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 第３期 さかえ・つながるプラン 素案 

 
 
【現状と課題】 
１ 障害児・者を⽀える⾵⼟づくり 

栄区は、⽇本で初めての重度⼼⾝障害者通所施設が開設されるなど、⽇本の障害
者福祉（障害児・者の地域⽣活⽀援）をリードしてきたと⾔っても過⾔ではありま
せん。建設にあたっては、地元住⺠との議論を重ねたことにより、障害を理解し、
障害児・者も地域に出て共に交流しようとする⾵⼟をもたらしました。 

栄区の障害児・者は、現在も福祉施設や地域のイベントなどで、地域の中に溶け
込んでいますが、今後も障害の理解が深まり、地域の中でいきいきと暮らせるよう
にすることが⼤切です。 

 
≪障害別の変遷≫ 
（１）知的障害児・者 
   昭和 61 年、桂台に⽇本で初めての通所による重症⼼⾝障害者通所施設「朋」が

開設されました。同 63 年には、公⽥町に機能強化型地域活動ホーム（さかえ福祉
活動ホーム）、平成８年には「第２朋」が、平成 10 年には、中野町に「SELP・杜」
が開設され、職業訓練に向けての体制も整い始めました。また、平成 18 年には笠
間町に「ソイル栄」が開設され、⼊所施設も整備されました。 

 
（２）⾝体障害児・者 
   平成 11 年には、脳卒中などによる中途障害者の活動の場として、中野町に中途

障害者地域活動センター「わーくくらぶ・さかえ」が開設されました。 
   また、平成 18 年には、重度の⾝体障害者の⼊所施設として「リエゾン笠間」が

開設されました。 
   さらに、平成 24 年には、多機能型拠点「郷（さと）」が、医療ケアを必要とす

る重症⼼⾝障害児・者等を対象に、開設しています。 
 
（３）精神障害者 
   平成元年、桂町に地域作業所「かつら⼯房」がスタート、平成 16 年には、    

ＮＰＯ法⼈「みちくさみち」として改組されました。 
平成 8 年には、地域活動⽀援センター「すぺーすモモ」が開設されたほか、平

成 13 年には、⼩菅ヶ⾕に精神障害者の⽣活相談の拠点として「⽣活⽀援センター」
が整備されました。 

さらに平成 28 年３⽉、精神障害者が地域において⾃⽴した⽇常⽣活・社会⽣活
を営むことが出来るよう、地域活動⽀援センター「egao」が開所しました。 

 
（４）⾝体・知的・精神障害者を対象とした地域作業所 
   障害の種別にかかわらず、在宅の障害者が、地域で⾃⽴した⽣活を営めること

を⽬的として、平成 16 年に地域作業所「まってる」平成 19 年に「第 2 まってる」
が開設されました。 

 
 

テーマ６ 障害者が安⼼して暮らせる地域づくり 
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（５）地域⽀援拠点 
   障害児・者の地域⽣活を⽀援するための区内の拠点として、平成１１年に法⼈

型地域活動ホーム「サポートセンター「径」」が開設されました。 
   「径」は、障害のある⽅が安⼼して暮らせる地域・社会を⽬指して「⽇中活動

⽀援事業」と「⽣活⽀援事業」「相談⽀援事業」の 3 事業に加え、これらの事業を
通して明らかになった課題に取組むため、栄区後⾒的⽀援室「とんぼ」を運営し
ています。 

「とんぼ」では、障害のある⽅とご家族が⼤切にしている地域での暮らしがこれ
からも続くように、スタッフが定期訪問し将来の夢や希望といった思いを確認しな
がら、地域で安⼼して暮らせる⽅法を⼀緒に考えています。 

  
２ 障害児・者と地域との交流 

障害児・者と区内地元中学⽣や地域との交流を⽬指して、平成７年から「ふれあ
い運動会」が、障害児の余暇活動⽀援を⽬指して、平成 12 年から「ほっとスクール」
事業が開催されています。また、芸術を通して障害理解を進める「ふれあいコンサ
ート」を平成 27 年 11 ⽉に実施しています。 

