障 害者
しょうがいしゃ

⾃⾝
じ し ん

の⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

も今後
こ ん ご

さらに進
すす

む
と予測

よ そ く
される現在

げんざい
、障 害

しょうがい
の重度化

じゅうどか
の緩和

か ん わ
、⽣活

せいかつ
習 慣 病

しゅうかんびょう
の予防

よ ぼ う
・合 併症

がっぺいしょう
や重 症化

じゅうしょうか
予防
よ ぼ う

は、
地域
ち い き

の中
なか

で暮
く

らし続
つづ

けていく上
うえ

で⾮常
ひじょう

に重 要
じゅうよう

です。 

  そこで、障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

した対応
たいおう

ができる医療
いりょう

機関
き か ん

・医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

を育成
いくせい

するだけでな
くネットワーク

ね っ と わ ー く
化
か

による医療
いりょう

機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

によって、いざという時
とき

にも速
すみ

やかに対応
たいおう

できる
医療
いりょう

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

や、⼀
いち

市⺠
し み ん

として当
あ

たり前に健康
けんこう

サポート
さ ぽ ー と

を受
う

けられる仕組み
し く み

など、
保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、障 害
しょうがい

特性
とくせい

やライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じた⽣活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

などの普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進
すす

めることで重度化
じゅうどか

を防⽌
ぼ う し

し、家族
か ぞ く

の不安
ふ あ ん

の軽減
けいげん

にもつなげます。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

◆医療
いりょう

環 境
かんきょう

のさらなる整備
せ い び

 

 ⊳難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

への⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

…在宅
ざいたく

の難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対し
た い し

、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

の各
かく

サービス
さ ー び す

を適切
てきせつ

に提 供
ていきょう

するために、
医療
いりょう

依存度
い ぞ ん ど

が⾼
たか

い難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

への⽀援
し え ん

システム
し す て む

の構築
こうちく

を進
すす

めます。 

施
し

     策
さく
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難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

⼀時
い ち じ

⼊ 院
にゅういん

事業
じぎょう

 

医療
いりょう

依存度
い ぞ ん ど

の⾼
たか

い 難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

が
介助者
かいじょしゃ

の事情
じじょう

により、在宅
ざいたく

で
介助
かいじょ

を受ける
う け る

ことが困難
こんなん

になっ
た場合

ば あ い
、⼀時的

いちじてき
に⼊ 院

にゅういん
できるよ

うにします。 

実施
じ っ し

 実施
じ っ し

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

健康
けんこう

ノート
の ー と

 

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が⾃分
じ ぶ ん

の住む地域
ち い き

の
医療
いりょう

機関
き か ん

で受診
じゅしん

する際
さい

に活⽤
かつよう

で
きる「健康

けんこう
ノート
の ー と

」について、
あり⽅

かた
等
とう

を検討
けんとう

します。 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
までに検討

けんとう
 

検討結果 
による 

医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

 ○あ  

疾病
しっぺい

や障 害
しょうがい

のある⼩児
しょうに

及
およ

び
重 症

じゅうしょう
⼼⾝
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

の⽀援
し え ん

に
必要
ひつよう

な知識
ち し き

・技術
ぎじゅつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

り、障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

した医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

を育成
いくせい

するための研 修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

で
働く
はたらく

看護師
か ん ご し

の⽀援
し え ん

 

○あ  

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

で働く
はたらく

看護師
か ん ご し

の定 着
ていちゃく

に向
む

けた⽀援
し え ん

を⾏う
おこなう

と
ともに、確保

か く ほ
の⽅策

ほうさく
について

検討
けんとう

します。 

検討
けんとう

・推進
すいしん

 検討
けんとう

・推進
すいしん

 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

⼊ 院
にゅういん

時
じ

コミュニケーシ
こ み ゅ に け ー し

ョン
ょ ん

事業
じぎょう

 ○あ  

⼊院先
にゅういんさき

医療
いりょう

機関
き か ん

の医師
い し

・看護師
か ん ご し

等
とう

との意思
い し

疎通
そ つ う

が⼗ 分
じゅうぶん

に図
はか

れ
ない障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
を対 象

たいしょう
に、

⼊院先
にゅういんさき

にコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

⽀援員
しえんいん

を派遣
は け ん

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

⊳障 害者
しょうがいしゃ

の医療
いりょう

等
とう

への対応
たいおう

 

   …障 害者
しょうがいしゃ

⾃⾝
じ し ん

の⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

、介護
か い ご

者
しゃ

の⾼齢化
こうれいかい

、核家族化
か く か ぞ く か

等
とう

による介護⼒
かいごりょく

の低下
て い か

を⾒通
み と お

し、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

が連携
れんけい

を図
はか

りながら、在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

を⽀援
し え ん

していきます。 
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肺炎
はいえん

球 菌
きゅうきん

ワクチン
わ く ち ん

接種
せっしゅ

助成
じょせい

事業
じぎょう

 ○あ  

肺炎
はいえん

に罹患
り か ん

した場合
ば あ い

の危険性
きけんせい

が
⾼い内部

な い ぶ
障 害
しょうがい

の⾝体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に対し
た い し

、引き続き
ひ き つ づ き

23
価
か

肺炎
はいえん

球 菌
きゅうきん

ワクチン
わ く ち ん

接種
せっしゅ

費⽤
ひ よ う

の⼀部
い ち ぶ

を助成します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

⊳障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

して対応
たいおう

できる医療
いりょう

機関
き か ん

の増加
ぞ う か

と、医療
いりょう

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

検討
けんとう

 

   …知的
ち て き

障 害
しょうがい

や精神
せいしん

障 害
しょうがい

、 重 症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障 害
しょうがい

に理解
り か い

がある医療
いりょう

機関
き か ん

を地域
ち い き

に増やし
ふ

、
障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が受診
じゅしん

しやすい医療
いりょう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

、障害児者
しょうがいじしゃ

本⼈
ほんにん

及
およ

び在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

を⽀える
ささ

家族
かぞく

のために療 養
りょうよう

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

・拡 充
かくじゅう

を図
はか

ります。また、医療的
いりょうてき

ケアを要
よう

する
障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

を⽀
ささ

えるための市⽴
いちりつ

・地域
ち い き

中 核
ちゅうかく

病 院
びょういん

等
とう

の⽀援
し え ん

体制
たいせい

（バックアップ
ば っ く あ っ ぷ

体制
たいせい

等
など

）とネットワークの構築
こうちく

を図
はか

ります。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

医療
いりょう

機関
き か ん

連携
れんけい

事業
じぎょう

 

○あ  

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が⾝近
み ぢ か

な地域
ち い き

で適切
てきせつ

な医療
いりょう

が受
う

けられる 環 境
かんきょう

づく
りを推進

すいしん
するため、障 害

しょうがい
特性
とくせい

等
とう

を理解
り か い

し適切
てきせつ

な医療
いりょう

を 提 供
ていきょう

で
きる医療

いりょう
機関
き か ん

を増
ふ

やします。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

メディカルショー
め で ぃ か る し ょ ー

トステイシステム
と す て い し す て む

 
【再掲

さいけい
】○あ  

医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な 重 症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

等
など

を、在宅
ざいたく

で介護
か い ご

する
家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

と在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

の
安定
あんてい

を⽬的
もくてき

として、⼀時的
いちじてき

に
在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

が困難
こんなん

となった場合
ば あ い

な
どに、病 院

びょういん
での受

う
け⼊

い
れを実施

じ っ し

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

在宅
ざいたく

療養児
りょうようじ

の 地域
ち い き

⽣活
せいかつ

を⽀
ささ

えるネッ
ね っ

トワーク
と わ ー く

連絡会
れんらくかい

 

障害児者
しょうがいじしゃ

の医療
いりょう

（⼊ 院
にゅういん

・在宅
ざいたく

）
に 係

かかわ
る医療

いりょう
関係者
かんけいしゃ

を中 ⼼
ちゅうしん

に、
福祉
ふ く し

・教 育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

を対 象
たいしょう

とし
て、在宅

ざいたく
⽀援
し え ん

に必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

交換
こうかん

や⼈的
じんてき

交 流
こうりゅう

を通
つう

じて、 障 害
しょうがい

理解
り か い

を促進
そくしん

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

医療
いりょう

機関
き か ん

ネットワ
ね っ と わ

ー
ー

ク
く

等
とう

の構築
こうちく

検討
けんとう

 
【新規】 

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

を⽀
ささ

える
ための医療

いりょう
機関
き か ん

の⽀援
し え ん

体制
たいせい

とネ
ね

ットワーク
っ と わ ー く

を検討
けんとう

し、構築
こうちく

を図
はか

ります。 

実態
じったい

把握
は あ く

・ 
検討
けんとう

・構築
こうちく

 
推進
すいしん

 

⻭科
し か

保健
ほ け ん

医療
いりょう

推進
すいしん

事業
じぎょう

 
( ⼼⾝

しんしん
障害児
しょうがいじ

・ 者
しゃ

⻭科
し か

診 療
しんりょう

） 

⻭科
し か

診 療
しんりょう

の機会
き か い

に恵
めぐ

まれない
⼼⾝
しんしん

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

に対
たい

する⻭科
し か

治療
ちりょう

の確保
か く ほ

を、引
ひ

き続
つづ

き、図
はか

り
ます。 

推進 推進 
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◆参加
さ ん か

しやすい健康
けんこう

づくり施策
し さ く

の推進
すいしん

 

⊳参加
さ ん か

しやすい健康
けんこう

づくり事業
じぎょう

の検討
けんとう

 

…「よこはま健康
けんこう

アクション推進
すいしん

事業
じぎょう

」を推進
すいしん

する中
なか

で、健康
けんこう

スタンプラリー
す た ん ぷ ら り ー

のよう
に障害者

しょうがいしゃ
も楽

たの
しみながら健康

けんこう
づくりに取

と
り組

く
めるよう、障害者

しょうがいしゃ
団体
だんたい

とも 協 ⼒
きょうりょく

し
ながら 障 害

しょうがい
特性
とくせい

等
とう

にも配慮
はいりょ

した健康づくり・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

を検討
けんとう

します。 
 

⊳健康
けんこう

づくり環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 

…障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

したスタッフ
す た っ ふ

や専⽤
せんよう

設備
せ つ び

を有
ゆう

する関連
かんれん

施設
し せ つ

を⽣かし、障害者
しょうがいしゃ

が
地域
ち い き

で⽣活
せいかつ

していくために必要
ひつよう

な体 ⼒
たいりょく

づくりやリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

に活⽤
かつよう

できる
よう、地域

ち い き
の⼈材

じんざい
育成
いくせい

も含
ふく

めた環 境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

対策
たいさく

事業
じぎょう

 

精神
せいしん

疾患
しっかん

の 急 激
きゅうげき

な 発 症
はっしょう

や精神
せいしん

症 状
しょうじょう

の悪化
あ っ か

などにより、早 急
さっきゅう

に
適切
てきせつ

な精神科
せいしんか

医療
いりょう

を必要
ひつよう

とする
場合
ば あ い

に、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づく
診察
しんさつ

や 病 院
びょういん

の 紹 介
しょうかい

を ⾏
おこな

うとと
もに、必要

ひつよう
な医療

いりょう
施設
し せ つ

を確保
か く ほ

するこ
と等

とう
により、 救 急

きゅうきゅう
患者
かんじゃ

の円滑
えんかつ

な
医療
いりょう

及び
お よ び

保護
ほ ご

を図
はか

ることを⽬的
もくてき

と
しています。 

83.5％ 
（市内

し な い

病院
びょういん

に
対する 3次

じ

救 急
きゅうきゅう

移送先
い そ う さ き

病院
びょういん

の割合
わりあい

） 

85.０％ 
（市内

し な い

病院
びょういん

に
対する 3次

じ

救 急
きゅうきゅう

移送先
い そ う さ き

病院
びょういん

の割合
わりあい

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

 ⊳精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

…⼟⽇
ど に ち

祝 ⽇
しゅくじつ

などの病 院
びょういん

が体制
たいせい

を取りづらい
と

⽇にち
ひ

及び
およ

時間帯
じかんたい

における受
う

け⼊
い

れ
病 床

びょうしょう
を確保

か く ほ
し、現在

げんざい
の 救 急

きゅうきゅう
医療
いりょう

体制
たいせい

が充 実
じゅうじつ

されるように努
つと

めていきます。 

⊳精神科
せいしんか

以外
い が い

の 救 急
きゅうきゅう

との連携
れんけい

 

  …救 急 ⾞
きゅうきゅうしゃ

が取り扱う
と  あ つ か  

救 急
きゅうきゅう

患者
かんじゃ

において、精神
せいしん

疾患
しっかん

等
とう

の既往歴
きおうれき

等
など

があることを理由
り ゆ う

として、病 院
びょういん

の受⼊れ
う け い  

が断られる
ことわ    

ことが多い
お お  

という課題
か だ い

があります。そこで、精神
せいしん

疾患
しっかん

を合併
がっぺい

する⾝体
しんたい

救 急
きゅうきゅう

患者
かんじゃ

の救 急 ⾞
きゅうきゅうしゃ

による搬送
はんそう

体制
たいせい

について、横浜市
よこはまし

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

検討
けんとう

委員会
いいんかい

（※）の平成
へいせい

25・26 年度
    ね ん ど

の検討
けんとう

テーマ
て ー ま

としました。精神
せいしん

疾患
しっかん

を合併
がっぺい

する⾝体
しんたい

救 急
きゅうきゅう

患者
かんじゃ

の 救 急
きゅうきゅう

搬送
はんそう

の充 実
じゅうじつ

に向けて
む

、精神科
せいしんか

以外
い が い

の 救 急
きゅうきゅう

と連携
れんけい

し
た 救 急

きゅうきゅう
医療
いりょう

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 
 
   ※ 横浜市

よこはまし
救 急

きゅうきゅう
医療
いりょう

検討
けんとう

委員会
いいんかい

は、本市
ほ ん し

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として、医師
い し

、看護師
か ん ご し

、弁護⼠
べ ん ご し

などの有識者
ゆうしきしゃ

で構成
こうせい

されています。２年
 ね ん

ごとに本市
ほ ん し

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

の重 要
じゅうよう

課題
か だ い

をテーマ
て ー ま

に定めて
さ だ   

検討
けんとう

し、課題
か だ い

解決
かいけつ

策
さく

を提⾔
ていげん

としてとりまとめ、市⻑
しちょう

に提 出
ていしゅつ

しています。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 
精神
せいしん

疾患
しっかん

を合併
がっぺい

する⾝体
しんたい

救 急
きゅうきゅう

患者
かんじゃ

の 救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

 

精神
せいしん

疾患
しっかん

を合併
がっぺい

する⾝体
しんたい

救 急
きゅうきゅう

患者
かんじゃ

を適切
てきせつ

な医療
いりょう

機関
き か ん

へ円滑
えんかつ

に
搬送
はんそう

できるよう、 救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

【 救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制図
たいせいず

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

本人・家族・救急隊・関係機関からの相談

警察からの通報

こころの健康相談センター

精神科救急医療情報窓口

精神保健福祉法による

移送、診察等

区福祉保健センター

相談支援

通報受理
連携

夜間・休日を

中心に対応

平日昼間

に対応

病状に応じて適切な精神科医療を提供

受診が必要な場合はより確実に対応できる応需体制の確保

初期救急医療施設

二次救急医療施設 三次救急医療施設

身体合併症医療体制

精神科病院等で身体合併症が発生した際

の入院治療

連携

精神疾患の急激な発症や

病状の悪化

初期救急：精神症状の悪化により、外来診療が必要

とされる場合

二次救急: 精神症状の悪化により、入院治療が必要
とされる場合

三次救急：自傷他害のおそれがあり、警察官などの

通報により診察を実施する場合

かかりつけ医療機関 
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取組
とりくみ

３－２ バリアフリー  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

福祉
ふ く し

のまちづくり
条 例
じょうれい

推進
すいしん

事業
じぎょう

 

｢横浜
よこはま

に関
かか

わる全
すべ

ての⼈
ひと

がお互
いを尊 重

そんちょう
し、助

たす
け合

あ
う、⼈

ひと
の

優しさにあふれたまちづくり｣
」

を実現
じつげん

するため、ハード（施設
し せ つ

の整備
せ い び

）とソフト（思いやりの
⼼

こころ
の育成

いくせい
）を⼀体的

いったいてき
に取

と
り組

く

み、福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

し
ます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の取組
とりくみ

は進み、⾔葉
こ と ば

としても社会
しゃかい

に認知
に ん ち

されてきています。しかし、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

や活動
かつどう

も広
ひろ

がってきたなかでは、引き続き、福祉
ふ く し

・交通
こうつう

・建築
けんちく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が、
さらなる連携

れんけい
を図りながら

は か      
障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

したバリアフリー
ば り あ ふ り ー

の推進
すいしん

が必要
ひつよう

です。 

 そこで、ハード
は ー ど

⾯
めん

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

の取組
とりくみ

を継続
けいぞく

するとともに、市⺠
し み ん

⼀⼈
ひ と り

ひとりの障 害
しょうがい

に対する
た い す る

理解
り か い

が少
すこ

しずつ広
ひろ

がるよう、ソフト
そ ふ と

⾯
めん

での取組
とりくみ

も併
あわ

せて推進
すいしん

します。 

◆さらなるバリアフリー
ば り あ ふ り ー

の推進
すいしん

 

  ⊳バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の推進
すいしん

 

   …
・・・

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

の検討
けんとう

・策定
さくてい

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
ば り あ ふ り ー か

の促進
そくしん

な
ど、障 害者

しょうがいしゃ
がより⽣活

せいかつ
しやすい環 境

かんきょう
を整備

せ い び
します。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん 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
ば り あ ふ り ー

化
か

 

誰
だれ

もが移動
い ど う

しやすい環 境
かんきょう

整備
せ い び

の⼀環
いっかん

として、鉄道
てつどう

駅舎
えきしゃ

へのエ
え

レベーター
れ べ ー た ー

等
など

の設置
せ っ ち

及びノン
の ん

ステップバス
す て っ ぷ ば す

の導 ⼊
どうにゅう

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

推進
すいしん

 

鉄道
てつどう

駅舎
えきしゃ

への
エレベーター
え れ べ ー た ー

等
など

の設置
せ っ ち

：100％ 
（対 象

たいしょう
は１⽇

いちにち
の

利⽤者
りようしゃ

3,000⼈
にん

以上
いじょう

の駅
えき

） 
 
ノンステップバス
の ん す て っ ぷ ば す

導⼊率
どうにゅうりつ

：70％
推進
すいしん

 

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の
推進
すいしん

 
（ バリアフリー

ば り あ ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

の検討
けんとう

・
策定
さくてい

） 

駅
えき

を 中 ⼼
ちゅうしん

とした地区
ち く

などを
対 象
たいしょう

として、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

法
ほう

に基
もと

づき、まちのバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

の⽅針
ほうしん

・計画
けいかく

である「バリア
ば り あ

フリー
ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

」の策定
さくてい

を、引
ひ

き続
つづ

き、進
すす

めます。 

各区
か く く

の主要
しゅよう

駅
えき

への策定
さくてい

（18
地区
ち く

）完 了
かんりょう

 

未策定
みさくてい

地区
ち く

の新規
し ん き

策定
さくてい

等
とう

を推進
すいしん

 

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の
推進
すいしん

 
（ バリアフリー

ば り あ ふ り ー

歩⾏
ほ こ う

空間
くうかん

の整備
せ い び

） 

駅
えき

周 辺
しゅうへん

の バリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を
推進
すいしん

するため、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

に基
もと

づき、道路
ど う ろ

のバリ
ば り

アフリー
あ ふ り ー

化
か

を、引
ひ

き続
つづ

き、進
すす

め
ます。 

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

整備
せ い び

延 ⻑
えんちょう

 
累
るい

計 36ｋｍ
けい  

 

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

整備
せ い び

延 ⻑
えんちょう

 
累
るい

計 42ｋｍ
け い     

 

横浜市
よこはまし

公 共
こうきょう

サイン
さ い ん

ガイドライン
が い ど ら い ん

の
改訂
かいてい

 

公 共
こうきょう

機関
き か ん

により設置
せ っ ち

される歩
ほ

⾏者⽤
こうしゃよう

案内
あんない

・誘導
ゆうどう

サインの規格
き か く

や表⽰
ひょうじ

内容
ないよう

等
とう

の統⼀
とういつ

を図
はか

るた
めのガイドライン

が い ど ら い ん
を改訂

かいてい
しま

す。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

学校
がっこう

施設
し せ つ

のバリア
ば り あ

フリー
ふ り ー

 

エレベータ
え れ べ ー た

の整備
せ い び

など、学校
がっこう

施設
し せ つ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を進
すす

め、
障害児
しょうがいじ

が学
まな

びやすい 環 境
かんきょう

を
整備
せ い び

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん
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  ◆持続的
じぞくてき

な普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

の促進
そくしん

 ≪再掲
さいけい

≫ 

  ⊳市⺠
し み ん

へ向けた
む け た

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

   …⾼齢者
こうれいしゃ

、障 害者
しょうがいしゃ

等
とう

を含む
ふ く む

全て
す べ て

の⼈
ひと

が相互
そ う ご

に交 流
こうりゅう

し、⽀
ささ

え合
あ

うとともに、安全
あんぜん

か
つ円滑

えんかつ
に施設

し せ つ
を利⽤

り よ う
するためには、障 害

しょうがい
への正しい理解

り か い
が必要

ひつよう
なため、広く市⺠

し み ん

へ向
む

けた普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進
すす

めます。 
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取組
とりくみ

３－３ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

対策
たいさく

事業
じぎょう

 
（普及

ふきゅう
啓発
けいはつ

） 

市⺠向け
し み ん む け

のリーフレット
り ー ふ れ っ と

作成
さくせい

等
とう

に
より広報

こうほう
を ⾏

おこな
います。 

また、これまでの虐 待
ぎゃくたい

事例
じ れ い

を
検 証
けんしょう

した上
うえ

で、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
など

を対 象
たいしょう

と
した研 修

けんしゅう
を実施

じ っ し
します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
 
 
 

