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１．計画の策定にあたって 

 

 障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」（以下、「障害者総合支援法」）及び「児童福祉法」の基本指針に即して定めます。また、

第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画は、第４期障がい福祉計画の実績を踏まえ、策

定します。 

 なお、「障害者総合支援法」第８８条第６項において、障がい福祉計画と障がい児福祉計画を一

体的に定めることができると規定されていることから、本市は一体的に定めることとします。 

 

１）第 5期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画に定める事項 

 「障害者総合支援法」第８８条、「児童福祉法」第３３条の２０の規定に基づき、国の基本指針

に沿って、計画の方針、障がい福祉サービス・障がい児支援等の見込量、地域生活支援事業の見

込み及び提供体制の確保に関する事項を定めます。 

＜定める事項＞ 

○障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項 

○各年度における指定障がい福祉サービス及び相談支援の種類ごとの必要量の見込み 

○地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 

○障がい児通所支援及び障がい児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

○各年度における指定通所支援又は指定障がい児相談支援の種類ごとの必要な見込量 

 

２）第 5期障がい福祉計画・第１期障がい福祉計画の期間 

 第 5期障がい福祉計画・第 1期障がい児福祉計画の期間は「障害者総合支援法」に基づく基本

指針で定めるとおり 3年間とし、平成３０年度から平成３２年度までとします。 

 

３）第 5期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画策定のポイント 

○計画の方針は第 4期を踏襲しつつ、課題の変化に臨機応変に対応します。 

  第４期障がい福祉計画策定時の基本指針において示した考え方を基本的に踏襲しつつ、共生

社会の実現や障がい児発達支援の充実等、社会の課題の変化にも適切に対応します。 

○第 4期計画の進捗状況の分析と評価に基づく計画とします。 

第 4 期障がい福祉計画の実績に基づき、第 5 期障がい福祉計画・第 1 期障がい児福祉計画

に向けた課題の整理を行い、それらを踏まえサービス基盤整備を推進します。こうした取り組

みを念頭に置き、数値目標及びサービス見込み量を設定します。 
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４）基本的な考え方 

○障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援の実施 

共生社会を実現するため、障がい者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮する

とともに、障がい者等が必要とする障がい福祉サービス等の支援を受けつつ、その自立と社会

参加の実現を図っていくことを基本として、障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の

提供体制の整備を進めます。 

 

○障がい種別によらない障がい福祉サービスの実施 

  身体障がい、知的障がい、精神障がい及び難病など、障がいの種別や年齢にかかわらず、必

要なサービスが利用できるよう、市内の相談支援事業「なんでも・そうだん・やまと」と連携

し、支援を実施していきます。 

 

○入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応し

たサービス提供体制の整備 

障がい者等の自立支援の観点から、地域移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課

題に対応できるサービスの提供体制の整備を進めます。そのために、地域生活支援拠点機能や

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム体制の整備を進めます。 

 

○地域共生社会1の実現に向けた取り組みの推進 

地域の実情に応じた柔軟なサービス提供や、医療を要する状態にある障がい者等が、円滑な

支援が受けられるよう、介護、福祉、医療、保育、教育等が一体となった支援体制の整備を進

めます。 

 

○障がい児の健やかな育成のための発達支援の実施 

質の高い専門的な発達支援を行う障がい児通所支援等の充実を図るとともに、障がい児のラ

イフステージに沿って切れ目のない一貫した支援を提供する体制の整備を進めます。 

 

 

以上の考え方に基づき、第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画の数値目標と見込量の

設定を行いました。 

 

 

                                                   
1 地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の

多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つな

がることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。（厚生労働省

資料より） 
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２．成果目標 

１）福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する目標値 

 

（国の指針） 

目標設定の考え方 

・平成３２年度末において、平成２８年度末時点の施設入所者数の９％以上が地域生活

に移行することとする。 

・平成３２年度末において、平成２８年度末時点の施設入所者数の２％以上を削減する。 

 

（本市の考え方） 

（１）福祉施設から地域生活への移行者数 

 平成２８年度末時点での施設入所者の９％以上が地域生活に移行することを基本とする国の指

針に留意し、平成２９年度の動向を含むこれまでの実績、施設に入所している障がい者の状況や

ニーズ、今後のグループホームの整備見通しなどを総合的に勘案し、実情を踏まえて目標を設定

します。 

 