また、アートを通じて、障害者の社会参加を進める取り組みとして、平成 22 年か
ら「さかえｅｇａｏプロジェクト」が展開されています。 

区内の福祉施設では地域とのふれあい、交流を図るために、イベントの時には、
近隣の地域住⺠の⽅々に呼びかけ、障害に対しての理解を広める取組をしています。  

 
３ 障害児・者の現状と課題 
（１）栄区の障害者⼿帳所持者の状況 

 
 
 
   発達障害など障害概念の拡⼤、ストレスを起因としたうつ病の増加などにより、

障害者⼿帳の所持者はこの６年間で約 20％、⼈⼝⽐率では 0.8％増えています。 
   特に⾝体障害では 11％増なのに⽐して、「愛の⼿帳」は約 30％、精神障害者保

健福祉⼿帳は約 46％の増加になっています。 
 
 

 
 

出典：横浜市統計書 



 

67  

 

 第３期 さかえ・つながるプラン 素案 

（２）特別⽀援学校卒業⽣の進路状況 
毎年 3 ⽉までに、概ね 100％の学⽣が福祉施設への通所などが決まりますが、

障害特性に対応できる就労場所が⾝近に無く、通いきれなくなってしまう等の問題
があるため、就労等の⽇中の活動を継続するために、どのような課題があるのかさ
らに検討を重ねて、⾝近なところで多様な就労形態を持つ福祉施設などの仕組みを
検討する必要があります。 

幼少期から親も将来の⾒通しを持った関わりが出来るような⽀援を充実するこ
とで持っている⼒を存分に発揮し、スムーズに就労に移⾏することが期待できます。  

 
（３）障害者および介護者の⾼齢化の状況 

  障害者⾃⾝の⾼齢化はもちろん、障害児・者の家族も⾼齢化して介護保険を受け
るなどで障害を起因としたひきこもりケースを把握することが増えています。 

親が⾼齢化し、問題が複雑化する前に早いうちから、相談機関につながり、適切
な医療と⽀援をする必要があります。地域でも気づきあい、相談先を紹介するなど
の地域コミュニティが充実することが⼤切です。 

 
（４）⾃⽴⽀援医療（精神通院）および精神福祉保健相談の状況 

⾃⽴⽀援医療費を平成 26 年度は 1,808 ⼈が受給しており、その数は年々増加
しています。 

精神福祉保健相談に関しては、家族を含めた複合的な⽀援が求められています。 
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コラム：障害者差別解消法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 これまで、障害児・者の基本的⼈権の保障については、「障害者基本法」がその理
念を定めていましたが、内容は具体的措置までを求めるものではありませんでした。
このたび、平成 25 年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、
「障害者差別解消法」とする）が成⽴し、差別解消についての具体的な取り組みが要
請されることになりました。この法律は、平成 28 年 4 ⽉から施⾏されています。 

  この法律では、「障害を理由とする不当な差別的取扱い」と、「障害者への合理的
な配慮をしないこと」を差別として禁じています。 

  「不当な差別的扱い」とは、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提
供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような⾏為をいいます。例えば
⾞いすを利⽤しているということだけで⼊店を拒否したり、提供できるサービスの
内容を制限したりするようなことなどです。 

⼀⽅、「合理的配慮をしないこと」とは、障害のある⽅から何らかの配慮を求める
意思の表明があり、その実現に負担がかかりすぎるということもないのに必要な配慮
を⾏わないということです。例えば聴覚に障害がある⼈に筆談や⼿話などの配慮を⾏
わなかったり、視覚に障害のある⽅に⽂字だけで説明し読み上げなどの配慮を⾏わな
かったりする場合などです。障害のある⼈が困っているときには、その障害に合った
必要な⼯夫ややり⽅を相⼿に確認しながら、配慮した対応をすることが必要です。今
後、⾏政機関においては、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を⽰す「対
応要領」や「対応指針」を作成するとともに、地域レベルでは、差別解消の取り組み
を進めるための「障害者差別解消⽀援地域協議会」を組織し、地域全体として主体的
な取り組みを⾏っていくことが求められています。 
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【⽬指すべき地域社会のあり⽅】 
 