 障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

は、決
けっ

して特別
とくべつ

な存在
そんざい

ではありません。我
わ

が国
くに

が障 害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

を批准
ひじゅん

し、
また、国内

こくない
の法律

ほうりつ
の整備

せ い び
が進

すす
められてきた中

なか
、障 害者

しょうがいしゃ
の権利

け ん り
擁護
よ う ご

について、横浜市
よこはまし

として
も積 極的

せっきょくてき
に取

と
り組

く
み、⼀⼈

ひ と り
ひとりの⼈権

じんけん
が⼗ 分

じゅうぶん
に尊 重

そんちょう
される仕組

し く
みを構築

こうちく
することが

必要
ひつよう

です。 

 そこで、全
すべ

ての⼈
ひと

が障 害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に⼈格
じんかく

と個性
こ せ い

を
尊 重
そんちょう

し合いながら共 ⽣
きょうせい

する社会
しゃかい

をこの横浜
よこはま

で実現
じつげん

することができるよう、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

等
とう

の趣旨
し ゅ し

を基本
き ほ ん

としながら、⼀
ひと

つひとつの取組
とりくみ

を着 実
ちゃくじつ

に進める
す す め る

とともに、権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

を通
とお

して市⺠
し み ん

への浸透
しんとう

を図
はか

ります。 

。 

◆障 害 者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防⽌
ぼ う し

の取組
とりくみ

の浸透
しんとう

 

  ⊳普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

…障 害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の具体例
ぐたいれい

や通報
つうほう

等
とう

に関
かん

する理解
り か い

が深
ふか

まり、障 害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

が重 ⼤
じゅうだい

な
⼈権
じんけん

侵害
しんがい

であることが市⺠
し み ん

の⽅々
かたがた

により⼀層
いっそう

浸透
しんとう

し、そのことが虐 待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

や早期
そ う き

発⾒
はっけん

につながることから、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

みます。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

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
せ こ う

に
向けた
む け た

検討
けんとう

【新規
し ん き

】 

横浜市
よこはまし

の今後
こ ん ご

の取組
とりくみ

について、
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

等
とう

で
構成
こうせい

する会議
か い ぎ

において検討
けんとう

を ⾏
おこな

います。また、会議
か い ぎ

の検討
けんとう

結果
け っ か

を
もとに、取組

とりくみ
の具体化

ぐ た い か
に向

む
けた

検討
けんとう

を実施
じ っ し

します。 

（平成
へいせい

27年度
ね ん ど

検討
けんとう

） 
― 

市
し

職 員
しょくいん

対応
たいおう

要 領
ようりょう

の策定
さくてい

及
およ

び周知
しゅうち

【新規
し ん き

】 

市
し

職 員
しょくいん

が適切
てきせつ

な対応
たいおう

を ⾏
おこな

って
いくための指針

し し ん
として、差別的

さべつてき

取 扱
とりあつか

いとなり得
う

る事例
じ れ い

や、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の好事例
こうじれい

等
など

を含
ふく

む対応
たいおう

要 領
ようりょう

を策定
さくてい

し、市
し

職 員
しょくいん

への
周知
しゅうち

、浸透
しんとう

を図
は

ります。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

市⺠
し み ん

への普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 
【新規

し ん き
】 

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

に当
あた

たっては、市⺠
し み ん

の⽅々
かたがた

に関⼼
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めていただくことが何
なに

よりも⼤切
たいせつ

であることから、市⺠
し み ん

向
む

けの広報
こうほう

、啓発
けいはつ

活動
かつどう

を効果的
こうかてき

に
実施
じ っ し

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

相談
そうだん

体制
たいせい

等
とう

の整備
せ い び

 
【新規

し ん き
】 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

、紛争
ふんそう

の防⽌
ぼ う し

等
とう

のための体制
たいせい

を整備
せ い び

する
とともに、その周知

しゅうち
を図

はか
ります。

また、相談
そうだん

、紛争
ふんそう

の防⽌
ぼ う し

等
とう

を地域
ち い き

において推進
すいしん

するための地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

を組織
そ し き

します。 

推進
すいしん

 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

に基
もと

づく取組
とりくみ

 

  ⊳法律
ほうりつ

の施⾏
し こ う

に向
む

けた取組
とりくみ

と施⾏後
し こ う ご

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

が平成
へいせい

28年
ねん

４⽉
４ が つ

１⽇
  たち

に施⾏
し こ う

となります。この法律
ほうりつ

や国
くに

の基本
き ほ ん

⽅針
ほうしん

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえながら、法律
ほうりつ

の施⾏
し こ う

に向
む

け、横浜市
よこはまし

としての今後
こ ん ご

の取組
とりくみ

を検討
けんとう

し
ていきます。また、施⾏後

し こ う ご
は、取組

とりくみ
を推進

すいしん
するとともに、実施

じ っ し
状 況

じょうきょう
の検 証

けんしょう
を ⾏

おこな
い

ます。 
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法
ほう

施⾏後
し こ う ご

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の検 証
けんしょう

 
【新規

し ん き
】 

市
し

の取組
とりくみ

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を確認
かくにん

す
るとともに、課題

か だ い
の確認

かくにん
及びその

後の取組
とりくみ

の⽅向性
ほうこうせい

に関
かん

する検討
けんとう

を定期的
ていきてき

に ⾏
おこな

う仕組
し く

みを構築
こうちく

し
ます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

成年
せいねん

後⾒
こうけん

制度
せ い ど

利⽤
り よ う

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 ○あ  

費⽤
ひよう

負担
ふたん

が困難
こんなん

な知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

・
精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に、申⽴て
もうした

費⽤
ひよう

や
後⾒⼈
こうけんにん

等
とう

の報酬
ほうしゅう

を助成
じょせい

します。 
推進
すいしん

 推進
すいしん

 

市⺠
し み ん

後⾒⼈
こうけんにん

養成
ようせい

・
活動
かつどう

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

地域
ち い き

における権利
け ん り

擁護
よ う ご

を市⺠
し み ん

参画
さんかく

で進
すす

めるため、横浜
よこはま

⽣活
せいかつ

あんしん
センター
せ ん た ー

が全区
ぜ ん く

で市⺠
し み ん

後⾒⼈
こうけんにん

の
養成
ようせい

を実施
じ っ し

し、区
く

役所
やくしょ

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、専⾨
せんもん

職
しょく

団体
だんたい

等
とう

が
連携
れんけい

した活動
かつどう

⽀援
し え ん

の体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

法⼈
ほうじん

後⾒
こうけん

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

横浜
よこはま

⽣活
せいかつ

あんしんセンター
せ ん た ー

が、こ
れまでの法⼈

ほうじん
後⾒
こうけん

受任
じゅにん

実績
じっせき

を踏
ふ

まえて、市内
し な い

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法⼈
ほうじん

等
とう

へ
の法⼈

ほうじん
後⾒
こうけん

実施
じ っ し

に向
む

けた⽀援
し え ん

を
⾏います。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

成年
せいねん

後⾒
こうけん

制度
せ い ど

の
利⽤
り よ う

促進
そくしん

に向
む

けた
関係
かんけい

団体
だんたい

との検討
けんとう

【
（

新規
し ん き

】
）

 

研 修
けんしゅう

や事例
じ れ い

などを通
つう

じて、
弁護⼠
べ ん ご し

、司法
し ほ う

書⼠
し ょ し

、⾏ 政
ぎょうせい

書⼠
し ょ し

等
など

と、
障害者
しょうがいしゃ

の成年
せいねん

後⾒
こうけん

制度
せ い ど

の利⽤
り よ う

促進
そくしん

に向けた
む け た

検討
けんとう

を ⾏
おこな

います。 

検討
けんとう

 検討
けんとう

 

◆成年
せいねん

後⾒
こうけん

制度
せ い ど

の利⽤
り よ う

促進
そくしん

 

 ⊳成年
せいねん

後⾒
こうけん

制度
せ い ど

にかかわる取組
とりくみ

 

  …権利
け ん り

擁護
よ う ご

を必要
ひつよう

とする、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の増加
ぞ う か

に対応
たいおう

し、地域
ち い き

で安⼼
あんしん

し
た⽣活

せいかつ
を送

おく
ることができるよう、成年

せいねん
後⾒
こうけん

制度
せ い ど

の利⽤
り よ う

を促進
そくしん

するための取組
とりくみ

を進
すす

め
ていきます。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

⾃⽴
じ り つ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

権利
け ん り

を守
まも

るための相談
そうだん

や契約
けいやく

に
基
もと

づく⾦銭
きんせん

管理
か ん り

サービス
さ ー び す

などの
⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

の⽀援
し え ん

を、区
く

あんしん
センター
せ ん た ー

が、契約
けいやく

に基
もと

づいて実施
じ っ し

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

 

⊳権利
け ん り

擁護
よ う ご

にかかわる⽀援
し え ん

 

  …
・・・

⾃分
じ ぶ ん

で⾦銭
きんせん

や⼤切
たいせつ

な書類
しょるい

を管理
か ん り

するのに不安
ふ あ ん

のある⾼齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

の、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利⽤
り よ う

に関する
かん

援助
えんじょ

や⾦銭
きんせん

管理
かんり

などを⾏う
おこな

ことで、安⼼
あんしん

して⽣活
せいかつ

が送れる
おく

よう⽀援
しえん

します。 
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** 当事者
とうじしゃ

からの声
こえ

 **  

 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 障害児
しょうがいじ

に必要
ひつよう

な⽀援
し え ん

を⾏う
おこな 

機関
き か ん

や福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

、少し
す こ  

ずつ社会
しゃかい

資源
し げ ん

などが増えて
ふ   

きて
おり、横浜

よこはま
では、早期

そ う き
発⾒
はっけん

・早期
そ う き

療 育
りょういく

システム
し す て む

の仕組み
し く み

の充 実
じゅうじつ

や、療 育
りょういく

と教 育
きょういく

の連携
れんけい

強化
きょうか

などに取り組んで
と   く

きました。また、保育所
ほいくじょ

や幼稚園
ようちえん

などを利⽤
り よ う

する障害児
しょうがいじ

も増加
ぞ う か

してお
り、積 極的

せっきょくてき
な受け⼊れ

う   け
を促進

そくしん
するとともに、障 害

しょうがい
の 状 況

じょうきょう
等
とう

個々
こ こ

のニーズ
に ー ず

に応じた
お う じ た

専⾨的
せんもんてき

な⽀援
し え ん

を⾏う
おこなう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 
 乳幼児期

にゅうようじき
から学齢期

がくれいき
を通じて

つう
、家族

か ぞ く
や友だち

と も   
、学校

がっこう
の先⽣

せんせい
などの⼤⼈

お と な
たちとかかわり、

語りあい
か た    

、学びあい
ま な    

、⽣きる
い   

⼒
ちから

を⾝
み

につけていくことができるまち、ヨコハマ
よ こ は ま

を⽬指します
め ざ    

。 

 そのためには、乳幼児期
にゅうようじき

、学齢期
がくれいき

、成年期
せいねんき

、そして⾼齢期
こうれいき

と、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

を通じて
つう

切れ⽬
き   め

のない⼀貫
いっかん

した⽀援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

という視点
し て ん

を踏まえた
ふ    

施策
し さ く

展開
てんかい

が必要
ひつよう

です。 

 特
とく

に、早期
そ う き

に⾏われる
おこな

療育
りょういく

の充 実
じゅうじつ

や学齢期
がくれいき

におけるきめ細やか
こ ま   

な対応
たいおう

は、その後
ご

の
成 ⻑
せいちょう

にとって重 要
じゅうよう

です。 

 そこで、その視点
し て ん

を踏まえ
ふ   

、地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

を中 ⼼
ちゅうしん

とした早期
そ う き

療 育
りょういく

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

や、
教 育
きょういく

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

を進めて
す す   

いきます。 

 また、このような取組
とりくみ

等
とう

を円滑
えんかつ

に進めて
す す   

いくために、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

を⽀える
さ さ   

⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

や、そのための取組
とりくみ

の強化
きょうか

を進めて
す す   

いきます。 

・地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

等
とう

の待ち
ま ち

時間
じ か ん

が年々
ねんねん

増えて
ふ

いる。相談員
そうだんいん

の増員
ぞういん

などをして欲しい
ほ

。 

・療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

や学校
がっこう

などが終わって
お   

から過ごす
す   

場所
ば し ょ

がなくて困る
こ ま  

。 

・ 昔
むかし

に⽐べる
く ら   

と、学齢期
がくれいき

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

が充 実
じゅうじつ

してきている。しかし、それによっ
て親⼦

お や こ
が離れる

は な れ る
時間
じ か ん

が⻑く
なが

なると、家庭
か て い

が本⼈
ほんにん

への係わり⽅
か か   か た

を熟知
じゅくち

できなくなる恐れ
お そ  

があ
るし、本⼈

ほんにん
⾃⾝
じ し ん

にも⽣活
せいかつ

していくのに必要
ひつよう

な ⼒
ちから

が⾝
み

に付かない
つ    

。何事
なにごと

に関して
か ん   

も、学齢期
がくれいき

に親
おや

は本⼈
ほんにん

に向き合い
む  あ  

、本⼈
ほんにん

に対して
た い   

どう係わって
か か    

いくかを考える
かんが  

必
ひつ

要
よう

があると思う
お も  

。 
・早い

はや
段階
だんかい

で障 害者
しょうがいしゃ

と係わる
かか

ことで、「障 害
しょうがい

」に関する
か ん す る

意識
い し き

が深まる
ふか

きっかけになる。福祉
ふ く し

の実 習
じっしゅう

機会
き か い

や、お互い
  たが

に触れ合う
ふ   あ

機会
き か い

などが増えて
ふ

いくことが重 要
じゅうよう

だと思う
おも

。 
・「障 害

しょうがい
福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

をやっていてよかった」と思える
おも

ような環境づくり
か ん き ょ う    

が必要
ひつよう

ではないか。 

テーマ
て ー ま

４ いきる 力
ちから

を学び
ま な  

・育む
はぐく 
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** 統計
とうけい

調査
ちょうさ

結果
け っ か

から **  
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●個別
こ べ つ

⽀援
し え ん

学 級
がっきゅう

在籍
ざいせき

⼈数
にんずう

推移
す い い

 ●地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

初診
しょしん

件数
けんすう

と発達
はったつ

障 害
しょうがい

の診断
しんだん
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取組
とりくみ

４－1 療 育
りょういく

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○福 【⽬ 標
もくひょう

】 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

 
平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

 4,000 ⼈
にん

  4,500 ⼈
にん

  5,000 ⼈
にん

 平成
へいせい

29年度
ねんど

までの状況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

は⾮常
ひじょう

にニーズ
に ー ず

が⾼く
た か  

重 要
じゅうよう

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

です。必要
ひつよう

な⼈
ひと

が必要
ひつよう

なとき
に療 育

りょういく
を受けられる

う     
ためにも、地域

ち い き
療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

の機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 そこで、障害児
しょうがいじ

とその家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

の中
なか

で安⼼
あんしん

して安定
あんてい

した⽣活
せいかつ

を送り
お く  

、⾃ら
みずから

の ⼒
ちから

で
⾃ら
みずから

の⽣活
せいかつ

を切り開いて
き り ひ ら い て

いくことができるよう、今後
こ ん ご

も継続
けいぞく

して療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

の機能
き の う

強化
きょうか

や、様々
さまざま

な福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充 実
じゅうじつ

を図ります
は か    

。それとともに、引き続き
ひ き つ づ き

、学齢期
がくれいき

の障害児
しょうがいじ

に
対する
た い す る

個別
こ べ つ

⽀援
し え ん

や集 団
しゅうだん

活動
かつどう

⽀援
し え ん

を推進
すいしん

していきます。 

 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

◆早期
そ う き

療 育
りょういく

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

 ⊳相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

（障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

）の確⽴
かくりつ

と周知
しゅうち

 

  …現在
げんざい

の相談
そうだん

⽀援
し え ん

機関
き か ん

の役割
やくわり

の整理
せ い り

・位置づけ
い ち づ け

の整理
せ い り

を⾏い
おこない

、地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

を
中 ⼼
ちゅうしん

とした、障害児
しょうがいじ

とその家族
か ぞ く

に対する
た い す る

、本⼈
ほんにん

の⾃⽴
じ り つ

も⾒据えた
み す   

相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の確⽴
かくりつ

を⽬指します
め ざ    

。 

   さらに、区
く

の 状 況
じょうきょう

を踏まえながら
ふ     

各区
か く く

⾃⽴
じ り つ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

し、相談
そうだん

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の
周知
しゅうち

を進めます
す す     

。 

施
し

     策
さく

 



‐第Ⅲ章‐ 基本目標とテーマ 
 
 

96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

運営
うんえい

事業
じぎょう

 

障 害
しょうがい

がある、またはその疑い
うたがい

の
ある児童

じ ど う
の地域

ち い き
における療 育

りょういく

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

などを⽬的
もくてき

として
運営
うんえい

を⾏います
おこな    

。 
また、区

く
福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

の
療 育
りょういく

相談
そうだん

へのスタッフ
す た っ ふ

派遣
は け ん

、
関係
かんけい

機関
き か ん

への巡 回
じゅんかい

訪問
ほうもん

による
技術
ぎじゅつ

⽀援
し え ん

、障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

⽀援
し え ん

等
とう

を
⾏い
おこな

ます。 

初診
しょしん

待機
た い き

期間
き か ん

 

3.0⽉
がつ

 
（現 状

げんじょう
3.5⽉

がつ
） 

充 実
じゅうじつ

 

地域
ち い き

訓練会
くんれんかい

運営費
うんえいひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

 

障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

等
など

が⾃主的
じしゅてき

に
組織
そ し き

し、地域
ち い き

で機能
き の う

回復
かいふく

訓練
くんれん

や
保育
ほ い く

を⾏う
おこなう

、地域
ち い き

訓練会
くんれんかい

の
運営費
うんえいひ

を助成
じょせい

します。 

推進
すいしん

 
(現 状

げんじょう
69団体

だんたい
) 

推進
すいしん

 

 

法定
ほうてい

サービス名
さ ー び す め い

等
とう

 法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

内容
ないよう

等
とう

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

⽀援
し え ん

・巡 回
じゅんかい

訪問
ほうもん

 
保育所
ほいくしょ

等
とう

を訪問
ほうもん

し、当該
とうがい

施設
し せ つ

を利⽤
り よ う

する障害児
しょうがいじ

を中 ⼼
ちゅうしん

に、集 団
しゅうだん

⽣活
せいかつ

への適応
てきおう

のための専⾨的
せんもんてき

な⽀援
し え ん

等
とう

を
⾏います
おこな    

。 

児童
じ ど う

発達
はったつ

⽀援
し え ん

・医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

⽀援
し え ん

 

学齢前
がくれいまえ

の障害児
しょうがいじ

に⽇ 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

、知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

、集 団
しゅうだん

⽣活
せいかつ

への適応
てきおう

訓練
くんれん

（及び
お よ び

治療
ちりょう

）等
など

を⾏い
おこな

ます。 

⊳児童
じ ど う

発達
はったつ

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の確⽴
かくりつ

 

  …地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

において、初診
しょしん

までにかかる時間
じ か ん

を短 縮
たんしゅく

するとともに、利⽤
り よ う

申込み
もうしこみ

を受けた
う け た

際
さい

は、できるだけ速やか
す み や か

に⾯談
めんだん

を実施
じ っ し

し、そこから⽀援
し え ん

を開始
か い し

する相談
そうだん

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。切れ⽬
き れ め

のない⽀援
し え ん

に向けて
む   

も、保育所
ほいくじょ

・幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

及び
お よ び

⾃主的
じしゅてき

な
活動
かつどう

である地域
ち い き

訓練会
くんれんかい

などとの連携
れんけい

強化
きょうか

を進め
す す  

ます。 
   また、医学的

いがくてき
な診断

しんだん
に基づく

も と   
「療 育

りょういく
」を核

かく
としつつ、児童

じ ど う
の主体性

しゅたいせい
を育てながら

そ だ     

発達上
はったつじょう

の⽬ 標
もくひょう

を達成
たっせい

する「発達
はったつ

⽀援
し え ん

」、家族
か ぞ く

に寄り添い⼦
よ り そ い こ

育て
そ だ て

の ⼒
ちから

を⾼める
た か   

「家族
か ぞ く

⽀援
し え ん

」、そして、地域
ち い き

で成 ⻑
せいちょう

していくことを⽀える
さ さ   

「地域
ち い き

⽀援
し え ん

」を、包括的
ほうかつてき

に⾏う
おこなう

こ
とを進めます

す す    
。 

さらに、地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

が中⼼的
ちゅうしんてき

役割
やくわり

を担い
に な い

、⺠間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

が実施
じ っ し

する未就学児
みしゅうがくじ

に対する
たい

療育
りょういく

を⽬的
もくてき

としたサービス
さ ー び す

の提 供
ていきょう

を、質
しつ

、量
りょう

ともに充 実
じゅうじつ

するための仕組み
し く み

を構築
こうちく

していきます。 
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○福 【⽬ 標
もくひょう

】 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

・巡 回
じゅんかい

訪問
ほうもん

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

1,500 ⼈
にん

 1,500 ⼈
にん

 1,750 ⼈
にん

 平成
へいせい

29年度
ねんど

までの
状況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に
設定
せってい

する。 11,000 ⼈
にん

⽇
にち

 11,000 ⼈
にん

⽇
にち

 14,000 ⼈
にん

⽇
にち

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

※ 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

58 か所
しょ

 61 か所
しょ

 64 か所
しょ

 平成
へいせい

29年度
ねんど

までの
状況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に
設定
せってい

する。 148,000 ⼈
にん

⽇
にち

 156,000 ⼈
にん

⽇
にち

 163,000 ⼈
にん

⽇
にち

 

 

○福 【⽬ 標
もくひょう

】 

医療型
いりょうかた

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

※ 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

9 か所
しょ

 9 か所
しょ

 9 か所
しょ

 平成
へいせい

29年度
ねんど

までの
状況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 19,000 ⼈
にん

⽇
にち

 19,000 ⼈
にん

⽇
にち

 19,000 ⼈
にん

⽇
にち

 

     ※いずれも地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

実施分
じっしぶん

を含む
ふ く む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法定
ほうてい

サービス名
さ ー び す め い

等
とう

 法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

内容
ないよう

等
とう

 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事業
じぎょう

 

就 学
しゅうがく

している障害児
しょうがいじ

に、放課後
ほ う か ご

や⻑期
ちょうき

休暇中
きゅうかちゅう

において、⽣活
せいかつ

能 ⼒
のうりょく

の向 上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

や社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

促進
そくしん

の
活動
かつどう

等
など

を⾏います
お こ な    

。 
 
 