（２）施設入所者数の削減 

 平成２８年度末時点での施設入所者数の２％以上の削減を目指すという国の指針については、

将来に向けた長期的な目標として、その趣旨は尊重しつつ、平成２９年度の動向を含むこれまで

の実績、施設に入所している障がい者の状況やニーズ、今後のグループホームの整備見通しなど

を総合的に勘案し、実情を踏まえて目標を設定します。 

 

（具体的目標） 

項目 数値 考え方 

平成２８年度末の入所者数

（Ａ） 
１５４人 平成２８年度末の数 

【目標値】地域生活移行 

（Ｂ） 

１４人 

（９．１％） 

（Ａ）のうち、平成３２年度末までに

地域移行する方の目標数 

新たな施設入所利用者数 

（Ｃ） 
１４人 

平成３２年度末までに新たに施設入

所支援が必要な利用人員見込 

平成３２年度末の入所者数

（Ｄ） 
１５４人 

平成３２年度末の利用人員見込 

（Ａ－Ｂ＋Ｃ） 

【目標値】入所者減少見込 

（Ｅ） 
０人 差引減少見込数（Ａ－Ｄ） 
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２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する目標 

 

（国の指針） 

目標設定の考え方 

・平成３２年度末までに、各市町村または各圏域に保健、医療、福祉関係者による協議の

場を設置する。 

 

（本市の考え方） 

 平成３２年度末までに全ての市町村ごとに、協議会やその専門部会など、保健、医療、福祉関

係者による協議の場を設置するという国の指針を踏まえ、既存の協議会の活用も考慮に入れつつ、

精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの体制を整備します。 

 

（具体的目標） 

項目 方策 

保健、医療、福祉関係者によ

る協議の場の設置 

平成３２年度末までに、保健、医療、福祉関係者による協

議の場を設置します。 

 

 

 

３）地域生活支援拠点等の整備に関する目標 

 

（国の指針） 

目標設定の考え方 

・平成３２年度末までに、各市町村または各圏域に少なくとも１つ整備する。 

 

（本市の考え方） 

 県の事業や地域における既存施設・事業所の機能を活用し、面的な機能整備により効果的な支

援体制を整備するよう努めてきました。これらの施設の機能、連携強化に向けて、更なる整備を

図ります。 

 

（具体的目標） 

項目 方策 

地域生活支援拠点等の整備 
地域における既存の施設・事業所の有する有機的な連携

により、面的な機能整備、連携強化を行います。 
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４）福祉施設から一般就労への移行等に関する目標値 

 

（国の指針） 

目標設定の考え方 

・一般就労への移行実績を、平成３２年度において、平成２８年度の移行実績の１．５倍

以上とする。 

・平成３２年度末における就労移行支援事業の利用者数を、平成２８年度末における利

用者数の２割以上増加する。 

・平成３２年度末において、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とする。 

・平成３２年度末において、就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の

職場定着率を８割以上とする。 

 

（本市の考え方） 

（１）福祉施設から一般就労への移行者数 

 平成２８年度の一般就労への移行実績の１．５倍以上とする国の指針に留意しつつ、これまで

の実績、福祉施設を利用している障がい者のニーズ、ハローワーク等の労働施策との連携体制な

どを総合的に勘案し、実情を踏まえて目標を設定します。 

 

（２）就労移行支援事業の利用者数 

 平成２８年度末の就労移行支援事業の利用者数の２割以上を増加するという国の指針に留意し

つつ、これまでの実績、福祉施設を利用している障がい者の状況やニーズ、就労移行支援事業所

の状況などを総合的に勘案し、実情を踏まえて目標を設定します。 

 

（３）就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

 実利用者の就労移行率が３割以上である事業所の比率が、事業所全体の５割以上とする国の指

針に留意しつつ、実情を踏まえて目標を設定します。 

 

（４）就労定着支援事業による職場定着率 

 就労定着支援事業による支援を開始した時点から１年後の職場定着率を８割以上とする国の指

針に留意しつつ、実情を踏まえて目標を設定します。 
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（具体的目標） 

項目 数値 考え方 

平成２８年度の一般就労への移行 

者数 

３０人 平成２８年度実績 

【目標値】平成３２年度の一般就労 

への移行者数 

４５人 

（1．５倍） 
平成３２年度目標数 

平成２８年度就労移行支援事業の 

利用者数 
７５人 平成２８年度実績 

【目標値】平成３２年度就労移行 

支援事業の利用者数 

11８人 

（6割増） 

平成３２年度目標数 

（参考：指針による目標値９０人） 

【目標値】就労移行率が３割以上の 

就労移行支援事業所の割合 
5割 平成３２年度末目標 

【目標値】就労定着支援事業の支援

開始から１年後の職場定着率 

8割 平成 31年度末目標 

8割 平成 32年度末目標 

 