１ 暮らしやすい、社会参加のある地域社会 

障害児・者が、幼少期から地域の中で⾒守られ、運動会やお祭りなどの地域⾏事
にも積極的に参加し、交流を深めることができるような地域社会を⽬指します。 

  栄区では、保育園が福祉施設に訪問するなどの交流や、ふれあい運動会において、
中学⽣と栄区内のほぼ全施設の障害児・者の⽅々やボランティアがふれあうなどの
交流の機会が充実しており、障害児・者への理解は深まってきています。しかし、
今後もより⼀層の障害児・者への理解を深めるための取組が必要です。 

  また、バリアフリー法で、本郷台駅から徒歩圏とされる概ね半径 500 メートル範
囲はバリアフリー化が実施されていますが、今後は区内を移動するために、不都合
な所はないか等確認していく必要があります。 

   
【地域社会の実現に向けて取り組むべき施策】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾃ 

助 

共 

助 

知る 

 参加・⾏動する 

 つながる 

①地域に向けた理解のよびかけ 
障害当事者の声を広く地域へ届け、障害を理解するために障害当事者による研

修会、講演会等を実施します。加えて、福祉施設やふれあい運動会などのイベン
トを⾏い、交流を進めます。 

①幼少期からの多様な交流の場の充実 
世代間交流を⽬的として、福祉施設と保育所等との交流を推進し、地域におけ

る居場所づくりや地域のイベントへの参加を促進します。 

①個性や多様性を⼤切にする⾵⼟づくり 
障害の理解が深まり、誰もが暮らしやすい地域となるように、研修会や啓発、

講演会、イベント等を通じて個性や多様性を⼤切にする⾵⼟づくりを進めます。 
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【⽬指すべき地域社会のあり⽅】 
 
２ 地域社会で重要な役割を果たす福祉施設等関係施設 

障害児・者の養育者が発達障害等の障害特性を幼少期から受け⽌め、専⾨機関（医
療機関も含む）と連携して育てていけるように⽀援していくことが⼤切です。 

ひきこもりについては、家族だけで抱えこむことのないよう、第三者（相談機関）
による早期からの⽀援が必要です。寄せられた相談については的確に専⾨機関（医療
機関も含む）につなぐとともに、家族が相談しやすいような環境作りを進めます。 

さらに、福祉施設等の関係施設は、ボランティアなどの⼈材輩出、⽂化交流、まち
の活性化だけでなく、学校や保育園などとの交流から、福祉教育に⾄るまで、地域に
貢献しています。今後も、地域とのつながりを通じて、地域社会での交流・発信拠点
などとして重要な役割を果たしていきます。 
 
【地域社会の実現に向けて取り組むべき施策】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾃ 

助 

共 

助 

知る 

 参加・⾏動する 

①学校、企業、事業所等と連携した障害理解の促進 
学校、企業、事業所等が連携し、研修会や連絡会、障害児・者が作成した製品

の販売協⼒を開催し、障害に対する理解を深めます。 

①障害特性に合わせた福祉的就労も含めた⽇中活動の場づくり 
⾃⽴⽀援協議会（活動連絡会）などをとおして、⽇中活動に繋げ、継続するた

めの取組を進めます。また、⾼校卒業後の進路について検討する連絡会で、課題
抽出と解決に向けた取組を実施し、福祉的な就労の場を創出します。 
 
②ひきこもりなどにより外に出られない⼈への⽀援 

学校や⽣活⽀援センターなどの関係機関と連絡会等を実施し、家族が相談しや
すいような環境整備を進めるとともに「地域若者⽀援協議会」へ参加するなどで、
地域の専⾨機関との連携を進めます。 

①障害児・者を⽀援する⼈の育成 
ボランティア及びあんしんキーパー育成講座を実施し、障害児・者本⼈に困り

ごとがあった際に対応する体制を整えます。 

 つながる 



 