◆学齢
がくれい

障害児
しょうがいじ

の⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

 ⊳放課後
ほ う か ご

等
とう

における居場所
い ば し ょ

の充 実
じゅうじつ

 

…学齢期
がくれいき

の障害児
しょうがいじ

を対 象
たいしょう

に、放課後
ほ う か ご

や夏休み
なつやすみ

などに、のびのびと過ごして
す    

療 育
りょういく

訓練
くんれん

や
余暇
よ か

⽀援
し え ん

を受けられる
う     

居場所
い ば し ょ

の確保
か く ほ

を進めます
す す     

。 
 併せて

あ わ せ て
、放課後

ほ う か ご
キッズクラブ
き っ ず く ら ぶ

等
とう

、放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

育成
いくせい

事業
じぎょう

における受⼊れ
うけい

も、引き続き
ひ   つづ

推進
すいしん

します。 
 また、増加

ぞ う か
する放課後

ほ う か ご
等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

に対し
たい

、研 修
けんしゅう

受講
じゅこう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

する
等
など

、障害児
しょうがいじ

⽀援
し え ん

の質
しつ

の向 上
こうじょう

に向けた
む け た

取組み
と り く み

を充 実
じゅうじつ

します。 
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○福 【⽬ 標
もくひょう

】 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイ
で い

 

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ねんど

〜 
 平成

へいせい
32年度

ねんど
 

130 か所
しょ

 165 か所
しょ

 200 か所
しょ

 平成
へいせい

29年度
ねんど

まで
の状況

じょうきょう
等
とう

を基
もと

に
設定
せってい

する。 193,000 ⼈
にん

⽇
にち

 245,000 ⼈
にん

⽇
にち

 297,000 ⼈
にん

⽇
にち

 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

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

 

医師
い し

、ソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

等
とう

の
スタッフ
す た っ ふ

を配置
は い ち

し、学齢
がくれい

後期
こ う き

（概ね
おおむね

中学校期
ちゅうがっこうき

以降
い こ う

）の主
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、思春期
ししゅんき

におけるそれぞ
れの課題

か だ い
の解決

かいけつ
に向けた

む け た
診 療
しんりょう

、
相談
そうだん

、関係
かんけい

機関
き か ん

との調 整
ちょうせい

等
とう

を
⾏います
お こ な い ま す

。 

４か所
しょ

 
(現 状

げんじょう
３か所
 か し ょ

） 
推進
すいしん

 

 
 
 

  

⊳中学校期
ちゅうがっこうき

以降
い こ う

の相談
そうだん

⽀援
し え ん

の拡 充
かくじゅう

 

 …学齢
がくれい

後期
こ う き

の主
おも

に発達
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

を迎えられる
む か     

よう、⽣活上
せいかつじょう

の 

  課題
か だ い

の解決
かいけつ

に向け
む  

、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

の体制
たいせい

を拡 充
かくじゅう

します。 
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○障害児
しょうがいじ

の療 育
りょういく

支援
し え ん

体制
たいせい

 

  

 

※図
ず

の中
なか

において、実線
じっせん

で囲われた
か こ     

ところは機関
き か ん

を表します
あらわ    

。その中
なか

の点線
てんせん

で囲
かこ

われが部分
ぶ ぶ ん

は、 

事業
じぎょう

を表します
あ ら わ    

。各機関
かくきかん

がライフステージ
ら い ふ す て ー じ

の中
なか

で連携
れんけい

をとり、支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 
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●特別
とくべつ

な⽀援
しえん

を必要
ひつよう

とする児童
じどう

⽣徒数
せいとかず

の推移
すいい

 ＜出 典
しゅってん

＞横浜市
よこはまし

教育
きょういく

委員会
いいんかい

調べ
しら

 

取組
とりくみ

４－２ 教 育
きょういく

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⼩ 中 学 校
しょうちゅうがっこう

在籍者数
ざいせきしゃかすう

が減 少
げんしょう

している中
なか

で、発達
はったつ

障 害
しょうがい

など特別
とくべつ

な⽀援
し え ん

が必要
ひつよう

な⼦ども
こ ど も

たちの増加
ぞ う か

や、障 害
しょうがい

の重度化
じゅうどか

・多様化
た よ う か

している 状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ   

、福祉
ふ く し

・療 育
りょういく

と教 育
きょういく

の連携
れんけい

強化
きょうか

による、⼦ども
こ ど も

⼀⼈
ひ と り

ひとりの障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

や特性
とくせい

に対応
たいおう

した⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 そこで、⽀援
し え ん

の必要
ひつよう

な⼦ども
こ ど も

⼀⼈
ひ と り

ひとりのニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するため、地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

等
など

による学校
がっこう

⽀援
し え ん

や保育所
ほいくじょ

・幼稚園
ようちえん

・⼩ 学校
しょうがっこう

の連携
れんけい

による切れ⽬
き  め

のない⼀貫
いっかん

した⽀援
し え ん

、教 員
きょういん

の専⾨性
せんもんせい

の向 上
こうじょう

と指導
し ど う

・⽀援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

、特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び

による教 育
きょういく

環 境
かんきょう

や
教 育
きょういく

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

、福祉
ふ く し

と連携
れんけい

した就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を進めます
す す     

。 

 

◆療 育
りょういく

と教 育
きょういく

の連携
れんけい

による切れ⽬
き れ め

のない⽀援
し え ん

 

  ⊳⼩ 中 学 校
しょうちゅうがっこう

等
とう

への⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

   …地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

や特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の専⾨性
せんもんせい

を活⽤
かつよう

した学校
がっこう

⽀援
し え ん

の実施
じ っ し

、幼稚園
ようちえん

や保育
ほ い く

園
えん

等
など

と⼩ 学校
しょうがっこう

との連携
れんけい

による情 報
じょうほう

の共有化
きょうゆうか

等
とう

により、乳幼児期
にゅうようじき

から
学齢期
がくれいき

まで、切れ⽬
き    め

のない⼀貫
いっかん

した⽀援
し え ん

を⽬指します
め ざ    

。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

施
せ

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

横浜型
よこはまかた

センター
せ ん た ー

機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

 

地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

や特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

、通 級
つうきゅう

指導
し ど う

教 室
きょうしつ

等
とう

の
担当者
たんとうしゃ

が専⾨性
せんもんせい

を活⽤
かつよう

して⽀援
し え ん

を⾏う
おこなう

学校
がっこう

⽀援
し え ん

体制
たいせい

（横浜型
よこはまかた

センター
せ ん た ー

機能
き の う

）の充 実
じゅうじつ

を
図ります
は か    

。そして、⼩ 中 学 校
しょうちゅうがっこう

か
らの相談

そうだん
や児童

じ ど う
⽣徒
せ い と

、保護者
ほ ご し ゃ

か
らの相談

そうだん
に対応

たいおう
するなど、特別

とくべつ

な⽀援
し え ん

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

を的確
てきかく

に⽀援
し え ん

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教 育
きょういく

にお
ける幼

よう
保
ほ

⼩
しょう

の連携
れんけい

【
（

新規
し ん き

】
）

 

⼩学校
しょうがっこう

４校
 こ う

が、幼稚園
ようちえん

・保育所
ほいくしょ

等
とう

と 協 ⼒
きょうりょく

して、研 究
けんきゅう

実践
じっせん

を
⾏い
おこない

、特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教 育
きょういく

における幼
よう

保
ほ

⼩
しょう

の連携
れんけい

と情 報
じょうほう

の共有化
きょうゆうか

に
関する
か ん   

研 究
けんきゅう

を⾏います
おこな    

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

就 学
しゅうがく

説明会
せつめいかい

 
障害児
しょうがいじ

（就 学前
しゅうがくまえ

）の就 学
しゅうがく

に
関する
か ん す る

説明
せつめい

を開催
かいさい

します。 
実施
じ っ し

・推進
すいしん

 実施
じ っ し

・推進
すいしん

 

就 学
しゅうがく

・教 育
きょういく

相談
そうだん

の体制
たいせい

強化
きょうか

 

⼀⼈
ひ と り

ひとりの教 育
きょういく

ニーズ
に ー ず

を
的確
てきかく

に把握
は あ く

し、迅速
じんそく

で適正
てきせい

な
就 学
しゅうがく

・教 育
きょういく

相談
そうだん

を⾏う
おこなう

ために、
関係
かんけい

機関
き か ん

が相互
そ う ご

に連携
れんけい

しなが
ら、就学前

しゅうがくまえ
から卒業後

そつぎょうご
までを

⾒通した
み と お   

相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を
図ります
は か    

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

聴 覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

横浜
よこはま

市⽴
し り つ

⼩
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

に在籍
ざいせき

す
る聴 覚

ちょうかく
障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

に
ノートテイク
の ー と て い く

による情 報
じょうほう

の
保障
ほしょう

を実施
じ っ し

します。 

実施
じ っ し

・推進
すいしん

 実施
じ っ し

・推進
すいしん

 

保護者
ほ ご し ゃ

教 室
きょうしつ

開催
かいさい

事業
じぎょう

 

横浜
よこはま

市⽴
し り つ

⼩
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の保護者
ほ ご し ゃ

を対 象
たいしょう

とした
障 害
しょうがい

に対する
た い   

正しい
た だ   

知識
ち し き

の
啓発
けいはつ

を進め
す す  

ます。 

実施
じ っ し

・推進
すいしん

 実施
じ っ し

・推進
すいしん
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

夏休み
なつやすみ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
(旧学齢

きゅうがくれい
障害児
しょうがいじ

夏休み
なつやすみ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

) 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

幼児
よ う じ

児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

の
夏休み
なつやすみ

期間中
きかんちゅう

における余暇
よ か

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

、保護者
ほ ご し ゃ

の介護
か い ご

負担
ふ た ん

の
軽減
けいげん

、地域
ち い き

との連携
れんけい

を進めます
す す     

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

私
し

⽴
りつ

幼稚園
ようちえん

等
とう

 
特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教育費
きょういくひ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

 

私
し

⽴
りつ

幼稚園
ようちえん

等
とう

に在園
ざいえん

している
障害児
しょうがいじ

に対する
た い   

教 育
きょういく

が、障 害
しょうがい

の種類
しゅるい

・程度
て い ど

などに応じて
お う   

適切
てきせつ

に⾏われる
お こ な    

よう、その経費
け い ひ

の⼀部
い ち ぶ

を設置者
せっちしゃ

に補助
ほ じ ょ

し、障害児
しょうがいじ

の
教 育
きょういく

に役⽴てます
や く だ     

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 表
ひょう

 ⼀般
いっぱん

学 級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する特別
とくべつ

な⽀援
し え ん

が必要
ひつよう

とされる児童
じ ど う

⽣徒数
せいとすう

の推移
す い い

 
 H22 H23 H24 H 25 

小
しょう

 

学
がっ

 

校
こう

 

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人数
にんずう

 8,700 人 10,124 人 10,078 人 10,907 人 

全
ぜん

 体
たい

 数
すう

 192,629 人 190,265 人 187,361 人 185,380 人 

割
わり

   合
あい

 4.52％ 5.32％ 5.37％ 5.88％ 

中
ちゅう

 

学
がっ

 

校
こう

 

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人数
にんずう

 1,693 人 2,141 人 1,961 人 2,225 人 

全
ぜん

 体
たい

 数
すう

 76,964 人 79,658 人 80,637 人 81,512 人 

割
わり

   合
あい

 2.20％ 2.69％ 2.40％ 2.73％ 

                        （横浜市
よこはまし

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

調べ
し ら べ

） 
 
 
 

◆教 育
きょういく

環 境
かんきょう

・教 育
きょういく

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

⊳教 員
きょういん

の専⾨性
せんもんせい

向 上
こうじょう

、特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び

 

…研 修
けんしゅう

による⼈材
じんざい

育成
いくせい

、ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の視点
し て ん

に基づく
も と づ く

授 業
じゅぎょう

等
とう

の指導
し ど う

⽅法
ほうほう

の
研 究
けんきゅう

、通学
つうがく

区域
く い き

の設定
せってい

や学 習
がくしゅう

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

による特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び

等
など

によ
り、教 育

きょういく
環 境
かんきょう

や教 育
きょういく

活動
かつどう

を充 実
じゅうじつ

します。 
⼀般
いっぱん

学 級
がっきゅう

においても特別
とくべつ

な⽀援
し え ん

を要する
よ う   

児童
じ ど う

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

を踏まえ
ふ ま え

、すべての教 員
きょういん

が障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

や特性
とくせい

に応じた
お う   

指導
し ど う

・⽀援
し え ん

を⾏える
お こ な  

よう、ケーススタディ
け ー す す た で ぃ

を重視
じゅうし

した研 修
けんしゅう

の充 実
じゅうじつ

による専⾨性
せんもんせい

の
向 上
こうじょう

や、⼤学
だいがく

等
とう

専⾨
せんもん

機関
き か ん

への派遣
は け ん

によるリーダー
り ー だ ー

の養成
ようせい

を進め
す す  

ます。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

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
機能
き の う

強化
きょうか

と
スキルアップ
す き る あ っ ぷ

 

(旧発達
きゅうはったつ

障害児
しょうがいじ

等
など

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

) 

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

養成
ようせい

研 修
けんしゅう

を
受講
じゅこう

して活動
かつどう

している特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教 育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

を
対 象
たいしょう

に、さらなるスキルアップ
す き る あ っ ぷ

を⽬指して
めざ

、事例
じ れ い

研 究
けんきゅう

などを
中 ⼼
ちゅうしん

とした研 修
けんしゅう

を進める
す す   

と
共
とも

に、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、専⾨的
せんもんてき

な資質
し し つ

を⾼めます
た か     

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の視点
し て ん

に基づく
も と づ く

授 業
じゅぎょう

の展開
てんかい

 

⼀般
いっぱん

学 級
がっきゅう

の教科
きょうか

学 習
がくしゅう

におい
て、特別

とくべつ
⽀援
し え ん

教 育
きょういく

で
⽣み出された
う  だ    

様々
さまざま

な⼯夫
く ふ う

を
取り⼊れ
と  い  

、すべての⼦ども
こ

たち
の授 業

じゅぎょう
に対する

た い   
意欲
い よ く

を
⾼めたり
た か    

、理解
り か い

を深めたり
ふ か     

する
ことを⽬指します

め ざ    
。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

におけ
るＩＣＴ

あいしーてぃー
機器
き き

の活⽤
かつよう

【
（

新規
し ん き

】
）

 

主体的
しゅたいてき

な学 習
がくしゅう

のための効果的
こうかてき

なタブレット
た ぶ れ っ と

端末
たんまつ

の活⽤
かつよう

につい
て、特別

とくべつ
⽀援
し え ん

学校
がっこう

全校
ぜんこう

で実践
じっせん

研 究
けんきゅう

を⾏います
おこな    

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び

 

⼊ 学
にゅうがく

者増
しゃぞう

に伴う
ともな 

狭隘化
きょうあいか

のた
め、対応

たいおう
が必要

ひつよう
な特別

とくべつ
⽀援
し え ん

学校
がっこう

(肢体
し た い

不⾃由
ふ じ ゆ う

)を再編
さいへん

整備
せ い び

し、
環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

と教 育
きょういく

内容
ないよう

の
充 実
じゅうじつ

を図り
は か  

ます。 

推進
すいしん

 
再編
さいへん

整備
せ い び

終 了
しゅうりょう

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

スクールバス
す く ー る ば す

の運⾏
うんこう

 

児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

の登
とう

下校
げ こ う

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

と
精神的
せいしんてき

・⾝体的
しんたいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

によ
る学校

がっこう
教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

を図る
は か  

た
め、スクールバス

す く ー る ば す
を運⾏

うんこう
します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

 
(旧肢体

きゅうしたい
不⾃由
ふ じ ゆ う

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

) 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

(肢体
し た い

不⾃由
ふ じ ゆ う

)５校
５ こ う

に看護師
か ん ご し

を配置
は い ち

しています。
児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

の主治医
し ゅ じ い

等
とう

の指⽰
し じ

に
基づき
もと

、看護師
か ん ご し

と教 員
きょういん

が連携
れんけい

して、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

実施
じ っ し

体制
たいせい

の
整備
せ い び

を⾏います
おこな    

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

校内
こうない

研 修
けんしゅう

の実施
じ っ し

 

⼀般
いっぱん

学 級
がっきゅう

においても特別
とくべつ

な
⽀援
し え ん

を要する
よう

児童
じどう

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
を踏まえ

ふ   
、すべての

教 員
きょういん

が障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

や特性
とくせい

に
応じた
お う   

指導
し ど う

・⽀援
し え ん

を⾏える
おこな   

よう、
ケーススタディ
け ー す す た で ぃ

を重視
じゅうし

した
研 修
けんしゅう

を充 実
じゅうじつ

させ、専⾨性
せんもんせい

の
向 上
こうじょう

を⽬指します
め ざ    

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教 育
きょういく

⽀援員
しえんいん

事業
じぎょう

 
(旧障害児

きゅうしょうがいじ
学校
がっこう

⽣活
せいかつ

⽀援員
しえんいん

事業
じぎょう

) 

⼩ 中 学 校
しょうちゅうがっこう

で障 害
しょうがい

により
学習⾯
がくしゅうめん

、⽣活⾯
せいかつめん

や安全⾯
あんぜんめん

への
⽀援
し え ん

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

に対し
た い し

、
校内
こうない

⽀援
し え ん

体制
たいせい

が整う
ととのう

までの
間

あいだ
、特別

とくべつ
⽀援
し え ん

教 育
きょういく

⽀援員
しえんいん

を
配置
は い ち

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教 育
きょういく

の
リーダー
り ー だ ー

の育成
いくせい

【新規
し ん き

】 

⼤学
だいがく

等
とう

専⾨
せんもん

機関
き か ん

への派遣
は け ん

を
⾏う
おこなう

ことにより、特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教 育
きょういく

を担う
に な  

教 員
きょういん

のリーダー
り ー だ ー

の養成
ようせい

を⾏います
おこな    

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

企業
きぎょう

就 労
しゅうろう

を⽬指す
め ざ す

⽣徒
せ い と

の
実習先
じっしゅうさき

開拓
かいたく

や職場
しょくば

定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

を
⾏う
おこなう

ため、⾼等
こうとう

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

(若葉
わ か ば

台
だい

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

知的
ち て き

障 害
しょうがい

教 育
きょういく

部⾨
ぶ も ん

を含む
ふく

)に就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

指導員
しどういん

を配置
は い ち

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

進路
し ん ろ

担当者
たんとうしゃ

連絡会
れんらくかい

の
開催
かいさい

【
（

新規
し ん き

】
）

 

市⽴
し り つ

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の進路
し ん ろ

担当者
たんとうしゃ

が障 害
しょうがい

種
しゅ

別
べつ

を超えて
こ   

定期的
ていきてき

に
情 報
じょうほう

交換
こうかん

や事例
じ れ い

研 究
けんきゅう

を⾏い
おこない

、
幅広い
はばひろ

進路
しんろ

選択
せんたく

に対応
たいおう

できるよ
うにします。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆教 育
きょういく

から就 労
しゅうろう

への⽀援
し え ん

  

  ⊳特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

と就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

機関
き か ん

の連携
れんけい

強化
きょうか

 

   …特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の進路
し ん ろ

担当者
たんとうしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

や就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

、
企業
きぎょう

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

担当者
たんとうしゃ

等
など

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

機関
き か ん

の連絡会
れんらくかい

を開催
かいさい

し、連携
れんけい

の強化
きょうか

による
就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

・職場
しょくば

定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を進めます
す す    

。 
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特別
とくべつ

な⽀援
し え ん

の必要
ひつよう

な⼦ども
こ ど も

たちは、就学前
しゅうがくまえ

から様々
さまざま

な機関
き か ん

の⽀援
し え ん

を受けて
う   

いることが多く
お お  

あります。それぞれの⽀援
し え ん

の内容
ないよう

や具体的
ぐたいてき

な⽅法
ほうほう

が切れ⽬
き れ め

なく継続
けいぞく

していくようにすること
が⼤切

たいせつ
です。就学期

しゅうがくき
には特

とく
に「個別

こ べ つ
の教 育

きょういく
⽀援
し え ん

計画
けいかく

」を作成
さくせい

して、進 級
しんきゅう

・進学
しんがく

の際
さい

の引継
ひきつぎ

に活⽤
かつよう

しています。 

（参考
さんこう

）横浜市
よこはまし

における特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

を行う
おこな

場所
ばしょ

 (平成
へいせい

26現在
げんざい

) 
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取組
とりくみ

４－３ ⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

育成
いくせい

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

学⽣
がくせい

等
とう

を対 象
たいしょう

とし
た⼈材

じんざい
の確保

か く ほ
事業
じぎょう

 

○あ  

専⾨
せんもん

学校
がっこう

や市内
し な い

⼤学
だいがく

等
とう

と連携
れんけい

し、学⽣向け
が く せ い む け

に説明会
せつめいかい

や
セミナー
せ み な ー

、⾒学
けんがく

ツアー
つ あ ー

等
とう

を⾏い
おこない

、
障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に触れる
ふ   

機会
き か い

を
増やす
ふ   

など、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

への⼈材
じんざい

確保
か く ほ

に向けた
む け た

取組
とりくみ

を⾏い
おこな 

ます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
お う じ た

⽀援
し え ん

のための研 修
けんしゅう

 

⾏動
こうどう

障 害
しょうがい

や発達
はったつ

障 害
しょうがい

等
など

の
障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
お う   

研 修
けんしゅう

や、
触 法
しょくほう

障害者
しょうがいしゃ

に関する
かん   

研 修
けんしゅう

な
どを検討

けんとう
・実施

じ っ し
します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 

 施設
し せ つ

やサービス
さ ー び す

などの社会
しゃかい

資源
し げ ん

の整備
せ い び

を図りました
は か     

が、それらを運営
うんえい

している法⼈
ほうじん

は、
現場
げ ん ば

で働く
はたら 

⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

に苦慮
く り ょ

しているのが現 状
げんじょう

です。たとえ、⼈材
じんざい

が確保
か く ほ

できたとしても、
なかなか定 着

ていちゃく
しなかったり、⼈材

じんざい
を育成

いくせい
するのが難しい

むずか  
という声

こえ
も聞こえて

き    
きています。

⾏ 政
ぎょうせい

としても、各施策
かくせさく

における⼈材
じんざい

確保
か く ほ

・育成
いくせい

を推進
すいしん

していくことが必要
ひつよう

です。 

 そこで、横浜
よこはま

市内
し な い

のそれぞれの障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

現場
げ ん ば

で働く
はたら 

⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

や育成
いくせい

について、⺠間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

等
など

関係
かんけい

機関
き か ん

と協 同
きょうどう

した取組
とりくみ

を継続
けいぞく

して⾏って
おこなって

いきます。また、⼈材
じんざい

確保
か く ほ

に向けた
む   

仕組み
し く み

等
など

の構築
こうちく

を⽬指す
め ざ  

など、効率的
こうりつてき

な実施
じ っ し

⼿法
しゅほう

の検討
けんとう

を⾏い
おこな 

ます。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

◆障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

従事者
じゅうじしゃ

の確保
か く ほ

と育成
いくせい

 