 

 

５）障がい児支援の提供体制の整備等に関する目標 

 

（国の指針） 

目標設定の考え方 

・平成３２年度末までに、児童発達支援センターを１カ所以上設置する。 

・平成３２年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

・平成３２年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放

課後等デイサービス事業所を１カ所以上確保する。 

・平成３０年度末までに、各市町村または各圏域に保健、医療、障がい福祉、保育、教育

等、医療的ケア児支援の関係機関が連携を図るための協議の場を設置する。 

 

（本市の考え方） 

（１）児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築 

 児童発達支援センターは、障がいの重度化や重複化に対応する専門的機能の強化を図り、地

域の専門的な通所拠点施設として位置付け、重層的な障がい児通所支援体制を構築します。 

 

（２）保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

 障がい児の地域社会への参加を推進するため、保育所等訪問支援の安定した利用の促進を図

ります。 
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（３）重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事

業所の確保 

 主に重症心身障がい児を支援するため、児童発達支援センター及び専門的機能を有した事業

所の利用促進を図ります。 

 

（４）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

 医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、保健・医療・障がい福祉・保育・教育などの

関係機関が連携を図るための協議を進めます。 

 

（具体的目標） 

項目 数値 方策 

児童発達支援センターを中核とし 

た重層的な地域支援体制の構築 
１カ所 

児童発達支援センター第１松風園を中核と

し、より重層的な地域支援体制の構築を目指

します。 

保育所等訪問支援を利用できる 

体制の構築 
１カ所 

既存の市内事業所を中心に、更なる安定利用

の促進を図ります。 

重症心身障がい児を支援する 

「①児童発達支援事業所」及び 

「②放課後等デイサービス事業所」 

の確保 

① ２カ所 
既存の市内事業所を中心に、更なる安定利用

の促進を図ります。 
② ２カ所 

医療的ケア児支援のための関係 

機関の協議の場の設置 
有 

障害者自立支援協議会で行われている協議

を深め、関係機関の更なる連携を進めます。 

 

 



8 

 

３．障がい者福祉サービス及び障がい児支援の種類ごとの必

要量の見込み 

 

居宅介護（ホームヘルプ）・生活介護・就労移行支援・児童発達支援・短期入所等の指定障がい

者福祉サービス、指定相談支援、障がい児通所支援及び障がい児相談支援の平成３２年度までの

必要量を実績に応じて見込んでいます。 

なお、「障害者総合支援法」及び計画の基本指針にならい、障がい児・者を複合した表記を“障

がい者等”としています。 

  

１）訪問系サービス 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

居宅介護 
障がい者等に対して、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護

を行います。 

重度訪問介護 
常時介護を必要とする障がい者に対して、入浴・排せつ・食事や外出

時の移動中の介護を総合的に行います。 

行動援護 

知的障がい又は精神障がいによって行動上著しく困難であって、常時

介護を必要とする障がい者等に対して、行動する際に生じる危険を回

避するために必要な援護や外出時の移動中の介護等を行います。 

重度障害者等包括支援 
常時介護を必要とする障がい者等に対して、介護の必要度が著しく高

い場合に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

同行援護 
視覚障がい者等が外出するときに、移動に必要な情報や、必要な援護

を行います。 

 

（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

訪問系サービス 

（合計） 

時間 ３，７８４ ３，９２７ ４，３６２ ４，５３７ 

人 ２３８ ２５１ ２６２ ２７１ 
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２）日中活動系サービス 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

生活介護 
常に介護を必要とする障がい者に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護

などを行うとともに、創作的活動、生産活動の機会を提供します。 

自立訓練（機能訓練） 
障がい者が自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、

機能向上の訓練を行います。 

機能訓練：身体機能の向上訓練を行います。 

生活訓練：生活能力の向上訓練を行います。 
自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 
一般企業などへの就労を希望する障がい者に、一定期間、就労に必要

な知識や能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援Ａ型 
一般企業等での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

Ａ型：雇用型 

Ｂ型：非雇用型 
就労継続支援Ｂ型 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般企業に就労した障がい者に、就労に

伴う生活面の課題に対応するため、一定期間、事業所、家族などの連

絡調整を行います。（平成 30年度新設） 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする障がい者に、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 

短期入所（福祉型） 
障がい者等を自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も

含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

福祉型：障がい者支援施設等において実施します。 

医療型：病院、診療所、介護老人保健施設において実施します。 
短期入所（医療型） 

 