71  

 

 第３期 さかえ・つながるプラン 素案 

【⽬指すべき地域社会のあり⽅】 
 
３ ⾒守りネットワークのある地域社会 

障害児・者を早い時期から適切な⽀援につなげることができるようにするためには、
関係機関の⾒通しを持った関わりと、地域の声かけや⾒守りが必要です。⾦銭管理や、
⽇常⽣活のサポートなどを他⼈事とはせず、適切な制度や関係機関につなげることが
できる、⾒守りネットワークのある地域社会を⽬指します。 

 
 
【地域社会の実現に向けて取り組むべき施策】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共 

助 

知る 

 参加・⾏動する 

 つながる 

①障害について話し合う場づくり 
⾃⽴⽀援協議会で、障害児・者の将来を⾒通した関わりや地域での障害理解を

深める取組を展開します。 

①障害に合わせたきめ細かな移動⼿段の確保 
移動情報センター推進会議等を実施し、障害児・者が外出しやすいように環境

を整え、社会参加を促進します。 

①災害時要援護者避難⽀援体制づくり 
特別避難場所、地域防災拠点ごとに訓練を実施するだけでなく、訓練への参加

を促進し、災害時における要援護者避難⽀援に対する意識を⾼めます。 
 

②つないでフォローするネットワークづくり 
 病院や警察、消防、事業者等、区内各機関が連携した、「つないでフォローする
仕組」を作ります。 

⾃ 

助 
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コラム：訪問の家と桂台⼩学校とのつながり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コラム：さかえｅｇａｏプロジェクト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 全国で初めてとなる重度⼼⾝障害者の通所施設（「朋」）を開設した訪問の家は、桂
台エリアを中⼼に地域の保育園や⼩中学校と交流を重ね、毎年⾏われるお祭りなどに
は多くの地域住⺠が参加しています。 
 例えば桂台⼩学校１・２年⽣と「桂台地域ケアプラザ」を利⽤する⾼齢者で⾏われ
る交流会、３・４年⽣と「朋」で⾏われるサッカーやボウリングなどを通じての交流、
５・６年⽣と「径」で⾏われるパン作りや⽸つぶしなどの作業体験を通じての交流な
どが、毎年、いろいろなテーマで⾏われています。さらに、夏休みにはこどもたちが
⾃主的にボランティアに来て、利⽤者と⼀緒に⾷事をしたり作業などをして貴重な交
流と体験を積み重ねています。 

 また、毎年 10 ⽉には、「朋」に隣接する桂台中学校を会場に、区内の障害者施設
メンバー、中学⽣ボランティア、ボランティア団体が⼀堂に会して「さかえ・ふれあ
い運動会」が開催されています。平成 27 年度は、第 21 回を迎え、あいにくの⾬に
も拘わらず約 700 名の参加のもと盛⼤に盛り上がりました。 

  

さかえ egao プロジェクトは、栄区内でモノ作りを⾏い販売している全ての障害者福
祉事業所と栄区にゆかりのあるアーティストが協働で進めているプロジェクトです。 

主な活動は、①各事業所とアーティストで⾏う製品の開発と販売。と②年 1 回⾏う
フェスティバルの開催です。 

① egao 製品には、例えば事業所メンバーの書いた⽂字をシルクスクリーンで写し
こんだトートバッグ、栄区で育った花を押し花にしたラベルタグ、栄区キャラクタ
ーを形どったタッチークッキーなどおしゃれなものがたくさんあります。 

② egao フェスティバルは毎年公会堂で⾏われています。内容は３部構成で、egao 
製品の販売。アーティストによるコンサートやワークショップ。「笑顔」をテーマ
にした絵のコンテストなど盛りだくさんです。当⽇は、製品を販売する事業所メン
バーたち、絵を⾒たりワークショップに参加する⼦どもたち、コンサートや買い物
を楽しむ⼤⼈たちなどが⼀同に集まり、多くの笑顔が会場全体を包み込みます。 
 