 ⊳障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係わる
か か わ る

⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

…障 害
しょうがい

分野
ぶ ん や

の⼈材
じんざい

不⾜
ぶ そ く

解 消
かいしょう

をめざし、対象者
たいしょうしゃ

を絞った
し ぼ っ た

集 中 的
しゅうちゅうてき

な確保
か く ほ

事業
じぎょう

の展開
てんかい

を
⺠間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

等
など

関係
かんけい

機関
き か ん

と協 同
きょうどう

で検討
けんとう

・実施
じ っ し

します。それとともに、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

で働く
はたらく

看護師
か ん ご し

の確保
か く ほ

及び
お よ び

定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

のための⽅策
ほうさく

について、検討
けんとう

します。 
また、⽇ 常

にちじょう
⽣活
せいかつ

のさまざまな場⾯
ば め ん

で必要
ひつよう

となる移動
い ど う

の⽀援
し え ん

に携わる
たずさ  

⼈材
じんざい

確保
か く ほ

・育成
いくせい

策
さく

を引き続き
ひ き つ づ き

実施
じ っ し

するとともに、障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
お う   

研 修
けんしゅう

などを検討
けんとう

・実施
じ っ し

します。 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

  
【
（

再掲
さいけい

】
）

 

疾病
しっぺい

や障 害
しょうがい

のある⼩児
しょうに

及び
お よ び

重 症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

の⽀援
し え ん

に
必要
ひつよう

な知識
ち し き

・技術
ぎじゅつ

の向 上
こうじょう

を
図り
は か り

、障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

した医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

を育成
いくせい

するための研 修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

で
働く
はたらく

看護師
か ん ご し

の⽀援
し え ん

 
【
（

再掲
さいけい

】 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

で働く
はたらく

看護師
か ん ご し

の定 着
ていちゃく

に向けた
む

⽀援
しえん

を⾏う
おこな

と
ともに、確保

か く ほ
の⽅策

ほうさく
について

検討
けんとう

します。 

検討
けんとう

・推進
すいしん

 検討
けんとう

・推進
すいしん

 

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

機関
き か ん

の
⼈材
じんざい

育成
いくせい

【
（

新規
し ん き

】
）

 

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

機関
き か ん

職 員
しょくいん

の⽀援
し え ん

スキル
す き る

を向 上
こうじょう

させるため、⼈材
じんざい

育成
いくせい

の仕組みづくり
しく   

を検討
けんとう

しま
す。 

検討
けんとう

を踏まえた
ふ ま え た

研 修
けんしゅう

等
とう

の実施
じ っ し

 
推進
すいしん

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

職員向け
しょくいんむけ

の研 修
けんしゅう

 

事業所
じぎょうしょ

の職 員
しょくいん

が、障害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

を⾏って
おこなって

いる企業
きぎょう

での「 就 業
しゅうぎょう

体験
たいけん

」などを通じて
つう

、就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

スキル
す き る

の向 上
こうじょう

や、就 労
しゅうろう

に
向けた
む   

意識づけ
い し き   

を⾏います
お こ な    

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

等
とう

研 修
けんしゅう

受講料
じゅこうりょう

助成
じょせい

 

○あ  

ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

などの資格
し か く

取得
しゅとく

のための研 修
けんしゅう

受講料
じゅこうりょう

の⼀部
い ち ぶ

を
助成
じょせい

し、⼈材
じんざい

確保
か く ほ

を図ります
は か    

。 
推進
すいしん

 推進
すいしん

 

ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

 
スキルアップ
す き る あ っ ぷ

研 修
けんしゅう

 

○あ  

より質
しつ

の⾼い
た か  

サービス
さ ー び す

が提 供
ていきょう

できるよう、移動
い ど う

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

の 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

を対 象
たいしょう

に研 修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し
ます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆当事者
とうじしゃ

による⽀援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

  ⊳当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

⽀援
し え ん

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

の充 実
じゅうじつ

 
…障害者

しょうがいしゃ
本⼈
ほんにん

や家族
か ぞ く

にしか分からない
わ     

悩み
な や  

や、解決
かいけつ

⽅法
ほうほう

を提⽰
て い じ

できる⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

・
育成
いくせい

を実施
じ っ し

していくため、横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

による当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

の
活動
かつどう

⽀援
し え ん

機能
き の う

を充 実
じゅうじつ

し、各団体
かくだんたい

の育成
いくせい

に取り組みます
と    く

。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

による
団体
だんたい

活動
かつどう

⽀援
し え ん

機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

 

障害者
しょうがいしゃ

本⼈
ほんにん

の活動
かつどう

を⽀える
さ さ え る

⼈材
じんざい

の育成
いくせい

を進める
す す   

とともに、
同じ
お な  

障 害
しょうがい

がある⼈
ひと

たちの交 流
こうりゅう

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の機会
き か い

を
拡 充
かくじゅう

し、各団体
かくだんたい

活動
かつどう

を促進
そくしん

する
取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

障害者
しょうがいしゃ

本⼈
ほんにん

及び
およ

家族
かぞく

による普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

【
（

再掲
さいけい

】
）

 

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

が中 ⼼
ちゅうしん

となり、
障害者
しょうがいしゃ

本⼈
ほんにん

、家族
か ぞ く

及び
お よ び

各団体
かくだんたい

と
連携
れんけい

・協 働
きょうどう

し、障 害
しょうがい

理解
り か い

の促進
そくしん

に向けた
む   

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

し
ます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん
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** 当事者
とうじしゃ

からの声
こえ

 **  

 

 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 障 害
しょうがい

のあるなしに関わらず
か か    

「働く
はたら 

」ということは、⾃⽴
じ り つ

した⽣活
せいかつ

につながることや、
⽣きがい
い    

を⾼める
た か   

など、とても⼤事
だ い じ

なことです。また、「働く
はたら 

」とは、企業
きぎょう

等
とう

で働く
はたらく

こと
はもちろんのこと、通って

か よ っ て
いる事業所

じぎょうしょ
等
とう

で作業
さぎょう

を⾏う
おこなう

ことも含まれます
ふ く      

。 

 どこで何
なに

をして働く
はたらく

か、どこでどのように過ごす
す   

かは⼈
ひと

それぞれ違う
ち が  

ため、その⼈
ひと

にあっ
た⽀援

し え ん
が必要

ひつよう
です。 

よって、⼀⼈
ひ と り

ひとりの適性
てきせい

や希望
き ぼ う

に合った
あ   

仕事
し ご と

を⾒つける
み    

ことができ、また、外 出
がいしゅつ

した
り、趣味

し ゅ み
・スポーツ

す ぽ ー つ
に没頭

ぼっとう
したりと、⾊々

いろいろ
な余暇

よ か
が充 実

じゅうじつ
したまち、ヨコハマ

よ こ は ま
を⽬指します

め ざ    
。 

 そのためには、企業
きぎょう

等
とう

で働きたい
はたら    

⼈
ひと

が「働き
は た ら

」・「働き続ける
はたら つづ    

」ための⽀援
し え ん

や、地域
ち い き

の 
事業所
じぎょうしょ

等
とう

での作業
さぎょう

を充 実
じゅうじつ

させて 収 ⼊
しゅうにゅう

（⼯賃
こうちん

）を向 上
こうじょう

させる仕組みづくり
し く

を進め
す す  

ます。 

 また、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利⽤
り よ う

する⼈
ひと

が、住み慣れた
す  な   

地域
ち い き

で⼀⼈
ひ と り

ひとりの ⼒
ちから

にあった 
働き
はたら 

の場所
ば し ょ

や活動
かつどう

場所
ば し ょ

を選択
せんたく

できる仕組みづくり
し く み     

をはじめ、これらを⽀える
さ さ   

移動
い ど う

の
サポート
さ ぽ ー と

の充 実
じゅうじつ

や余暇
よ か

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

を進め
す す  

ます。 

・働く
はたら 

なかでの困り
こ ま  

ごとを、何
なん

でも相談
そうだん

できる⼈
ひと

が必要
ひつよう

。また、⻑く
な が  

アドバイス
あ ど ば い す

してくれ
る⼈

ひと
が欲しい

ほ   
。 

・就 労
しゅうろう

をどうやって継続
けいぞく

していけるかが⼤事
だ い じ

。 

・⾃分
じ ぶ ん

のやりたいことができたり、仲間
な か ま

が良かった
よ    

から、事業所
じぎょうしょ

に通い始める
か よ  は じ   

ことができた。 
・学校

がっこう
卒業後
そつぎょうご

の⾏き先
い  さ き

が無く
な  

、不安
ふ あ ん

を感じる
か ん   

。 

・成⼈
せいじん

した障 害者
しょうがいしゃ

や、働いて
はたら  

いる⼈
ひと

への余暇
よ か

⽀援
し え ん

が必要
ひつよう

。 

テーマ
て ー ま

５ 働く
はたらく

・活動
かつどう

する・余暇
よ か

を楽しむ
た の   
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** 統計
とうけい

調査
ちょうさ

結果
け っ か

から **  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
図２ 障害者雇⽤の現状（市内企業） 図１ 就労⽀援センターの実績 

図３ 特別⽀援学校の卒業⽣ 図４ 障害者施設の平均⽉額⼯賃 
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** ニーズ
に ー ず

把握
は あ く

調査
ちょうさ

結果
け っ か

から **  

  【障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

（第３期
だ い  き

）策定
さくてい

に係る
か か る

アンケート
あ ん け ー と

の調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

 

「これから働きたい
は た ら き た い

・通いたい
か よ い た い

場所
ば し ょ

はどんなところですか」 (1
１

つを選ぶ
え ら ぶ

) 

【身体障害】 
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取組
とりくみ

５－1 就 労
しゅうろう

  

  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

 
センター
せ ん た ー

（9
 
か所
か し ょ

） 

働きたい
はたら    

と願う
ね が  

障 害
しょうがい

のある⽅
かた

やすでに働いて
はたら   

いる⽅
かた

が安⼼
あんしん

し
て働き続ける

はたら つづ   
ための⽀援

し え ん
を、

企業
きぎょう

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して
⾏います
おこな    

。 

９か所
しょ

 
（⽀援

し え ん
対象者
たいしょうしゃ

数
すう

3,400 ⼈） 

平成
へいせい

29
２ ９

年度
ね ん ど

まで

の実績
じっせき

を基
もと

に

設定
せってい

 

 
 

 「障 害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

促進法
そくしんほう

」改正
かいせい

による企業
きぎょう

等
とう

に対する
た い   

法定
ほうてい

雇⽤率
こようりつ

の引き上げ
ひ  あ  

など、障 害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

を取り巻く
と  ま  

環 境
かんきょう

は着 実
ちゃくじつ

に進んで
す す   

います。今後
こ ん ご

も平成
へいせい

27
２ ７

年
ねん

4
４
⽉
がつ

の「雇⽤
こ よ う

納付
の う ふ

⾦
きん

制度
せ い ど

」
の対 象

たいしょう
企業
きぎょう

拡⼤
かくだい

や、平成
へいせい

30
  

年
ねん

の「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

義務化
ぎ む か

」など、制度
せ い ど

改正
かいせい

・法
ほう

改正
かいせい

等
とう

を
背景
はいけい

に、障 害者
しょうがいしゃ

が働く
はたら 

ことへの社会的
しゃかいてき

関⼼
かんしん

はますます⾼
たか

まっていきます。 
また、「企業

きぎょう
就 労
しゅうろう

」を⽬指す
め ざ  

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の卒 業⽣
そつぎょうせい

や精神
せいしん

障 害
しょうがい

のある⽅
かた

は、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

ニーズ
に ー ず

がより⼀層
いっそう

⾼まる
た か   

と同時
ど う じ

に、就労後
しゅうろうご

に安⼼
あんしん

して
働き続けられる
はたら  つづ         

ための⽀援
し え ん

が重 要
じゅうよう

です。個々
こ こ

の障 害
しょうがい

特性
とくせい

に合わせた
あ    

きめ細か
こ ま か

な⽀援
し え ん

と
ともに、精神

せいしん
障 害
しょうがい

や発達
はったつ

障 害
しょうがい

などの分かりにくい
わ     

障 害
しょうがい

については、企業
きぎょう

等
とう

の障 害
しょうがい

理解
り か い

を進める
すす   

ことが必要
ひつよう

です。 
 そこで、障 害者

しょうがいしゃ
就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

を中 ⼼
ちゅうしん

に、就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

の促進
そくしん

と、その後
  ご

の定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

に取り組みます
と  く    

。また、安定
あんてい

した就 労
しゅうろう

を⽀える
さ さ   

ための⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

など、各地域
かくちいき

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

します。その他
そ の た

、多様化
た よ う か

する就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できるよう、⽀援者
しえんしゃ

の
スキルアップ
す き る あ っ ぷ

・⼈材
じんざい

育成
いくせい

や、企業
きぎょう

等
とう

に対する
た い   

障害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

促進
そくしん

のための啓発
けいはつ

を進め
す す  

ます。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

◆⼀般
いっぱん

就 労
しゅうろう

の促進
そくしん

と就労後
しゅうろうご

の定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

⊳障 害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
など

を中 ⼼
ちゅうしん

とした、就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

  …多様化
た よ う か

する就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

ニーズ
に ー ず

や⽣活⾯
せいかつめん

での⽀援
し え ん

も含めた
ふ く   

定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

に対して
た い   

、就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

強化
きょうか

をはじめ、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

等
とう

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

や特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図りながら
は か     

、働く
はたらく

障害者
しょうがいしゃ

への⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を図り
は か  

ます。 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

機関
き か ん

の
⼈材
じんざい

育成
いくせい

【
（

新規
し ん き

】
）

 

就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

機関
き か ん

職 員
しょくいん

の⽀援
し え ん

スキル
す き る

を向 上
こうじょう

させるため、⼈材
じんざい

育成
いくせい

の仕組みづくり
し く み づ く り

を検討
けんとう

しま
す。 

検討
けんとう

を踏まえた
ふ    

研 修
けんしゅう

等
とう

の実施
じ っ し

 
推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

働きたい
はたら     

！あなた
のシンポジウム

し ん ぽ じ う む
 

働く
はたら 

障害者
しょうがいしゃ

や、雇⽤
こ よ う

を進める
すす   

企業
きぎょう

などの「⽣
なま

の声
こえ

」を聞く
き  

こ
とで、障 害者

しょうがいしゃ
雇⽤
こ よ う

の理解
り か い

促進
そくしん

や
啓発
けいはつ

を進めます
す す    

。 

参加者数
さんかしゃすう

 
（第２期

だ い ２ き
からの

累計
るいけい

） 
2,400⼈

にん
 

参加者数
さんかしゃすう

 
（第２期

だ い ２ き
から

の累計
るいけい

） 
3,000⼈

にん
 

企業
きぎょう

と福祉
ふ く し

を繋ぐ
つ な ぐ

 
セミナー
せ み な ー

 

障害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

を検討
けんとう

する企業
きぎょう

等
とう

を対 象
たいしょう

に、福祉
ふ く し

の⽀援
し え ん

機関
き か ん

等
とう

を
繋げる
つ な げ る

ことや雇⽤
こ よ う

に関する
か ん す る

制度
せ い ど

の情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を⾏います
お こ な    

。 

参加
さ ん か

企業数
きぎょうすう

 
（累計

るいけい
） 

260社
しゃ

 

参加
さ ん か

企業数
きぎょうすう

 
（累計

るいけい
） 

380社
しゃ

 

障害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

事例
じ れ い

の 
紹 介
しょうかい

 

障害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

で優れた
す ぐ   

取組
とりくみ

を
⾏う
おこな 

企業
きぎょう

等
とう

をデータベース
で ー た べ ー す

にし
て市

し
の WEBページ

ぺ ー じ
等
など

で広く
ひ ろ く

紹 介
しょうかい

します。 

紹 介
しょうかい

企業数
きぎょうかず

 
（累計

るいけい
） 

90社
しゃ

 

紹 介
しょうかい

企業数
きぎょうかず

 
（累計

るいけい
） 

150社
しゃ

 

⊳⽀援者
しえんしゃ

のスキルアップ
す き る あ っ ぷ

・⼈材
じんざい

育成
いくせい

 

…精神
せいしん

障 害
しょうがい

や発達
はったつ

障 害
しょうがい

のある⽅
かた

からの相談
そうだん

が増えて
ふ   

いることや、視覚
し か く

障 害
しょうがい

、聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

など様々
さまざま

な障 害
しょうがい

特性
とくせい

や⽀援
し え ん

の専⾨性
せんもんせい

に対応
たいおう

し、サービス
さ ー び す

の質
しつ

を⾼めて
た か   

いくため、
就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

スキル
す き る

の向 上
こうじょう

を図る
は か  

などの⼈材
じんざい

育成
いくせい

を⾏い
お こ な

ます。 
   

⊳企業
きぎょう

等
とう

への障 害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

の理解
り か い

促進
そくしん

 

…企業
きぎょう

における障 害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

を促進
そくしん

し、働き続けられる
はたら つづ       

環境づくり
かんきょう    

を広める
ひ ろ   

ため、
障害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

に係る
か か わ

制度
せ い ど

や⽀援
し え ん

機関
き か ん

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を進め
す す  

ます。また、障 害者
しょうがいしゃ

雇⽤率
こようりつ

の
対 象
たいしょう

とはならない、※50⼈
にん

未満
み ま ん

の市内
し な い

企業
きぎょう

に対する
た い   

雇⽤
こ よ う

啓発
けいはつ

についても検討
けんとう

を
進めます
す す     

。（※法定
ほうてい

雇⽤率
こようりつ

2.0％：平成
へいせい

26
  

年度
ね ん ど

時点
じ て ん

） 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 
中

ちゅう
⼩企業
しょうきぎょう

へ の
障害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

⽀援
し え ん

【新規
し ん き

】 

市内
し な い

企業
きぎょう

の ⼤半
たいはん

を 占める
し   

中 ⼩
ちゅうしょう

・零細
れいさい

企業
きぎょう

に対する
た い   

雇⽤
こ よ う

啓発
けいはつ

に向けて
む   

検討
けんとう

します。 

検討
けんとう

を踏まえた
ふ    

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 
推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

地域
ち い き

における就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の
構築
こうちく

【
（

新規
し ん き

】
）

 

関係
かんけい

機関
き か ん

同⼠
ど う し

の連携
れんけい

・ 協 ⼒
きょうりょく

体制
たいせい

を構築
こうちく

させることで、企業
きぎょう

就 労
しゅうろう

の促進
そくしん

、就労後
しゅうろうご

の定 着
ていちゃく

⽀援
し え ん

及び
お よ び

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を
図り
は か  

ます。 

関係
かんけい

機関
き か ん

との
連携
れんけい

ガイドライン
が い ど ら い ん

の
策定
さくてい

等
とう

 

推進
すいしん

 

 
法定
ほうてい

サービス名
さ ー び す め い

等
とう

 法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

内容
ないよう

等
とう

 

※就 労
しゅうろう

移⾏
い こ う

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
⼀般
いっぱん

就 労
しゅうろう

等
とう

への移⾏
い こ う

に向けて
む   

、事業
じぎょう

所内
しょない

や企業
きぎょう

における作業
さぎょう

や
実 習
じっしゅう

、適正
てきせい

にあった職場
しょくば

探し
さ が し

、就労後
しゅうろうご

の職場
しょくば

定 着
ていちゃく

のための⽀援
し え ん

等
とう

を⾏い
おこな 

ます。 
※就 労

しゅうろう
継続
けいぞく

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
（A

  
型
がた

） 
通所
つうしょ

により、雇⽤
こ よ う

契約
けいやく

に基づく
も と   

就 労
しゅうろう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

するととも
に、⼀般

いっぱん
就 労
しゅうろう

に向けた
む   

⽀援
し え ん

を⼀定
いってい

期間
き か ん

⾏います
お こ な    

。 
※就 労

しゅうろう
継続
けいぞく

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
（B

  
型
がた

） 
通所
つうしょ

により、就 労
しゅうろう

や⽣産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

するとともに、⼀般
いっぱん

就 労
しゅうろう

に向けた
む   

⽀援
し え ん

を⾏います
おこな    

。 
※就 労

しゅうろう
移⾏
い こ う

⽀援
し え ん

、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

⽀援
し え ん

等
とう

の具体的
ぐたいてき

な⽬ 標
もくひょう

（サービス
さ ー び す

⾒込量
みこみりょう

等
とう

）については、 
「取組

とりくみ
５－３ ⽇ 中

にっちゅう
活動
かつどう

（Ｐ.118）」に掲載
けいさい

しています。（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

対 象
たいしょう

事業
じぎょう

） 
 
○福 【

（
⽬ 標
もくひょう

】
）

 

平成
へいせい

2４年度
 ね ん ど

実績
じっせき

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から⼀般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移⾏者数
いこうしゃすう

 
160 人

にん

 
平成
へいせい

29年度
ね ん ど

見込
み こ み

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行者数
いこうしゃすう

 
調 整 中

ちょうせいちゅう

 人
にん

 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

での就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

 
556 人

にん

 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

での

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

利用者数
りようしゃすう

 

898 
 

人
にん

 

◆福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

から⼀般
いっぱん

就 労
しゅうろう

へ 

 ⊳障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

との連携
れんけい

強化
きょうか

 
…就 労

しゅうろう
移⾏
い こ う

⽀援
し え ん

・就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

⽀援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

をはじめ、特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

や区
く

役所
やくしょ

等
など

の関係
かんけい

機関
き か ん

がそれぞれの役割
やくわり

を発揮
は っ き

し、連携
れんけい

を強化
きょうか

することで「福祉
ふ く し

」から「就 労
しゅうろう

」へと繋げる
つ な   

仕組み
し く

の構築
こうちく

を⽬指します
め ざ    

。 
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平成
へいせい

25年度
ね ん ど

実績
じっせき

の就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者
りようしゃ

のうち

就 労
しゅうろう

移行率
いこうりつ

が３割
 わ り

以上
いじょう

の

事業所
じぎょうしょ

の割合
わりあい

 

調 整 中
ちょうせいちゅう

 人
にん

 

平成
へいせい

29
 

年度
ね ん ど

見込
み こ み

の就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者
りようしゃ

のう

ち就 労
しゅうろう

移行率
いこうりつ

が３割
 わ り

以上
いじょう

の

事業所
じぎょうしょ

の割合
わりあい

 

調 整 中
ちょうせいちゅう

 人
にん

 

 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

職員向け
し ょ く い ん む

の研 修
けんしゅう

 

事業所
じぎょうしょ

の職 員
しょくいん

が、障 害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

を⾏って
おこな  

いる企業
きぎょう

での「 就 業
しゅうぎょう

体験
たいけん

」などを通じて
つ う   

、就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

スキル
す き る

の向 上
こうじょう

や、就 労
しゅうろう

に
向けた
む   

意識づけ
い し き   

を⾏い
おこな 

ます。 

参加
さ ん か

⼈数
にんずう

 
（累計

るいけい
） 

290 ⼈ 

参加
さ ん か

⼈数
にんずう

 
（累計

るいけい
） 

370 ⼈ 

 

 

 

 
 
 
 
  

障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

体制
たいせい

 〜イメージ図
い め ー じ ず

〜 

⊳障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

職 員
しょくいん

の⼈材
じんざい

育成
いくせい

 

  …事業所
じぎょうしょ

等
とう

の職 員
しょくいん

が就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

の視点
し て ん

を意識
い し き

し、必要
ひつよう

な技術
ぎじゅつ

・知識
ち し き

を習 得
しゅうとく

できるよ
うに、研 修

けんしゅう
体系
たいけい

の構築
こうちく

を⽬指し
め ざ

ます。   
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取組
とりくみ

５－２ 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

共 同
きょうどう

受 注
じゅちゅう

事業
じぎょう

 

よ こ は ま 障 害者
しょうがいしゃ

共 同
きょうどう

受 注
じゅちゅう

総合
そうごう

センター
せ ん た ー

を 中 ⼼
ちゅうしん

に、市内
し な い

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

への作業
さぎょう

受 注
じゅちゅう

の
促進
そくしん

及び
お よ び

⾃主
じ し ゅ

製品
せいひん

の販路
は ん ろ

拡⼤
かくだい

な
どを通じて

つ う
、職 業

しょくぎょう
訓練
くんれん

を充 実
じゅうじつ

させるとともに、⼯賃
こうちん

向 上
こうじょう

を
⽬指し

め ざ
ます。 

加盟
か め い

施設
し せ つ

における

「⽉額
げつがく

平均
へいきん

⼯賃
こうちん

」 

が 10％以上
いじょう

上 昇
じょうしょう 

平成
へいせい

29年度
ね ん ど

まで
の 状 況

じょうきょう
等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 企業
きぎょう

等
とう

での就 労
しゅうろう

が困難
こんなん

な⽅
かた

など、地域
ち い き

の障 害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

に通い
か よ い

、そこでの「福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

」
に従事

じゅうじ
する⽅

かた
の 収 ⼊

しゅうにゅう
（⼯賃

こうちん
）を向 上

こうじょう
させることも障 害

しょうがい
のある⽅

かた
の⾃⽴

じ り つ
を⽀える

ささ   
うえで

重 要
じゅうよう

です。 

 そこで、「障 害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調 達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

」に基づき
も と づ き

、官公需
かんこうじゅ

における障 害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

への優先的
ゆうせんてき

な調 達
ちょうたつ

に努める
つ と   

とともに、引き続き
ひ  つ づ  

、企業
きぎょう

等
とう

からの受 注
じゅちゅう

促進
そくしん

や⾃主
じ し ゅ

製品
せいひん

の販路
は ん ろ

拡⼤
かくだい

に
取り組みます
と  く    

。また、施設
し せ つ

情 報
じょうほう

の集 約
しゅうやく

や受 注
じゅちゅう

体制
たいせい

の構築
こうちく

など、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

を充 実
じゅうじつ

さ
せていくための仕組みづくりを進めます。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

◆作業
さぎょう

の充 実
じゅうじつ

と⼯賃
こうちん

向 上
こうじょう

 

 ⊳よこはま障 害者
しょうがいしゃ

共 同
きょうどう

受 注
じゅちゅう

総合
そうごう

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

・運営
うんえい

 

 …共 同
きょうどう

受 注
じゅちゅう

窓⼝
まどぐち

を設置
せ っ ち

し、市内
し な い

の障 害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
など

における情 報
じょうほう

を集 約
しゅうやく

するととも
に、企業

きぎょう
等
とう

からの作業
さぎょう

受 注
じゅちゅう

の促進
そくしん

及び
お よ び

⾃主
じ し ゅ

製品
せいひん

の販路
は ん ろ

拡⼤
かくだい

を図り
は か

、作業
さぎょう

の充 実
じゅうじつ

と
⼯賃
こうちん

向 上
こうじょう

を⽬指します
め ざ    

。 

⊳障 害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調 達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

に基づく
も と   

、庁 内
ちょうない

からの発 注
はっちゅう

促進
そくしん

 

…法律
ほうりつ

に基づき
も と   

、横浜市
よこはまし

の調 達
ちょうたつ

⽅針
ほうしん

を毎年度
まいねんど

策定
さくてい

し、庁 内
ちょうない

への周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

に取り組む
と り く む

ことで、障 害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

への発 注
はっちゅう

を促進
そくしん

します。また、さらなる推進
すいしん

のための
仕組みづくり
し く み    

を進め
す す  

ます。 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

推進
すいしん

のた
めの庁 内

ちょうない
への啓発

けいはつ
 

庁 内
ちょうない

LANや 庁
ちょう

内報
ないほう

などを活⽤
かつよう

し、優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

における区局
くきょく

等
とう

の
優れた
す ぐ れ た

発 注
はっちゅう

事例
じ れ い

を広く
ひ ろ く

周知
しゅうち

・
啓発
けいはつ

を⾏います
おこな    

。 

推進
すいしん

 
平成
へいせい

29年度
ね ん ど

まで
の 状 況

じょうきょう
等
とう

を基
もと

に設定
せってい

する。 

対 象
たいしょう

事業所
じぎょうしょ

の拡⼤
かくだい

に 向けた
む   

検討
けんとう

【
（

新規
し ん き

】
）

 

特例
とくれい

⼦会社
こがいしゃ

、 重度
じゅうど

多数
た す う

雇⽤
こ よ う

事業所
じぎょうしょ

及び
お よ び

在宅
ざいたく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

、
法律
ほうりつ

の 対 象
たいしょう

範囲
は ん い

である企業
きぎょう

等
とう

への 対 象
たいしょう

拡⼤
かくだい

に向けて
む   

検討
けんとう

を
⾏います
おこな    

。 

課題
か だ い

の検 証
けんしょう

を
踏まえた
ふ    

実施
じ っ し

検討
けんとう

 
推進
すいしん

 

 
 
  

⊳社会
しゃかい

参加
さ ん か

する機会
き か い

の確保
か く ほ

 

  …企業
きぎょう

で働く
はたら 

ことや、施設
し せ つ

に⽇ 中
にっちゅう

通う
か よ

ことが困難
こんなん

な在宅
ざいたく

の⽅
かた

でも、社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる
機会
き か い

を確保
か く ほ

できるような仕組み
し く み

を検討
けんとう

します。 
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取組
とりくみ

５－３ ⽇ 中
にっちゅう

活動
かつどう

  

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定
ほうてい

サービス名
さ ー び す め い

等
とう

 法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

内容
ないよう

等
とう

 

⽣活
せいかつ

介護
か い ご

 
⽇ 中
にっちゅう

、⾷事
しょくじ

や ⼊ 浴
にゅうよく

・排せつ
は い せ つ

等
とう

の介護
か い ご

や ⽇ 常
にちじょう

⽣活上
せいかつじょう

の
⽀援
し え ん

、⽣産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

等
など

を提 供
ていきょう

します。 

⾃⽴
じ り つ

訓練
くんれん

 
（機能

き の う
訓練
くんれん

） 
理学
り が く

療 法
りょうほう

や作業
さぎょう

療 法
りょうほう

等
とう

の⾝体的
しんたいてき

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

、
⽇ 常
にちじょう

⽣ 活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

⽀援
し え ん

等
とう

を⾏います
おこな    

。 
⾃⽴
じ り つ

訓練
くんれん

 
（⽣活

せいかつ
訓練
くんれん

） 
⾷事
しょくじ

や家事
か じ

等
など

の⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

能 ⼒
のうりょく

を向 上
こうじょう

するための⽀援
し え ん

、
⽇ 常
にちじょう

⽣ 活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

援助
えんじょ

等
とう

を⾏います
おこな    

。 

就 労
しゅうろう

移⾏
い こ う

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
⼀般
いっぱん

就 労
しゅうろう

等
とう

への移⾏
い こ う

に向けて
む   

、事業
じぎょう

所内
しょない

や企業
きぎょう

における
作業
さぎょう

や実 習
じっしゅう

、適正
てきせい

にあった職場
しょくば

探し
さ が

、就労後
しゅうろうご

の職場
しょくば

定 着
ていちゃく

の
ための⽀援

し え ん
等
とう

を⾏い
おこない

ます。 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
（A型

がた
） 

通所
つうしょ

により、雇⽤
こ よ う

契約
けいやく

に基づく
も と づ く

就 労
しゅうろう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

するとと
もに、⼀般

いっぱん
就 労
しゅうろう

に向けた
む

⽀援
し え ん

を⼀定
いってい

期間
き か ん

⾏います
お こ な

。 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
（B型

がた
） 

通所
つうしょ

により、就 労
しゅうろう

や⽣産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提 供
ていきょう

するとともに、
⼀般
いっぱん

就 労
しゅうろう

に向けた
む

⽀援
し え ん

を⾏います
お こ な

。 

 本⼈
ほんにん

の希望
き ぼ う

や、その⼈
ひと

の状 態
じょうたい

にあった⽇ 中
にっちゅう

の活動
かつどう

場所
ば し ょ

の充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

⾃⾝
じ し ん

が、⽇ 中
にっちゅう

活動
かつどう

場所
ば し ょ

を選択
せんたく

できるようにするため、各事業所
かくじぎょうしょ

が、それぞれ
の特 徴

とくちょう
を活かした

い    
運営
うんえい

ができるような仕組み
し く み

を検討
けんとう

します。 

 

◆⽇ 中
にっちゅう

活動
かつどう

場所
ば し ょ

の拡 充
かくじゅう

 

⊳⽇ 中
にっちゅう

活動先
かつどうさき

の設置
せ っ ち

促進
そくしん

及び
お よ び

⽇ 中
にっちゅう

活動先
かつどうさき

の役割
やくわり

の明確化
めいかくか

 
…現在

げんざい
の⽇ 中

にっちゅう
活動
かつどう

に係わる
か か わ る

社会
しゃかい

資源
し げ ん

の役割
やくわり

・位置づけ
い ち   

を明確化
めいかくか

します。 
障害者
しょうがいしゃ

本⼈
ほんにん

が希望
き ぼ う

する活動
かつどう

場所
ば し ょ

を選択
せんたく

できる⽅法
ほうほう

や医療的
いりょうてき

ケア
け あ

等
とう

専⾨的
せんもんてき

な⽀援
し え ん

が
必要
ひつよう

な⽅
かた

の⽇ 中
にっちゅう

活動
かつどう

場所
ば し ょ

の充 実
じゅうじつ

について、検討
けんとう

します。 
特
とく

に、特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の卒 業⽣
そつぎょうせい

の⾏先
いきさき

等
とう

となる⽇ 中
にっちゅう

活動
かつどう

場所
ば し ょ

の設置
せ っ ち

を推進
すいしん

します。 
 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

施
し

     策
さく
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法定
ほうてい

サービス名
さ ー び す め い

等
とう

 法定
ほうてい

サービス
さ ー び す

内容
ないよう

等
とう

 

地域
ち い き

活動
かつどう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

 
作業所型
さぎょうしょがた

 
創作的
そうさくてき

活動
かつどう

や⽣産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を 提 供
ていきょう

し、社会
しゃかい

との 交 流
こうりゅう

促進
そくしん

等
など

の活動
かつどう

を実施
じ っ し

します。 

中途
ちゅうと

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

センター
せ ん た ー

 

脳
のう

⾎管
けっかん

疾患
しっかん

の後遺症
こういしょう

などで障 害
しょうがい

のある⼈
ひと

に対して
た い し て

、⽣活
せいかつ

訓練
くんれん

や地域
ち い き

との交 流
こうりゅう

などを⾏い
おこない

ながら、⾃⽴
じ り つ

した⽣活
せいかつ

や
社会
しゃかい

参加
さ ん か

への⽀援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 
  

○福 【⽬ 標
もくひょう

】 

⽣活
せいかつ

介護
か い ご

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

〜 

 平成
へいせい

32 年度 

7,150 人
にん

 7,759 人
にん

 8,420 人
にん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの
状 況

じょうきょう
等
とう

を基
もと

に
設定
せってい

する。 125,140 人
にん

日
にち

 135,795 人
にん

日
にち

 147,357 人
にん

日
にち

 

⾃⽴
じ り つ

訓練
くんれん

 
（機能

き の う
訓練
くんれん

） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

〜 

 平成
へいせい

32 年度 

26 人
にん

 26 人
にん

 26 人
にん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 
422 人

にん

日
にち

 422 人
にん

日
にち

 422 人
にん

日
にち

 

⾃⽴
じ り つ

訓練
くんれん

 
（⽣活

せいかつ
訓練
くんれん

） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

〜 

 平成
へいせい

32 年度 
191 人

にん

 191 人
にん

 194 人
にん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 
2,801 人

にん

日
にち

 2,801 人
にん

日
にち

 2,857 人
にん

日
にち

 

就 労
しゅうろう

移⾏
い こ う

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

〜 

 平成
へいせい

32 年度 

657 人
にん

 807 人
にん

 898 人
にん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 10,911 人
にん

日
にち

 13,683 人
にん

日
にち

 15,252 人
にん

日
にち

 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
（A

えー
型
がた

） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

〜 

 平成
へいせい

32 年度 

670 人
にん

 891 人
にん

 1,141 人
にん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 13,422 人
にん

日
にち

 17,851 人
にん

日
にち

 22,849 人
にん

日
にち
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※地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

作業所型
さ ぎ ょ う し ょ か た

については、必要数
ひつようすう

を確保
か く ほ

するとともに、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

への

事業
じ ぎ ょ う

移行
い こ う

を進めて
す す

いきます。 

 

 
  

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
（B

びー
型
がた

） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

〜 

 平成
へいせい

32 年度 
2,964 人

にん

 3,507 人
にん

 4,150 人
にん

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 
53,365 人

にん

日
にち

 61,501 人
にん

日
にち

 72,747 人
にん

日
にち

 

地域
ち い き

活動
かつどう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

 
作業所型
さぎょうしょがた

（※） 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

〜 

 平成
へいせい

32 年度 

189 か所
しょ

 185 か所
しょ

 181 か所
しょ

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 
3,892 人

にん

 3,800 人
にん

 3,707 人
にん

 

中途
ちゅうと

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

センター
せ ん た ー

 

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

 平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 
平成
へいせい

30年度
ね ん ど

〜 

 平成
へいせい

32 年度 

18 か所
しょ

 18 か所
しょ

 18 か所
しょ

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

までの

状 況
じょうきょう

等
とう

を基
もと

に

設定
せってい

する。 
529 人

にん

 529 人
にん

 529 人
にん
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取組
とりくみ

５－４ 移動
い ど う

⽀援
し え ん

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

移動
い ど う

情 報
じょうほう

センター
せ ん た ー

 
運営
うんえい

等
とう

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 ○あ  

移動
い ど う

⽀援
し え ん

に関する
か ん す る

情 報
じょうほう

を
集 約
しゅうやく

し、⼀⼈
ひ と り

ひとりにあっ
た適切

てきせつ
な情 報

じょうほう
を提 供

ていきょう
する

ことや、移動
い ど う

⽀援
し え ん

を⽀える
さ さ え る

⼈材
じんざい

の 発掘
はっくつ

・ 育成
いくせい

を ⾏う
おこなう

移動
い ど う

情 報
じょうほう

センター
せ ん た ー

の 取組
とりくみ

を進め
す す め

、市内
し な い

のどの地域
ち い き

でも
移動
い ど う

⽀援
し え ん

の仕組み
し く み

を効果的
こうかてき

に利⽤
り よ う

できるようにします。 

相談
そうだん

件数
けんすう

 
2,500件

けん
 

相談
そうだん

件数
けんすう

 
3,600件

けん
 

 移動
い ど う

⽀援
し え ん

施策
せ さ く

体系
たいけい

の再構築
さいこうちく

等
とう

により、ガイドヘルプ
が い ど へ る ぷ

などの障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の移動
い ど う

を⽀える
さ さ え る

制度
せ い ど

は拡 充
かくじゅう

してきていますが、それらの制度
せ い ど

をさらに有効
ゆうこう

に利⽤
り よ う

できるような取組
とりくみ

が必要
ひつよう

で
す。   

 そこで、本⼈
ほんにん

の希望
き ぼ う

に沿った
そ   

移動
い ど う

⽀援
し え ん

に関する
か ん

情 報
じょうほう

を整理
せ い り

して提 供
ていきょう

できる体制
たいせい

を充 実
じゅうじつ

させるとともに、引き続き
ひ き つ づ

ヘルパー
へ る ぱ ー

等
とう

の担い⼿
に な  て

の確保
か く ほ

に取り組み
と  く  

、制度
せ い ど

を円滑
えんかつ

に利⽤
り よ う

できる
ようにします。また、通所

つうしょ
等
とう

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を⼀層
いっそう

効果的
こうかてき

に進める
す す め る

送迎
そうげい

の仕組み
し く

を検討
けんとう

します。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

◆移動
い ど う

⽀援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

による社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

  ⊳総合的
そうごうてき

な移動
い ど う

⽀援
し え ん

策
さく

の実施
じ っ し

と円滑
えんかつ

な利⽤
り よ う

の⽀援
し え ん

 
   …ガイドヘルプ

が い ど へ る ぷ
・ガイドボランティア

が い ど ぼ ら ん て ぃ あ
など移動

い ど う
時
じ

の付き添い
つ  そ  

の⽀援
し え ん

、福祉
ふ く し

特別
とくべつ

乗⾞券
じょうしゃけん

・タクシー
た く し ー

利⽤券
りようけん

など経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

策
さく

、⾞ 両
しゃりょう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の
⽀援
し え ん

など、総合的
そうごうてき

に移動
い ど う

⽀援
し え ん

策
さく

を実施
じ っ し

し、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図ります
は か り ま す

。 
また、これらを含めた

ふ く   
移動
い ど う

⽀援
し え ん

の仕組み
し く

について、⼀⼈
ひ と り

ひとりにあった適切
てきせつ

な利⽤
り よ う

 
が円滑

えんかつ
にできるよう⽀援

し え ん
します。 

    さらに、実施
じ っ し

にあたって必要
ひつよう

な⼈材
じんざい

等
とう

の確保
か く ほ

、効率的
こうりつてき

な⾞ 両
しゃりょう

利⽤
り よ う

の仕組み
し く み

の検討
けんとう

を⾏います
お こ な

。 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

等
とう

研 修
けんしゅう

受講料
じゅこうりょう

助成
じょせい

【
（

再掲
さいけい

】
）

 ○あ  

ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

などの資格
し か く

取得
しゅとく

のための研 修
けんしゅう

受講料
じゅこうりょう

の⼀部
い ち ぶ

を助成
じょせい

し⼈材
じんざい

確保
か く ほ

を
図ります

は か
。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

ガイドヘルパースキルアップ
が い ど へ る ぱ ー す き る あ っ ぷ

研 修
けんしゅう

【
（

再掲
さいけい

】
）

 ○あ  

よ り 質
しつ

の ⾼い
た か  

サービス
さ ー び す

が
提 供
ていきょう

できるよう移動
い ど う

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

の 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

を 対 象
たいしょう

に
研 修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

効率的
こうりつてき

な⾞ 両
しゃりょう

利⽤
り よ う

の仕組み
し く み

の検討
けんとう

 

通所
つうしょ

等
とう

の 社会
しゃかい

参加
さ ん か

が ⼀層
いっそう

進められる
す す

よう、乗合
のりあい

形式
けいしき

等
とう

による効率的
こうりつてき

な ⾞ 両
しゃりょう

利⽤
り よ う

の仕組み
し く

を検討
けんとう

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

外 出
がいしゅつ

⽀援
し え ん

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

 

⼀般
いっぱん

の交通
こうつう

機関
き か ん

を利⽤
り よ う

して
の外 出

がいしゅつ
に困難

こんなん
を伴う

と も な
、 ⾞

くるま

いす利⽤者
りようしゃ

等
とう

に福祉
ふ く し

⾞ 両
しゃりょう

に
よるサービス

さ ー び す
を提 供

ていきょう
してい

ます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

在宅
ざいたく

重 症
じゅうしょう

患者
かんじゃ

外 出
がいしゅつ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

⾞
くるま

いすによる移動
い ど う

が困難
こんなん

で
ストレッチャー
す と れ っ ち ゃ ー

対応⾞
たいおうしゃ

を
使⽤
し よ う

せざるを得ない
    え   

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

が、通院
つういん

等
など

の際
さい

、所定
しょてい

の
患者
かんじゃ

等
とう

搬送⽤
はんそうよう

⾃動⾞
じどうしゃ

を利⽤
り よ う

した場合
ば あ い

に、その移送費
い そ う ひ

の
⼀部
い ち ぶ

を助成
じょせい

しています。 

推進
すいしん

 推進
すいしん
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通所施設等 

バス 

福祉有償運送、ハン

ディキャブ など 

タクシー 

自家用車 

福祉特別乗車券の交付や 

交通事業者による運賃割引 

ガイドヘルプやガイドボランテ

ィアなどによる付き添い支援  

通所施設等への通所者・ 

送迎介助者への交通費助成 

福祉タクシー利用券の交付や 

タクシー事業者による料金割引 

自動車改造費用や自動車運転

免許取得費用の助成・補助 

福祉特別乗車券の交付や 

交通事業者による運賃割引 

移動情報センター 

移動に困難を抱える障害者

等からの相談に応じて、支

援制度のご案内や、サービ

ス事業所等の紹介・コーデ

ィネートを実施 

誰もが使いやすい「ユニバーサルデザイ

ンタクシー」の導入促進 

障害児・者の移動を⽀援するさまざまな仕組み
し ょ う が い じ し ゃ い ど う し え ん し く み

 

【ハンディキャブ】 

リフト付小型車両の利用・貸出 
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取組
とりくみ

５－５ ⽂化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

参加型
さんかがた

アートイベント
あ ー と い べ ん と

の
開催
かいさい

 

市内
し な い

の様々
さまざま

な会 場
かいじょう

を活⽤
かつよう

して、
参加型
さんかがた

のアートイベント
あ ー と い べ ん と

を
検討
けんとう

・開催
かいさい

します。３年
 ね ん

に⼀度
い ち ど

開催
かいさい

されるパラ
ぱ ら

トリエンナーレ
と り え ん な ー れ

への基盤づくり
き ば ん づ く り

として、障 害者
しょうがいしゃ

の芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の環境づくり
か ん き ょ う づ く り

を
検討
けんとう

します。 
 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 スポーツ
す ぽ ー つ

・⽂化
ぶ ん か

をはじめとするさまざまな余暇
よ か

活動
かつどう

を楽しむ
た の

場
ば

や機会
き か い

が少なさ
す く

や、それら
の情 報

じょうほう
が⼊ ⼿

にゅうしゅ
しづらいといった課題

か だ い
があります。 

 そこで、スポーツ
す ぽ ー つ

・⽂化
ぶ ん か

活動
かつどう

を⾏う
お こ な

場所
ば し ょ

や発 表
はっぴょう

の機会
き か い

などの充 実
じゅうじつ

を進めつつ
す す

、活動
かつどう

団体
だんたい

の取組み
と り く み

の情 報
じょうほう

を発信
はっしん

することなどにより、多く
お お

の⽅
かた

が参加
さ ん か

しやすい環 境
かんきょう

を整える
と と の

とと
もに、活動

かつどう
している⽅

かた
にとっての⽣きがい

い
に繋げて

つ な
いきます。 

 また、スポーツ
す ぽ ー つ

・⽂化
ぶ ん か

活動
かつどう

だけではなく、余暇
よ か

活動
かつどう

は、⼈⽣
じんせい

を楽しむ
た の し む

ための⼤きな
お お き な

要素
よ う そ

で
あるだけではなく、より多く

お お
の⽅々

かたがた
と接点

せってん
を持つ

も
ことにより、社会

しゃかい
参加
さ ん か

のきっかけや就 労
しゅうろう

意欲
い よ く

の向 上
こうじょう

にもつながるため、さまざまな余暇
よ か

活動
かつどう

の場
ば

の充 実
じゅうじつ

を進
すす

めます。 

現
げん

 状
じょう

 と 取
とり

 組
くみ

 の ⽅
ほう

 向
こう

 性
せい

 

◆⽂化
ぶ ん か

・芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 ⊳芸 術
げいじゅつ

に触れ合える
ふ れ あ え る

機会
き か い

と作品
さくひん

発 表
はっぴょう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

 

…様々
さまざま

な障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じて
お う じ て

、どのような機会
き か い

の提 供
ていきょう

ができるかを検討
けんとう

し、障 害者
しょうがいしゃ

が
「観る

み る
、聴く

き く
、触れる

ふ れ る
、感じる

か ん じ る
、楽しむ

た の し む
」を通して

と お し て
、芸 術

げいじゅつ
に触れ合う

ふ れ あ う
機会
き か い

の提 供
ていきょう

を検討
けんとう

します。 
また、障 害者

しょうがいしゃ
⾃⾝
じ し ん

の⼀層
いっそう

の⾃⽴
じ り つ

につなげていくため、現代
げんだい

アート
あ ー と

国際展
こくさいてん

である
「ヨコハマ

よ こ は ま
・パラトリエンナーレ

ぱ ら と り え ん な ー れ
」を開催

かいさい
します。 

さらに、⽣み出された
う み だ さ れ た

作品
さくひん

の展⽰
て ん じ

等
など

について、障 害
しょうがい

のあるなしにかかわらない展⽰
て ん じ

機会
き か い

の確保
か く ほ

、芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の環境づくり
か ん き ょ う づ く り

を検討
けんとう

します。 

施
し

     策
さく
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

ヨコハマ
よ こ は ま

・
パラトリエンナーレ
ぱ ら と り え ん な ー れ

の開催
かいさい

 

障害者
しょうがいしゃ

の芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

を促進
そくしん

する
こと、障 害者

しょうがいしゃ
と芸術家

げいじゅつか
の協 働

きょうどう

作品作り
さくひんづくり

を⾏う
おこなう

ことなどによ
り、障 害者

しょうがいしゃ
⾃⾝
じ し ん

の⼀層
いっそう

の⾃⽴
じ り つ

に
つなげていくため、「ヨコハマ

よ こ は ま
・

パラトリエンナーレ
ぱ ら と り え ん な ー れ

」という
現代
げんだい

アート
あ ー と

国際展
こくさいてん

を開催
かいさい

しま
す。 

開催
かいさい

 開催
かいさい

 

4
 
校
こう

種
しゅ

 図画
ず が

⼯作
こうさく

・
美術
びじゅつ

・書道
しょどう

作品展
さくひんてん

 
特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教 育
きょういく

部⾨
ぶ も ん

〜つたえたい ぼく
のおもい わたしの
きもち〜の開催

かいさい
 

4校
こう

種
しゅ

（ ⼩
しょう

・中
ちゅう

・⾼
こう

・特別
とくべつ

⽀援
し え ん

）
の幼児

よ う じ
児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

の作品
さくひん

を⼀堂
いちどう

に
集め
あ つ め

、市⺠
し み ん

公開
こうかい

の作品展
さくひんてん

を開催
かいさい

することで、障 害
しょうがい

のある⼦ども
こ ど も

の⽂化
ぶ ん か

活動
かつどう

に関する
か ん す る

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を
図ります

は か
。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

障害者
しょうがいしゃ

の芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

⽀援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の
構築
こうちく

【新規
し ん き

】 

障害者
しょうがいしゃ

の美術
びじゅつ

活動
かつどう

を⽀える
さ さ え る

⼈材
じんざい

、団体
だんたい

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

による
ネットワーク化
ね っ と わ ー く か

を図り
は か り

、芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

、発信
はっしん

を
⾏う
おこなう

拠点
きょてん

を設置
せ っ ち

します。 

設置
せ っ ち

 推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⊳障 害者
しょうがいしゃ

の芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

を⽀援
し え ん

するためのネットワークづくり
ね っ と わ ー く

 
…⽂化

ぶ ん か
・芸 術

げいじゅつ
活動
かつどう

に取り組む
と  く  

障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

、⽀援者
しえんしゃ

に対する
た い す る

⽀援
し え ん

を推進
すいしん

するため
のネットワーク

ね っ と わ ー く
・拠点づくり

き ょ て ん づ く り
を検討

けんとう
します。 

◆スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

⊳オリンピック
お り ん ぴ っ く

・パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

の開催
かいさい

に合わせた
あ    

情 報
じょうほう

発信
はっしん

や障 害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の推進
すいしん

 

 …2020
２ ０ ２ ０

年
ねん

のオリンピック
お り ん ぴ っ く

・パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

東 京
とうきょう

⼤会
たいかい

に向けた
む   

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の機運
き う ん

の⾼まり
た か

に合わせて
あ

、各地
か く ち

で開催
かいさい

される障 害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の取組
とりくみ

に関する
か ん す る

情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

・発信
はっしん

により、障 害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

を推進
すいしん

します。 
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事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

パラトライアスロン
ぱ ら と ら い あ す ろ ん

の強化
きょうか

 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

⽂化
ぶ ん か

センター
せ ん た ー

横浜
よこはま

ラポール
ら ぽ ー る

において、
パラトライアスロン
ぱ ら と ら い あ す ろ ん

競技
きょうぎ

の
普及
ふきゅう

・強化
きょうか

に向けた
む   

取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

にお
けるスポーツ

す ぽ ー つ
選⼿
せんしゅ

育成
いくせい

強化
きょうか

事業
じぎょう

 

オリンピック
お り ん ぴ っ く

・パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

東 京
とうきょう

⼤会
たいかい

開催
かいさい

を契機
け い き

として、
特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

で⾏う
おこなう

スポーツ
す ぽ ー つ

で
世界
せ か い

を⽬指す
め ざ す

児童
じ ど う

⽣徒
せ い と

を⽀援
し え ん

す
ることにより、障 害

しょうがい
のある

⼦ども
こ ど も

たちの⾃⽴
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に
つなげます。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名
じぎょうめい

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 平成
へいせい

29年度
ね ん ど

 平成
へいせい

32年度
ね ん ど

 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の
啓発
けいはつ

 

他
た

都市
と し

における取組
とりくみ

の情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

と、具体的
ぐたいてき

な啓発
けいはつ

⽅法
ほうほう

の
検討
けんとう

を⾏います
お こ な い ま す

。 
検討
けんとう

 実施
じ っ し

 

⾝近
み ぢ か

な地域
ち い き

におけ
る障害者

しょうがいしゃ
スポーツ
す ぽ ー つ

の推進
すいしん

 

⾝近
み ぢ か

な地域
ち い き

にある
スポーツセンター
す ぽ ー つ せ ん た ー

等
など

を活⽤
かつよう

し
て、障害者

しょうがいしゃ
スポーツ
す ぽ ー つ

にいつでも
取り組む
と り く む

ことができるよう、地域
ち い き

⼈材
じんざい

の育成
いくせい

を進め
す す め

、障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

の推進
すいしん

を
図ります
は か り ま す

。 

推進
すいしん

 推進
すいしん

 

 
 
 
 

◆レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

⊳横浜
よこはま

ラポール
ら ぽ ー る

やスポーツセンター
す ぽ ー つ せ ん た ー

等
とう

、地域
ち い き

におけるレクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

の啓発
けいはつ

 
 …余暇

よ か
としてスポーツ

す ぽ ー つ
を楽しむ

た の し む
障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の活動
かつどう

を⽀援
し え ん

する、⾝近
み ぢ か

な地域
ち い き

にある
スポーツ
す ぽ ー つ

を通した
と お

レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

の推進
すいしん

や、地域
ち い き

⼈材
じんざい

の育成
いくせい

に加え
く わ え

、他
た

都市
と し

にお
ける先進的

せんしんてき
な取組

とりくみ
等
とう

の情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

や啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 
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⊳健康づくり
け ん こ う づ く り

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 ≪再掲
さいけい

≫ 

…障 害
しょうがい

特性
とくせい

を理解
り か い

したスタッフ
す た っ ふ

や専⽤
せんよう

設備
せ つ び

を有する
ゆ う す る

関連
かんれん

施設
し せ つ

を⽣かし
い か し

、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で⽣活
せいかつ

していくために必要
ひつよう

な体⼒づくり
た い り ょ く づ く り

やリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

に活⽤
かつよう

できるよう、地域
ち い き

の⼈材
じんざい

育成
いくせい

も含めた
ふ く め た

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

を進め
す す  

ます。 
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第Ⅳ章 ＰＤＣＡサイクル
さ い く る

による計画
けいかく

の見直し
み な お し

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「第３期
だ い ３ き

横浜市
よこはまし

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

」は、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

から 32年度
ね ん ど

までの６年間
ね ん か ん

を計画
けいかく

期間
き か ん

と
していますが、３年後

ね ん ご
の平成

へいせい
30年度

ね ん ど
には、「横浜市

よこはまし
障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の改定
かいてい

を⾏う
お こ な

予定
よ て い

のた
め、それに併せて

あ わ
計画
けいかく

の⾒直し
み な お

を⾏う
お こ な

予定
よ て い

です。 
⾒直し
み な お し

にあたっては、プラン
ぷ ら ん

の進⾏
しんこう

管理
か ん り

、進 捗
しんちょく

についての評価
ひょうか

を⾏い
お こ な

、「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

」並び
な ら び

に「障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

検討
けんとう

部会
ぶ か い

」などの下部
か ぶ

組織
そ し き

での議論
ぎ ろ ん

も含め
ふ く

、当該
とうがい

施策
し さ く

・事業
じぎょう

の必要性
ひつようせい

の検討
けんとう

を⾏い
おこな 

ます。また、事業
じぎょう

規模
き ぼ

や期間
き か ん

の⾒直し
み な お し

、社会
しゃかい

情 勢
じょうせい

の変化
へ ん か

やニーズ
に ー ず

の変化
へ ん か

に伴う
と も な

新しい
あ た ら

課題
か だ い

に柔 軟
じゅうなん

に対応
たいおう

します。 
さらに、障 害

しょうがい
福祉
ふ く し

施策
し さ く

の中
なか

でも重 要
じゅうよう

かつ、障害児者
しょうがいじしゃ

への影 響
えいきょう

が⼤きい
お お   

ことが予想
よ そ う

され
るものについては、当事者

とうじしゃ
同⼠
ど う し

による意⾒
い け ん

交換
こうかん

の場
ば

を設置
せ っ ち

するなど、その際
さい

の社会
しゃかい

情 勢
じょうせい

に
合った

あ
⽅法
ほうほう

で、より丁寧
ていねい

にニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

します。 
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【ＰＤＣＡサイクル】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

にあたって

基本的
きほんてき

な考え⽅
かんがえかた

を⽰し
し め し

、施策
せ さ く

の⽅向性
ほうこうせい

や

サービス
さ ー び す

の⾒込み量
み こ み り ょ う

を設定
せってい

します。 

計画（Plan） 

 
計画
けいかく

の内容
ないよう

を踏まえて
ふ ま え て

、各施策
かくせさく

及び
お よ び

サービス
さ ー び す

を実施
じ っ し

します。 

実⾏（Do） 

 
各施策
かくせさく

の年間
ねんかん

の実績
じっせき

を把握
は あ く

し、社会
しゃかい

情 勢
じょうせい

や
ニーズ
に ー ず

の動向
どうこう

を把握
は あ く

しながら、障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

の
中 間
ちゅうかん

⾒直し
み な お し

（平成
へいせい

30
３ ０

年度
ね ん ど

を予定
よ て い

）を⾏います
お こ な い ま す

。 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

については、国
くに

の⽅針
ほうしん

に基づき
も と づ き

、
評価
ひょうか

を⾏います。 

評価（Check） 

 
中 間
ちゅうかん

評価
ひょうか

等
など

の結果
け っ か

を踏まえて
ふ ま え て

、必要
ひつよう

に
応じて
お う じ て

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

及び
お よ び

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の
⾒直し
み な お し

を⾏います
お こ な い ま す

。 

改善（Action） 

障害者施策
推進協議会

障害者施策検討部会 などの
下部組織

当事者のニーズ把握

（アンケート、グループインタビ

ュー、当事者同士の意見交換の場

など）
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資料編
しりょうへん

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 将 来

しょうらい
にわたるあんしん施策

せ さ く
 

親
おや

亡き
な き

後
あと

も安⼼
あんしん

して地域
ち い き

⽣活
せいかつ

が送れる
お く

仕組み
し く

の構築
こうちく

 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 

１ 後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

推進
すいしん

事業
じぎょう

 拡 充
かくじゅう

 累計
るいけい

11区
く

（平成
へいせい

26年
ねん

3⽉
がつ

時点
じ て ん

） △ 

２ 後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

を要する
よ う す る

障 害 者
しょうがいしゃ

に関する
か ん す る

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
推進
すいしん

 

申 ⽴
もうしたて

費⽤
ひ よ う

助成
じょせい

件数
けんすう

 10件
けん

 

報 酬
ほうしゅう

助成
じょせい

件数
けんすう

 13件
けん

 

（平成
へいせい

25
２ ５

年度
ね ん ど

実績
じっせき

） 

△ 

３ 多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

の整備
せ い び

 

  
拡 充
かくじゅう

 

２か所
か し ょ

開所
かいしょ

 

・多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

「郷
さと

」（栄区
さかえく

桂
かつら

台 中
だいちゅう

）（平成
へいせい

24年
ねん

10⽉
がつ

開所
かいしょ

） 

・多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

「つづきの家
いえ

」（都筑区
つ づ き く

佐江⼾町
さ え ど ち ょ う

）（平成
へいせい

25年
ねん

10⽉
がつ

開所
かいしょ

） 

１か所
か し ょ

整備
せ い び

開始
か い し

 

○ 

４ 緊 急
きんきゅう

時
じ

ホットライン
ほ っ と ら い ん

 

  

検討
けんとう

 

⾝体
しんたい

・ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の

緊 急
きんきゅう

時
じ

対応
たいおう

の

仕組
し く み

 

他
た

⾃治体
じ ち た い

等
とう

で⾏われて
お こ な

いる同様
どうよう

な取組
とりくみ

に

ついてヒアリング
ひ あ り ん ぐ

等
とう

を⾏い
おこない

、本市
ほ ん し

での実施
じ っ し

について部内
ぶ な い

で検討
けんとう

を実施
じ っ し

 

△ 

 

 

 

 

 

【進⾏
しんこう

状 況
じょうきょう

】 
○：想定

そうてい
した⽬ 標

もくひょう
を達成

たっせい
し、想定

そうてい
したとおりの効果

こ う か
が得られた

え    
 

△：⼀定
いってい

程度
て い ど

の効果
こ う か

は得
え

られた 
×：想定

そうてい
した⽬ 標

もくひょう
は達成

たっせい
できず、効果

こ う か
も得

え
られなかった。 
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障 害 者
しょうがいしゃ

の⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

への対応
たいおう

 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 

５ 障 害者
しょうがいしゃ

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

設置
せ っ ち

運営費
うんえいひ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

 
推進
すいしん

 

・重度化
じゅうどか

対応
たいおう

モデル
も で る

事業
じぎょう

 

※平成
へいせい

26年度
ね ん ど

より法定
ほうてい

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

へ

移⾏
い こ う

 

・⾼齢化
こうれいか

対応
たいおう

モデル
も で る

事業
じぎょう

 

△ 

６ ⺠間
みんかん

住 宅
じゅうたく

居 住
きょじゅう

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 推進
すいしん

 ４件
けん

（平成
へいせい

25年度
ね ん ど

） △ 

７ 障 害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

で働く
はたらく

看護師
か ん ご し

の
ための巡 回

じゅんかい
相談
そうだん

等
とう

事業
じぎょう

 
（ 旧

きゅう
 ⾮医療

ひいりょう
職

しょく
のための医療的

いりょうてき

ケア
け あ

研 修
けんしゅう

等
とう

実施
じ っ し

事業
じぎょう

） 

推進
すいしん

 

・⾮医療
ひいりょう

職
しょく

のための研修会
けんしゅうかい

の実施
じ っ し

 

各年度
かくねんど

１回
か い

（平成 23及び
お よ び

24年度
ね ん ど

） 

・障 害
しょうがい

施設
し せ つ

で働く
はたらく

看護師
か ん ご し

のための

巡 回
じゅんかい

相談
そうだん

の実施
じ っ し

 11回
かい

（平成 25

年度
ね ん ど

）  

○ 

 

地域
ち い き

⽣活
せいかつ

のためのきめ細か
こ ま か

な対応
たいおう

 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 

８ 障害児者
しょうがいじしゃ

の医療
いりょう

環 境
かんきょう

推進
すいしん

事業
じぎょう

 
推進
すいしん

 
知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

対応
たいおう

専⾨
せんもん

外来
がいらい

の設置
せ っ ち

 

（２病 院
びょういん

） 
△ 

９ 肺炎
はいえん

球 菌
きゅうきん

ワクチン
わ く ち ん

接種
せっしゅ

助成
じょせい

事業
じぎょう

 
推進
すいしん

 
857件

けん
（平成

へいせい
25年度

ね ん ど
）  

（H22以降
い こ う

の延べ接種者数
のべせっしゅしゃすう

 8,329件
けん

） 
○ 

10 精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

基幹
き か ん

病 院
びょういん

機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

 
設定
せってい

なし 

市⺠
し み ん

専⽤
せんよう

病 床
びょうしょう

整備
せ い び

 
平成
へいせい

22年度
ね ん ど

 横浜市
よこはまし

⽴
りつ

⼤学
だいがく

附属
ふ ぞ く

市⺠
し み ん

総合
そうごう

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

 ３
さん

床
しょう

 
平成
へいせい

24年度
ね ん ど

 昭和
しょうわ

⼤学
だいがく

横浜市
よこはまし

北部
ほ く ぶ

病 院
びょういん

 ３
さん

床
しょう

 

○  

11  精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

協 ⼒
きょうりょく

病 院
びょういん

保護室
ほ ご し つ

整備
せ い び

事業
じぎょう

 
設定
せってい

なし 
医療
いりょう

機関
き か ん

の意向
い こ う

を把握
は あ く

するための

⼿法
しゅほう

を検討
けんとう

した 
△  

12 重度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

⼊ 院
にゅういん

時
じ

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

事業
じぎょう

  
推進
すいしん

 23件
けん

（平成
へいせい

25年度
ね ん ど

） △ 

 救 急
きゅうきゅう

⼿話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

 推進
すいしん

 31件
けん

（平成
へいせい

25年度
ね ん ど

） ○ 
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13 障 害者
しょうがいしゃ

移動
い ど う

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

    
推進
すいしん

 

ガイドヘルプ
が い ど へ る ぷ

事業
じぎょう

 

・平均
へいきん

利⽤者数
りようしゃすう

 4,003⼈
にん

（Ｈ26
２ ６

.２末
まつ

） 

・
てん

利⽤
り よ う

時間数
じかんすう

 573,147時間
じ か ん

 

ガイドボランティア
が い ど ぼ ら ん て ぃ あ

事業
じぎょう

 

・利⽤
り よ う

回数
かいすう

 

  58,019回
かい

 

○ 

14 福祉
ふ く し

特別
とくべつ

乗 ⾞ 券
じょうしゃけん

交付
こ う ふ

事業
じぎょう

・
タクシー
た く し ー

料 ⾦
りょうきん

助成
じょせい

事業
じぎょう

 
推進
すいしん

 

福祉
ふ く し

特別
とくべつ

乗⾞券
じょうしゃけん

 

・交付者
こうふしゃ

52,532⼈
にん

 

福祉
ふ く し

タクシー券
た く し ー け ん

 

・交付者
こうふしゃ

15,221⼈
にん

 

○ 

15 ⾃動⾞
じどうしゃ

運転
うんてん

訓練
くんれん

・改造費
かいぞうひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

 

  

推進
すいしん

 

⾃動⾞
じどうしゃ

運転
うんてん

訓練費
くんれんひ

 

・平成
へいせい

25
２ ５

年度
ね ん ど

⾒込
み こ み

：64件
けん

 

⾃動⾞
じどうしゃ

改造費
かいぞうひ

 

・平成
へいせい

25
２ ５

年度
ね ん ど

⾒込
み こ み

：83件
けん

 

○ 

16 移動
い ど う

情 報
じょうほう

センター
せ ん た ー

運営
うんえい

等
とう

事業
じぎょう

 
検討
けんとう

 累計
るいけい

９区
 く

 ○ 

17 ⼊ 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
とう

による地域
ち い き

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

機能
き の う

強化
きょうか

 
推進
すいしん

 職 員
しょくいん

育成
いくせい

研 修
けんしゅう

を実施
じ っ し

 ○ 

18 障 害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じ り つ

⽣活
せいかつ

アシスタント
あ し す た ん と

事業
じぎょう

 
充 実
じゅうじつ

 36事業所
じぎょうしょ

 ○ 

19 福祉
ふ く し

⼈材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

  
推進
すいしん

 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

 

・来場者数
らいじょうしゃかず

：117⼈
にん

 

・採⽤
さいよう

⼈数
にんずう

：10⼈
にん

 

△ 

障 害 者
しょうがいしゃ

ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

研 修
けんしゅう

受 講料
じゅこうりょう

助成
じょせい

 
推進
すいしん

 実施
じ っ し

（283 件） ○ 

ガイドヘルパースキルアップ
が い ど へ る ぱ ー す き る あ っ ぷ

研
けん

 
修

おさむ
 

推進
すいしん

 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

 

①サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

責任者向け
せ き に ん し ゃ む け

：計
けい

168⼈
にん

 

②ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

現任者向け
げ ん に ん し ゃ む け

：計
けい

291⼈
にん

  

○ 

20 精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

  
推進
すいしん

 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

 

・緊 急
きんきゅう

滞在
たいざい

場所
ば し ょ

：延べ 152 ⽇
の べ    に ち

 

・講習会
こうしゅうかい

：４講座
こ う ざ

実施
じ っ し

、１講座
こ う ざ

につき５回
 か い

 

開催
かいさい

 

○ 
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21 障 害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

助成
じょせい

事業
じぎょう

 
充 実
じゅうじつ

 
８事業所

じぎょうしょ
で⽣活

せいかつ
⽀援
し え ん

事業
じぎょう

を 拡 充
かくじゅう

して

実施
じ っ し

 
△ 

22 ⾼次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害 者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 拡 充
かくじゅう

検討
けんとう

 専⾨
せんもん

相談
そうだん

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

：累計
るいけい

６区
く

 ○ 

23 発達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

 
推進
すいしん

 

・「世界
せ か い

⾃閉症
じへいしょう

啓発
けいはつ

デーin
で ー

横浜
よこはま

」の開催
かいさい

 

・サポートコーチ
さ ぽ ー と こ ー ち

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

・サポートホーム
さ ぽ ー と ほ ー む

事業
じぎょう

を開始
か い し

 

○ 

24 障害児
しょうがいじ

居場所づくり
い ば し ょ づ く り

事業
じぎょう

 拡 充
かくじゅう

 
平成
へいせい

24
２ ４

年度中
ねんどちゅう

に 4か所
か し ょ

、平成
へいせい

25
２ ５

年度中
ねんどちゅう

に

８か所
か し ょ

が、国
くに

事業
じぎょう

に移⾏
い こ う

 
○ 

25 障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

整備
せ い び

事業
じぎょう

 － 累計
るいけい

８か所
か し ょ

 ○ 

26 地域
ち い き

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

研 究
けんきゅう

事業
じぎょう

 推進
すいしん

 

モニタリング
も に た り ん ぐ

事業
じぎょう

実績
じっせき

 

・平成
へいせい

25年度
ね ん ど

 

 30箇所
か し ょ

実施
じ っ し

 

○ 

27 ⽣活
せいかつ

援護
え ん ご

事業
じぎょう

 

   
推進
すいしん

 

⼈⼯
じんこう

喉頭
こうとう

（埋
まい

込型⽤
こみかたよう

⼈⼯
じんこう

⿐
はな

）、重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の 紙
かみ

おむつ、ポータブル
ぽ ー た ぶ る

温⽔
おんすい

洗 浄
せんじょう

便座
べ ん ざ

の新規
し ん き

品⽬
ひんもく

を追加
つ い か

し、 ⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

⽤具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

 

○ 

 聞こえ
き こ え

の相談
そうだん

事業
じぎょう

  推進
すいしん

 

平成
へいせい

２５年度
  ね ん ど

 

・「聞こえ
き こ え

の相談
そうだん

窓⼝
まどぐち

」の設置
せ っ ち

 

延べ 71 件
の べ   け ん

 

・講座
こ う ざ

「聞こえ
き こ え

と補聴器
ほちょうき

」の実施
じ っ し

  

４回
 か い

実施
じ っ し

、延べ２１７名
の べ   め い

参加
さ ん か

 

○ 

28 災害
さいがい

時
じ

障 害 者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 

  
拡 充
かくじゅう

 

・特別
とくべつ

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

（障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

）への福祉
ふ く し

⽤具
よ う ぐ

の備蓄
び ち く

：累
るい

計 78 か所
け い   か し ょ

整備
せ い び

。 

・
てん

地域
ち い き

防災
ぼうさい

拠点
きょてん

の多⽬的
たもくてき

トイレ
と い れ

 

累
るい

計 15 か所
け い   か し ょ

整備
せ い び

 

○ 
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２ 重 点
じゅうてん

施策
せ さ く

 
（１）普及

ふきゅう
・啓発

けいはつ
のさらなる充 実

じゅうじつ
 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 
状 況

じょうきょう
 

当事者
とうじしゃ

や市⺠
し み ん

団体
だんたい

による普及
ふきゅう

・
啓発
けいはつ

活動
かつどう

への⽀援
し え ん

 
推進
すいしん

 

・セーフティネットプロジェクト
せ ー ふ て ぃ ね っ と ぷ ろ じ ぇ く と

へ
の活動

かつどう
⽀援
し え ん

 
・まちのパン屋

ぱんや
さん実施

じっし
 

・夏休み
なつやす

期間
きかん

を利⽤
りよう

した⼩学⽣
しょうがくせい

へ
の体験

たいけん
学習
がくしゅう

  
・障害者

しょうがいしゃ
週
しゅう

間に合わせた
かん   あ

イベント
いべんと

開催
かいさい

 

△ 

災害
さいがい

時
じ

における要援護者
ようえんごしゃ

⽀援
し え ん

の
推進
すいしん

 
推進
すいしん

 
・「⻩⾊

き い ろ
」・「 緑

みどり
」バンダナ

ば ん だ な
の推進

すいしん
 

・特別
とくべつ

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

への備蓄
び ち く

実施
じ っ し

 
・多⽬的

たもくてき
トイレ
と い れ

15か所
か し ょ

設置
せ っ ち

 
○ 

疾病
しっぺい

や障害
しょうがい

に関する
かん

情報
じょうほう

発信
はっしん

 推進
すいしん

 
・広報

こうほう
掲載
けいさい

 
・研 修

けんしゅう
の実施

じ っ し
 

○ 

副学籍
ふくがくせき

による交 流
こうりゅう

の推進
すいしん

 推進
すいしん

 
・副学籍

ふくがくせき
の実施

じ っ し
 

⼩学⽣
しょうがくせい

204⼈
にん

（41％） 
中学⽣
ちゅうがくせい

  24⼈
にん

（９％）  
○ 

 
 
 
 
（２）相談

そうだん
⽀援
し え ん

システム
し す て む

の機能
き の う

強化
きょうか

 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 
状 況

じょうきょう
 

相談
そうだん

⽀援
しえん

システム
しすてむ

の普及
ふきゅう

（広める
ひろ

） 推進
すいしん

 

・区
く

の地域
ちいき

⾃⽴
じりつ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎかい

での
本⼈
ほんにん

・家族
かぞく

関係者
かんけいしゃ

への普及
ふきゅう

活動
かつどう

の
展開
てんかい

 
・区

く
の地域

ちいき
⾃⽴
じりつ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎかい

での相談
そうだん

⽀援
しえん

事業
じぎょう

に関する
かん

説明
せつめい

実施
じっし

 

△ 
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相談
そうだん

⽀援事
しえんじ

業者
ぎょうしゃ

の養成
ようせい

（深める
ふか

） 
 

推進
すいしん

：障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

のニーズ
に ー ず

にあっ
た研 修

けんしゅう
、課題

か だ い

分析
ぶんせき

 

・相談
そうだん

⽀援
しえん

従事者
じゅうじしゃ

初任者
しょにんしゃ

研修
けんしゅう

及び
およ

現任
げんにん

研修
けんしゅう

に加え
くわ

、事例
じれい

検討
けんとう

研修
けんしゅう

等
とう

の実施
じっし

 
・初任者

しょにんしゃ
研 修
けんしゅう

 
６⽇間

にちかん
×２回

かい
 計 183 ⼈

けい    にん
 

・現任
げんにん

研修
けんしゅう

 
３⽇間
   かかん

×１回
  かい

 計 69 ⼈
けい   にん

 
・スキルアップ

すきるあっぷ
研修
けんしゅう

 
３⽇間
  かかん

×２回
  かい

 計 52 ⼈
けい   にん

 
・⽀援

しえん
会議
かいぎ

等
とう

の研修
けんしゅう

 
３⽇間
  かかん

×１回
  かい

 17⼈
にん

 
・研修

けんしゅう
体系
たいけい

の策定
さくてい

に向けた
む

取組
とりくみ

を
開始 

△ 

⾃⽴
じりつ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎかい

強化
きょうか

のための技術
ぎじゅつ

⽀援
しえん

（深める
ふか

） 
推進
すいしん

 

・区
く

の地域
ちいき

⾃⽴
じりつ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎかい

から市
し

の
⾃⽴
じりつ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎかい

に検討
けんとう

内容
ないよう

や課題
かだい

の 報告
ほうこく

等
とう

が で き る よ う な
仕組みづくり
しく

の開始
かいし

、運⽤
うんよう

 
・⼆次

にじ
相談
そうだん

⽀援
しえん

機関
きかん

による、区
く

の
地域
ちいき

⾃⽴
じりつ

⽀援協
しえんきょう

議会
ぎかい

での事例
じれい

検討
けんとう

を⾏う
おこな

際
さい

のスーパーバイズ
すーぱーばいず

の実施
じっし

 

△ 

ケアマネジメント
けあまねじめんと

の充実
じゅうじつ

（深める
ふか

） 
推進
すいしん

：関係
かんけい

機関
きかん

と
連携
れんけい

した相談
そうだん

⽀援
しえん

 
⼀部
い ち ぶ

実施
じ っ し

 △ 

当事者
とうじしゃ

相談
そうだん

の推進
すいしん

（深める
ふか

） 

推進
すいしん

：当事者
とうじしゃ

相談員
そうだんいん

研修
けんしゅう

、
効果的
こうかてき

な相談
そうだん

⽀援
しえん

体制
たいせい

の確⽴
かくりつ

 

・当事者
とうじしゃ

相談
そうだん

のピア
ぴあ

相談
そうだん

センター
せんたー

集約化
しゅうやくか

 
・相談員

そうだんいん
の派遣

はけん
開始
かいし

 
○ 

相談
そうだん

⽀援
しえん

事業
じぎょう

評価
ひょうか

基準
きじゅん

の 策定
さくてい

（活かす
い

） 
推進
すいしん

：事業
じぎょう

評価
ひょうか

 
・相談

そうだん
⽀援
しえん

事業
じぎょう

を実施
じっし

している機関
きかん

への評価
ひょうか

終了
しゅうりょう

 
○ 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

へ の 医療
いりょう

講演会
こうえんかい

・
交流会
こうりゅうかい

の実施
じ っ し

 
推進
すいしん

 
・各区

かくく
で年間

ねんかん
２回
  かい

ずつ専⾨医
せんもんい

による
医療
いりょう

講演会
こうえんかい

を実施
じっし

 
・疾患

しっかん
別
べつ

の交流会
こうりゅうかい

の実施
じっし

 
○ 

 
  



資料編 
 

142 
 

（３）地域
ちいき

⽣活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に⽀える
ささ

仕組み
しく

の構築
こうちく

 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 
状 況

じょうきょう
 

地域
ち い き

⽣活
せいかつ

を⽀援
し え ん

する拠点
きょてん

施設
し せ つ

の
整備
せ い び

と機能
き の う

拡 充
かくじゅう

 
推進
すいしん

 
精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

センター
せんたー

  
18か所

かしょ
整備
せいび

 
○ 

安⼼
あんしん

できる住まい
す

の確保
かくほ

 推進
すいしん

 
グループホーム
ぐるーぷほーむ

 
607か所

かしょ
（3,290⼈分

にんぶん
） 

○ 

安⼼
あんしん

できる⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

の 
体制づくり
たいせい

 
推進
すいしん

 
障害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じりつ

⽣活
せいかつ

アシスタント事業
じぎょう

36か所
かしょ

 
重度化
じゅうどか

対応
たいおう

モデル
もでる

事業
じぎょう

の実施
じっし

 
○ 

⼈材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

 
（ 就 職

しゅうしょく
フェア分
ふ ぇ あ ぶ ん

） 
推進
すいしん

 
・平成

へいせい
25年

ねん
10⽉

がつ
５⽇
   か

実施
じっし

 
来場者
らいじょうしゃ

117⼈
にん

（就職者
しゅうしょくしゃ

10⼈
にん

） 
△ 

⼈材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
かくほ

（ガイドヘルパー
がいどへるぱー

等分
とうぶん

） 
推進
すいしん

 

平成
へいせい

25年度
ねんど

 
① サービス

さーびす
提供
ていきょう

責任者向け
せきにんしゃむ

：
計 168 ⼈
けい     にん

   
② ガイドヘルパー

がいどへるぱー
現任者向け
げんにんしゃむ

：
計 291 ⼈
けい     にん

 

○ 

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
し え ん

施設
し せ つ

の 
再整備
さいせいび

等
とう

 
推進
すいしん

 
再整備
さいせいび

について、１か所
    しょ

⼯事
こうじ

完了
かんりょう

、
３か所
    しょ

推進
すいしん

 
○ 

多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

の整備
せ い び

 推進
すいしん

 

２か所
   しょ

開所
かいしょ

 
・多機能型

た き の う が た
拠点
きょてん

「郷
さと

」（栄区
さかえく

桂
かつら

台中
だいなか

）
（平成

へいせい
24年

ねん
10⽉

がつ
開所
かいしょ

） 
・ 多機能型

た き の う が た
拠点
きょてん

「 つ づ き の 家
いえ

」
（都筑区

つ づ き く
佐江⼾町
さ え ど ち ょ う

）（平成
へいせい

25年
ねん

10⽉
がつ

開所
かいしょ

） 
１か所
   しょ

整備
せ い び

開始
か い し

 

○ 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の 
設置
せ っ ち

促進
そくしん

 
680 か所

しょ
 

3,400 ⼈
にん

 
607 か所

しょ
（3,290⼈分

にんぶん
） ○ 

保育所
ほいくじょ

・幼稚園
ようちえん

 推進
すいしん

 
私
し

⽴
りつ

幼稚園
ようちえん

等
など

で 障害児
しょうがいじ

利⽤
りよう

に
対して
たい

経費
けいひ

助成
じょせい

 
平成
へいせい

25年度
ねんど

：932⼈
にん

 
○ 

横浜
よこはま

⽣活
せいかつ

あんしん 
センター
せ ん た ー

 
推進
すいしん

 
⾦銭
きんせん

管理
かんり

等
とう

に課題
かだい

を抱える
かか

市⺠
しみん

の
⽀援
しえん

 593⼈
にん

 
○ 

地域
ち い き

ケアプラザ
け あ ぷ ら ざ

 132 か所
しょ

 平成
へいせい

25年度
ねんど

：累
るい

計 130 か所
けい      しょ

 ○ 
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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
ば り あ ふ り ー か

 
推進
すいしん

 

段差
だんさ

解消済み
かいしょうず

駅数
えきすう

は 149駅
えき

 
・ノンステップバス

のんすてっぷばす
導⼊
どうにゅう

促進
そくしん

事業
じぎょう

 
助成
じょせい

件数
けんすう

：44台
だい

（平成
へいせい

25年度
ねんど

） 
⺠営
みんえい

バス事
ばす  じ

業者
ぎょうしゃ

の市内
しない

営業所
えいぎょうじょ

に
おける導⼊

どうにゅう
台数
だいすう

：499台
だい

 

○ 

中途
ちゅうと

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

センター
せ ん た ー

 18 か所
しょ

511⼈
にん

 
18か所

  しょ
・540⼈

にん
 

平成
へいせい

25年度
ねんど

末
まつ

 
○ 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

への居宅
きょたく

⽣活
せいかつ

 
⽀援
し え ん

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

 
推進
すいしん

 

平成
へいせい

24年度
ねんど

：難病
なんびょう

患者
かんじゃ

居宅
きょたく

⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

の各事業
かくじぎょう

を実施
じっし

 
平成
へいせい

25 年度
ねんど

は 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

ホームヘルパー
ほーむへるぱー

派遣
はけん

事業
じぎょう

・ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

⽇常
にちじょう

⽣活
せいかつ

⽤具
ようぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

、
難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

短期
たんき

⼊所
にゅうしょ

事業
じぎょう

は、
障害
しょうがい

施策
せさく

にある同様
どうよう

の事業
じぎょう

の中
なか

で
実施
じっし

 
外出
がいしゅつ

⽀援
しえん

に関する
かん

事業
じぎょう

と重症
じゅうしょう

患者
かんじゃ

を対象
たいしょう

とした⼀時
いちじ

⼊院
にゅういん

事業
じぎょう

の実施
じっし

（利⽤
りよう

実績
じっせき

増加
ぞうか

） 

○ 

まちのバリアフリー化
ばりあふりー      か

 
推進
すいしん

調査
ちょうさ

 
推進
すいしん

 
バリアフリー
ばりあふりー

基本
きほん

構想
こうそう

の 策定
さくてい

地区数
ちくすう

 
平成
へいせい

25年度
ねんど

：１地区
ちく

 
○ 

駅
えき

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

事業
じぎょう

 推進
すいしん

 

各駅
かくえき

においてのエレベータ
えれべーた

施設
しせつ

な
ど、バリアフリー

ばりあふりー
施設
しせつ

の整備
せいび

進展
しんてん

に
伴い
ともな

、⾼齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

への利⽤
りよう

⽀援
しえん

の⽐率
ひりつ

が低下
ていか

、お客
 きゃく

様
さま

ニーズ
にーず

の変化
へんか

により活動
かつどう

内容
ないよう

に課題
かだい

が⽣じて
しょう

い
ることから、活動

かつどう
⾃体
じたい

を休⽌
きゅうし

し、
平成
へいせい

25年度
ねんど

は活動
かつどう

実績
じっせき

なし 

× 
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障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

 41 か所
しょ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法⼈型
ほうじんがた

18か所
 し ょ

、機能
き の う

強化型
きょうかがた

23か所
  しょ

の計 41 か所
けい    しょ

で相談
そうだん

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

（社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法⼈型
ほうじんがた

のみ）、
⽇ 中
にっちゅう

活動
かつどう

事業
じぎょう

、⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

を
実施
じっし

 
・社会

しゃかい
福祉
ふくし

法⼈型
ほうじんがた

 
社会
しゃかい

福祉
ふくし

法⼈型
ほうじんがた

障害者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

活動
かつどう

ホーム
ほーむ

の整備
せいび

を進め
すす

、平成
へいせい

24年度
ねんど

末
まつ

に中区
なかく

に 18か所⽬
  しょめ

のホーム
ほーむ

が開所
かいしょ

 
これにより市内

しない
１区
   く

１か所
    しょ

、
計 18 か所
けい      しょ

の整備
せいび

が完了
かんりょう

しまし
た。 
 
・機能

きのう
強化型
きょうかがた

 
平成
へいせい

25年度
ねんど

末
まつ

時点
じてん

で、運営
うんえい

法⼈
ほうじん

の
統合
とうごう

を⾏った
おこな

事業所
じぎょうしょ

のうち、８
事業所
じぎょうしょ

で⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

事業
じぎょう

を拡充
かくじゅう

し
て実施

じっし
 

○ 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 
⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

 
18 か所 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

センター
せんたー

  
18か所

かしょ
整備
せいび

 
○ 

⺠間
みんかん

住 宅
じゅうたく

あんしん⼊ 居
にゅうきょ

 推進
すいしん

 ４件
けん

実施
じ っ し

     △ 

市営
し え い

住 宅
じゅうたく

の 供 給
きょうきゅう

 推進
すいしん

 36件
けん

 ○ 

⼩規模通所
しょうきぼつうしょ

施設
し せ つ

の 
設置
せ っ ち

促進
そくしん

 
推進
すいしん

 

・平成
へいせい

25年度
ねんど

末
まつ

事業所数
じぎょうしょすう

（⾒込み
みこ

） 
地域
ちいき

作業所
さぎょうしょ

（⾝
しん

・知
ち

）：2か所
しょ

  
地
ち

活
かつ

センター
せんたー

（⾝
しん

・知
ち

）：123か所
しょ

 
地
ち

活
かつ

センター
せ ん た ー

（精神
せいしん

）：73か所
し ょ

 

○ 

障害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じ り つ

⽣活
せいかつ

 
アシスタント
あ し す た ん と

事業
じぎょう

 
推進
すいしん

 
障害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じりつ

⽣活
せいかつ

アシスタント
あしすたんと

事業
じぎょう

：36か所
しょ

 
○ 

短期
た ん き

⼊ 所
にゅうしょ

・ 
⽇ 中
にっちゅう

⼀時
い ち じ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

 
推進
すいしん

 2事業所
じぎょうしょ

（平成
へいせい

25年度
ねんど

 ） ○ 

障害者
しょうがいしゃ

⽀援
しえん

施設
しせつ

の 
地域
ちいき

⽣活
せいかつ

⽀援
しえん

機能
きのう

の強化
きょうか

 
推進
すいしん

 2事業所
じぎょうしょ

（平成
へいせい

25年度
ねんど

 ） ○ 

《⽣活
せいかつ

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

》 113 か所
しょ

 
3,392⼈

にん 147 か所
しょ

・5,030⼈
にん
（平成

へいせい
24年度

ねんど
末
まつ

） ○ 

《⾃⽴
じ り つ

訓練
くんれん

(機能
き の う

訓練
くんれん

)事業所
じぎょうしょ

》 １か所
しょ

 
36⼈

にん 1 か所
しょ

・36⼈
にん

（平成
へいせい

24年度
ねんど

末
まつ

） ○ 
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《⾃⽴
じ り つ

訓練
くんれん

(⽣活
せいかつ

訓練
くんれん

)事業所
じぎょうしょ

》 10 か所
しょ

 
113⼈

にん 12 か所
しょ

・169⼈
にん

（平成
へいせい

24年度
ねんど

末
まつ

） ○ 

《宿泊型
しゅくはくがた

⾃⽴
じりつ

訓練
くんれん

(⽣活
せいかつ

訓練
くんれん

)事業所
じぎょうしょ

》
＞

( 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

⽣活
せいかつ

訓練
くんれん

施設
しせつ

(援護寮
えんごりょう

)含む
ふく

) 

4 か所
しょ

 
90⼈

にん 4 か所
しょ

・85⼈
にん

（平成
へいせい

24年度
ねんど

末
まつ

） △ 

《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

》 
(精神

せいしん
障害者通所
しょうがいしゃつうしょ

授産
じゅさん

施設
しせつ

含む
ふく

) 
31 か所

しょ
 

90⼈
にん 32 か所

しょ
・527⼈

にん
（平成

へいせい
24年度

ねんど
末
まつ

） ○ 

《就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

⽀援
し え ん

Ａ型
 が た

事業所
じぎょうしょ

》 11 か所
しょ

 
181⼈

にん 13 か所
しょ

・250⼈
にん

（平成
へいせい

24年度
ねんど

末
まつ

） ○ 

《就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

⽀援
し え ん

Ｂ型
  がた

事業所
じぎょうしょ

》 95 か所
しょ

 
2,121⼈

にん 95 か所
しょ

・2,095⼈
にん

（平成
へいせい

24年度
ねんど

末
まつ

） ○ 

《施設
し せ つ

⼊ 所
にゅうしょ

⽀援
し え ん

》 25 か所
しょ

 
1,210⼈

にん 27 か所
しょ

・1,395⼈
にん

（平成
へいせい

24年度
ねんど

末
まつ

） ○ 

 
（４）医療

いりょう
環 境
かんきょう

・医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 
状 況

じょうきょう
 

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の受診
じゅしん

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 推進
すいしん

 
・知的

ちてき
障害者
しょうがいしゃ

対応
たいおう

専⾨
せんもん

外来
がいらい

の設置
せっち

 
（２病院

びょういん
） 

・健康
けんこう

ノート
のーと

の配布
はいふ

 

△ 

医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

の障 害
しょうがい

理解
り か い

の促進
そくしん 推進

すいしん
 

・障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

施設
しせつ

の看護師
かんごし

等
とう

への 
研修
けんしゅう

実施
じっし

（６〜10⽉
がつ

） 
・医療

いりょう
従事者
じゅうじしゃ

等
とう

への講演会
こうえんかい

開催
かいさい

 
（88⼈

にん
参加
さんか

） 
・医

い
学部⽣
がくぶせい

への障 害
しょうがい

理解
り か い

研 修
けんしゅう

の
実施
じ っ し

 

△ 

⼊ 院
にゅういん

時
じ

⽀援
し え ん

・医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の検討
けんとう 推進

すいしん
 

・⾮医療
ひいりょう

職
しょく

のための研修会
けんしゅうかい

の実施
じっし

 
各年度
かくねんど

１回
  かい

（H23及び
およ

H24年度
ねんど

） 
・障害

しょうがい
施設
しせつ

で働く
はたら

看護師
かんごし

のための
巡回
じゅんかい

相談
そうだん

の実施
じっし

 11回
かい

（H25
年度
ねんど

） 
・重度

じゅうど
障害者
しょうがいしゃ

⼊院
にゅういん

時
じ

コミュニケーション
こみゅにけーしょん

⽀援
しえん

事業
じぎょう

 23
件
けん

（H25年度
ねんど

） 

〇 

初期
し ょ き

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

   推進
すいしん

 
・神奈川県

かながわけん
精神
せいしん

神経科
しんけいか

診療
しんりょう

所
じょ

協会
きょうかい

に協⼒
きょうりょく

要請
ようせい

し、精神
せいしん

保健
ほけん

指定医
していい

の確保
かくほ

に取り組んだ
と   く

 

○ 
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⼆次
に じ

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の拡 充
かくじゅう 推進

すいしん
 

・三次
さんじ

救急
きゅうきゅう

との共⽤
きょうよう

の病床数
びょうしょうすう

を確保
かくほ

し、⼟⽇
どにち

・午後
ごご

・深夜
しんや

に対応
たいおう

できる病院
びょういん

を増やした
ふ

 

○ 

救 急
きゅうきゅう

病 床
びょうしょう

の整備
せ い び 推進

すいしん
 

・ 横浜市
よこはまし

⼤センター
だいせんたー

病院
びょういん

と 北部
ほくぶ

病院
びょういん

に横浜
よこはま

市⺠
しみん

専⽤
せんよう

病床
びょうしょう

を
確保
かくほ

した。 
H25年度

ねんど
末
まつ

：各
かく

３床
しょう

 計６
けい

床
しょう

 

○ 

精神科
せ い し ん か

⾝体
しんたい

合併症
がっぺいしょう

転院
てんいん

事業
じぎょう 推進

すいしん
 

・ 精神科
せいしんか

病院
びょういん

⼊院中
にゅういんちゅう

の ⾝体
しんたい

合併症
がっぺいしょう

の ⽅
かた

を 専⽤
せんよう

病床
びょうしょう

に
転院
てんいん

し、必要
ひつよう

な医療
いりょう

を実施
じっし

した。 
平成
へいせい

25年度
ねんど

：70件
けん

 

△ 

 
（５）障害児

しょうがいじ
⽀援
し え ん

の体制
たいせい

強化
きょうか

 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 
状 況

じょうきょう
 

地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

の整備
せ い び 8 か所

しょ ８か所⽬
し ょ め

の整備
せ い び

完 了
かんりょう

 ○ 

地域
ち い き

療 育
りょういく

センター
せ ん た ー

の 
機能
き の う

拡 充
かくじゅう 8 か所

しょ ・全センター
ぜ ん せ ん た ー

において児童
じ ど う

発達
はったつ

⽀援
し え ん

（旧児童
きゅうじどう

デイサービス
で い さ ー び す

）を実施
じ っ し

 
○ 

地域
ちいき

療育
りょういく

センター
せんたー

の 
学校
がっこう

⽀援
しえん

の推進
すいしん 

保育所
ほ い く じ ょ

等
とう

訪問
ほうもん

⽀援
し え ん

として推進
すいしん 

平成
へいせい

25年度
ねんど

は 255校
こう

で実施
じっし

（学校
がっこう

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

として実施
じ っ し

） 
○ 

学齢
がくれい

障害児
しょうがいじ

の 
居場所づくり
いばしょ

の拡充
かくじゅう

 
児童
じどう

デイサービス
でいさーびす

の推進
すいしん 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

への
移⾏
い こ う

を推進
すいしん 

・児童
じどう

発達
はったつ

⽀援
しえん

52か所
かしょ

、放課後
ほうかご

等
とう

デイサービス
でいさーびす

を 58か所
  しょ

で実施
じっし

 
○ 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

⽀援
し え ん

の推進
すいしん 推進

すいしん
 

・障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

⽀援
しえん

事業
じぎょう

を 35か所
  しょ

で
実施
じっし

 
△ 

中学校期
ちゅうがっこうき

以降
いこう

における 
⽀援
しえん

の充実
じゅうじつ 推進

すいしん
 

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

⽀援
しえん

体制
たいせい

と
研修
けんしゅう

、市域
しいき

での連携
れんけい

について
検討
けんとう

を実施
じっし

 
○ 

中学校期
ちゅうがっこうき

以降
いこう

における 
⽀援
しえん

の充実
じゅうじつ ４か所 ・３か所⽬

    しょめ
の相談

そうだん
機関
きかん

設置
せっち

 △ 

重 症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

に 
おける⽀援

し え ん
機能
き の う

の 
強化
きょうか

・拡 充
かくじゅう 

3 か所
しょ 

・３か所⽬の整備
せいび

計画
けいかく

について地元
じもと

の理解
りかい

を得て
え

、基本
きほん

設計
せっけい

、実施
じっし

設計
せっけい

を実施
じっし

 
△ 
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障害児
しょうがいじ

施設
しせつ

における 
⽀援
しえん

機能
きのう

の強化
きょうか

・拡充
かくじゅう 推進

すいしん
 

・「なしの⽊
き

学園
がくえん

」の⺠営化
みんえいか

及び
およ

再整備
さいせいび

について、法⼈
ほうじん

選定
せんてい

、基本
きほん

設計
せっけい

を実施
じ っ し

 
・⺠間施設再整備１か所推進 

○ 

発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

等
とう

⽀援
し え ん

事業
じぎょう 推進

すいしん
 

・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

を複数
ふくすう

 
配置
はいち

 
・20校

こう
に学習

がくしゅう
⽀援員
しえんいん

を配置
はいち

 
・市⺠向け

しみんむ
に発達

はったつ
障害
しょうがい

理解
りかい

研修
けんしゅう

講座
こうざ

を年間
ねんかん

14回
かい

開催
かいさい

 

○ 

通 級
つうきゅう

指導
し ど う

教 室
きょうしつ

整備
せ い び

事業
じぎょう 推進

すいしん
 

・⻄
にし

が岡
おか

⼩学校
しょうがっこう

情緒
じょうしょ

障害
しょうがい

・⾔語
げんご

障害通級
しょうがいつうきゅう

指導
しどう

教室
きょうしつ

⼯事
こうじ

完了
かんりょう

(26年
ねん

4⽉
がつ

開級
かいきゅう

) 
・⼩学校

しょうがっこう
15校

こう
、中学校

ちゅうがっこう
4校

こう
、特別

とくべつ

⽀援
しえん

学校
がっこう

2校
こう

に設置
せ っ ち

 

○ 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び 推進

すいしん
 

・肢体
したい

不⾃由
ふじゆう

⼩中⾼
しょうちゅうこう

等部
とうぶ

と知的
ちてき

障害
しょうがい

⾼等部
こうとうぶ

を 併置
へいち

し た 若葉
わかば

台
だい

特別
とくべつ

⽀援
しえん

学校
がっこう

を開設
かいせつ

 
○ 

肢体
したい

不⾃由
ふじゆう

特別
とくべつ

⽀援
しえん

学校
がっこう

医療的
いりょうてき

ケア
けあ

体制
たいせい

整備
せいび

事業
じぎょう 推進

すいしん
 

・５校
  こう

の肢体
したい

不⾃由
ふじゆう

特別
とくべつ

⽀援
しえん

学校
がっこう

に、１校
  こう

あたり２〜３名
  めい

、計 14 名
けい   めい

の看護師
かんごし

を配置
はいち

 
○ 

障害児
しょうがいじ

学校
がっこう

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう 推進

すいしん
 

・⼩学校
しょうがっこう

336⼈
にん

、中学校
ちゅうがっこう

73⼈
にん

の
児童
じどう

⽣徒
せいと

に 対して
たい

学校
がっこう

⽣活
せいかつ

⽀援員
しえんいん

を配置
はいち

 
〇 

学齢
がくれい

障害児
しょうがいじ

夏休み
なつやす

⽀援
しえん

事業
じぎょう 推進

すいしん
 

・プール
ぷーる

指導
しどう

（５校
  こう

）、プール
ぷーる

開放
かいほう

（ ３校
  こう

）、 部活動
ぶかつどう

( ４校
  こう

）、
レクレーション
れくれーしょん

活動
かつどう

(３校
  こう

）等
とう

を
実施
じっし

 

○ 

学校
がっこう

施設
しせつ

のバリア
ばりあ

フリー化
ふりー    か 推進

すいしん
 

・平成
へいせい

25年度
ね ん ど

：８校
  こう

設置
せ っ ち

 
・⼩ 中 学 校

しょうちゅうがっこう
設置
せ っ ち

校数
こうすう

：137校
こう

 
○ 

 
（６）障害者

しょうがいしゃ
の就 労

しゅうろう
⽀援
し え ん

の⼀層
いっそう

の拡 充
かくじゅう

強化
きょうか

 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 
状 況

じょうきょう
 

企業
きぎょう

への雇⽤
こ よ う

⽀援
し え ん

の強化
きょうか 

雇⽤
こよう

事例
じれい

紹介
しょうかい

企業
きぎょう

（累計
るいけい

） 
40社

しゃ
 

・雇⽤
こよう

事例
じれい

紹介
しょうかい

企業
きぎょう

 
（累計

るいけい
）11社

しゃ
 

△ 
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働き続ける
はたら つづ

ための 

定着
ていちゃく

⽀援
しえん

の強化
きょうか 

就労
しゅうろう

⽀援
しえん

センター
せんたー

利⽤
りよう

登録者
とうろくしゃ

 
3,500⼈

にん
 

・就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

利⽤
り よ う

登録者
とうろくしゃ

 
3,678⼈

にん
 

○ 

体験
たいけん

実 習
じっしゅう

や訓練
くんれん

事業
じぎょう

等
とう

の拡 充
かくじゅう 

職場
しょくば

実 習
じっしゅう

 
利⽤者
りようしゃ

 
80名

めい
 

・職場
しょくば

実習
じっしゅう

利⽤者
りようしゃ

 
135⼈

にん
 

○ 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

や⼿帳
てちょう

のない障害者
しょうがいしゃ

へ

の⽀援
し え ん

の拡 充
かくじゅう 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の 
新規
しんき

就労者数
しゅうろうしゃすう

 
240名

めい
 

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の新規
し ん き

就労者数
しゅうろうしゃすう

 
225⼈

にん
 

△ 

福祉的
ふ く し て き

就 労
しゅうろう

の⼀層
いっそう

の充 実
じゅうじつ 

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

へ
の作業

さぎょう
斡旋
あっせん

件数
けんすう

 
130件

けん
 

・障害者
しょうがいしゃ

施設
しせつ

等
とう

への作業
さぎょう

斡旋
あっせん

件数
けんすう

 
193件

けん
 

○ 

 
（７）発達

はったつ
障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

⽀援
し え ん

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

事業名
じぎょうめい

 
計画
けいかく

⽬標値
もくひょうち

 

（26年度
ね ん ど

末
まつ

） 

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

 
時点
じ て ん

 
進⾏
しんこう

 
状 況

じょうきょう
 

発達
はったつ

障害
しょうがい

に対する
たい

理解
りかい

の促進
そくしん

のため
の取組

とりくみ 推進
すいしん

 
「世界

せかい
⾃閉症
じへいしょう

啓発
けいはつ

デーｉｎ
でー

横浜
よこはま

」の
実施
じっし  

○ 

関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

の促進
そくしん 推進

すいしん
 

・サポートコーチ
さぽーとこーち

事業
じぎょう

を実施
じっし

 
平成
へいせい

25年度
ねんど

から、⼀部
いちぶ

の区
く

で発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい

相談
そうだん

⽇
び

を設置
せっち

 
・地域

ちいき
の相談

そうだん
⽀援
しえん

機関
きかん

に向けた
む

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し 

○ 

具体的
ぐ た い て き

な⽀援
し え ん

策
さく

の開発
かいはつ

と普及
ふきゅう 推進

すいしん
 

・⽀援
しえん

開発
かいはつ

事業
じぎょう

（就労
しゅうろう

移⾏
いこう

⽀援
しえん

事業
じぎょう

）
を実施

じっし
 

・発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

サポートホーム
さぽーとほーむ

事業
じぎょう

を
開始
かいし  

○ 

発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

への⽀援
し え ん

の 
充 実
じゅうじつ 推進

すいしん
 

地域
ちいき

療育
りょういく

センター
せんたー

８か所
    しょ

で知的
ちてき

に
遅れ
おく

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

とした
通所
つうしょ

⽀援
しえん

事業
じぎょう

（旧児童
きゅうじどう

デイサービス
でいさーびす

事業
じぎょう

）を実施
じっし  

○ 

特別
とくべつ

⽀援
し え ん

教 育
きょういく

の推進
すいしん 

「個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

」について、
対象
たいしょう

となる全て
すべ

の児童
じどう

⽣徒
せいと

につい
て作成

さくせい 

全
ぜん

⼩中学校
しょうちゅうがっこう

で ⽀援
しえん

が 必要
ひつよう

な 児童
じどう

⽣徒
せいと

に対して
たい

「個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

」を
作成
さくせい

 
作成率
さくせいりつ

86.8%
％

（平成
へいせい

24年度
ねんど

） 

〇 
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３ 障害福祉サービス 
 
（１） 施設入所者の地域生活への移行 

          ※旧身体障害者更生施設を除く 

 平成 25 年度末の 

 入所者数【実績】 
1,544 人 

        

 平成 26 年度末の  

 入所者数【見込み】 
1,573 人 

        

平成 17 年 10 月から  

平成 25 年度末までの 

 入所者減少【実績】 

61 人 
        

平成 17 年 10 月から  

平成 26 年度末までの 

 入所者減少【見込】 

32 人 
        

 
 
（２） 入院中の精神障害者の地域生活への移行 

    ※地域移行・地域定着支援事業（市事業） 

平成 25 年度の地域移行人数 

【実績】 
19 人 

内 法定サービス利

用した人数９人   

平成 26 年度の地域移行人数 

【見込み】 
20 人 

内 法定サービス利

用した人数１０人     

 
 
（３）  福祉施設の利用者の一般就労への移行 

      ※福祉施設を退所し、一般就労した人数 

 平成 25 年度の 

 年間一般就労者数 

  【実績】 

251 人 
       

 平成 26 年度の 

 年間一般就労者数 

  【見込み】 

268 人 
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（４） 障害福祉サービス実績 
      ※平成 26 年度分は見込みを含みます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

人分地域移行支援

計画相談支援

5,890 人日分

865 人分

0 人分

平成23年度
（実績）

149,087 時間分

5,730 人分

92,906 人日分

人分 2 人分 3

人分

117 人分 1,341 人分

人分

3,000 人分

1,665 人分施設入所支援 1,626 人分 1,610 人分 1,594

人分

共同生活援助、
共同生活介護

3,054 人分 3,290 人分 3,510 人分2,700 人分

人日分 6,876 人日分 7,339 人日分

995 人分 1,072 人分 1,181

人分

82 人分 89 人分 89 人分

療養介護 170 人分 189 人分 18915 人分

人日分

1,865 人分 2,172 人分 2,505 人分

就労継続支援
（Ｂ型）

32,875 人日分 38,119 人日分 45,10226,232 人日分

1,452 人分

人日分

217 人分 350 人分 486 人分

就労継続支援
（Ａ型）

4,275 人日分 6,817 人日分 9,7262,575 人日分

131 人分

人日分

474 人分 556 人分 595 人分

就労移行支援

7,657 人日分 8,956 人日分 9,8857,007 人日分

427 人分

人日分

180 人分 188 人分 189 人分

自立訓練（生活訓練）

2,661 人日分 2,746 人日分 2,7731,678 人日分

99 人分

人日分

37 人分 26 人分 26 人分

自立訓練（機能訓練）

636 人日分 422 人日分 422666 人日分

41 人分

人日分

5,894 人分 6,271 人分 6,589 人分

7,029 人分 7,384 人分

生活介護

102,470 人日分 106,272 人日分 115,321

平成25年度
（実績）

平成26年度
（実績見込み）

居宅介護、重度訪問
介護、同行援護、行動
援護、重度障害者等
包括支援

163,630 時間分 176,627 時間分 189,682 時間分

6,456

0

6,644

2

43 人分

平成24年度
（実績）

人分

5,303 人分

0 人分 5 人分地域定着支援 人分

宿泊型自立訓練

短期入所

人分
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（５） 地域生活支援事業実績 
      ※平成 26 年度分は見込みを含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件 件

966 件

【排泄管理支援用具】 62,829 62,873 件 54,463 件 89,034

1,143 件【在宅療養等支援用具】

【情報・意思疎通支援用
具】

784 件 776 件 756 件

928 件 810 件 746 件

件

人

218

37 人

件 8,500 件

275

575 件 923

件件

時間分 54,781 時間分

重度障害者等入院時コ
ミュニケーション事業

29 件 31

316 件 244

4,642

72 件 86 件 107 件 85

時間分 47,762

3,851 人分 3,878 人分 4,045 人分

【介護・訓練支援用具】

【自立生活支援用具】 818 件

平成23年度
（実績）

平成24年度
（実績）

平成25年度
（実績）

平成26年度
（実績見込み）

件 8,184

成年後見制度利用支
援事業

16 人 18 人 26

コミュニケーション支援
【手話通訳者派遣】

7,471 件 7,670

人 515 人 529 人

コミュニケーション支援
【筆記通訳者派遣】

1,517 件 1,404 件

18 か所 18 か所 18 か所

件 1,700 件

件 23 件 31 件

1,592

【居宅生活動作支援用
具】

673 件

件

件

移動支援（移動介護・日常
必要外出（～H24)・通学通
所(H25～)）

52,261 時間分

人分

50,158

人

532

中途障害者地域活動セ
ンター
【登録者数】

日中一時支援 1,044 回

人

18 か所

539

か所 187 か所

3,904 人 4,219 人 4,061 人 3,895

地域活動支援センター
（作業所型）
【登録者数】

183 か所 202 か所 195

762 回 696 回 679 回
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