（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

生活介護 

人日 ５，９９２ ６，０９１ ６，３３５ ６，５８０ 

実利用者数 

（人） 
３１５ ３２４ ３３７ ３５０ 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日 ２３ ４６ ４６ ４６ 

実利用者数 

（人） 
１ ２ ２ ２ 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日 １４４ ２７８ ２９９ ３２２ 

実利用者数 

（人） 
１１ １２ １３ １４ 
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サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

就労移行支援 

人日 １，６６７ １，８２４ ２，０３３ ２，２４２ 

実利用者数 

（人） 
８８ ９６ １０７ １１８ 

就労継続支援Ａ型 

人日 ６１６ ６８０ ７６０ ８４０ 

実利用者数 

（人） 
３１ ３４ ３８ ４２ 

就労継続支援Ｂ型 

人日 ５，２８３ ５，５５９ ５，７２９ ５，８９９ 

実利用者数 

（人） 
３２０ ３２７ ３３７ ３４７ 

就労定着支援 
実利用者数 

（人） 
（新設） ３５ ４０ ４５ 

療養介護 
年間見込量 

（人） 
１６ １７ １８ １９ 

短期入所（福祉型） 

人日 ４０７ ４５７ ４６６ ４７８ 

実利用者数 

（人） 
８１ ８４ ８６ ９０ 

短期入所（医療型） 

人日 ５５ ５５ ５８ ５８ 

実利用者数 

（人） 
１８ １８ １９ １９ 

 

 

 

３）居住系サービス 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

共同生活援助 
夜間や休日、共同生活を行う居住において、障がい者の相談や日常

生活上のサービスを提供します。 

施設入所支援 
施設に入所する障がい者に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事等の

サービスを提供します。 

自立生活援助 

共同生活援助や施設入所を利用していた障がい者が一人暮らしへ

の移行を希望する場合に、本人の意思を尊重した地域生活を支援

するため、一定期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により適時な

タイミングで適切なサービスを提供します。（平成 30年度新設） 
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（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

共同生活援助 人／月 １７２ １８２ １９２ ２０２ 

施設入所支援 人／月 １６１ １６３ １６５ １６７ 

自立生活援助 人／月 （新設） ０ １ １ 

 

 

 

４）計画相談支援 

 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

計画相談支援 
障がい者の総合的な相談やサービスの利用援助など、サービス利

用計画2の作成等を行います。 

地域相談支援 

（地域移行支援） 

障がい者の総合的な相談やサービスの利用援助など、サービス利

用計画の作成等を行います。 

地域移行支援：入院中から、住居の確保や新生活の準備等の支援を

行います。 

地域定着支援：地域生活している者に対し、24時間の連絡相談等

のサポートを行います。 

地域相談支援 

（地域定着支援） 

 

（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

計画相談支援 人／月 １４４ １５５ １６５ １７５ 

地域相談支援 

（地域移行支援） 
人／年 １ １ ２ ２ 

地域相談支援 

（地域定着支援） 
人／年 １ １ ２ ２ 

 

 

  

                                                   
2 サービス利用計画 

障がい者が障がい福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて指

定相談支援事業者が作成する。指定相談支援事業者は障がい者の心身の状況、環境、サービス

利用に関する意向その他の事情を勘案して、利用するサービスの種類、内容等についての計画

を立てるとともに、サービス提供が確保されるように関係機関との連絡調整等を行う。 
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５）障がい児通所支援（障がい児福祉サービス） 

（サービスの種別とサービスの内容） 

サービスの種別 サービスの内容 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練等を行います。 

医療型児童発達支援 重症心身障がい児を対象に児童発達支援および治療を行います。 

放課後等デイサービス 
授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必

要な訓練、社会との交流の促進等、必要な支援を行います。 

保育所等訪問支援 

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との

集団生活への適応のための専門的な支援等、必要な支援を行いま

す。 

居宅訪問型児童発達支援 

重症心身障がい児であって障がい児通所支援を受けるために外

出することが困難な障がい児を対象に、自宅を訪問して児童発達

支援を行います。（平成 30年度新設） 

障害児相談支援 
障がい児通所支援の利用を希望する障がい児を対象に、障がい児

支援利用計画3を作成します。 

医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコー

ディネーターの配置人数 

重度かつ医療的ケアを要する障がい児に対して、福祉、医療、保

育、教育等の関連分野の支援を調整するコーディネーターを配置

します。 

 

（年度別月あたり見込量） 

サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

児童発達支援 

人日 １，３４９ １，３４９ １，４１９ １，４８９ 

実利用者数

（人） 
２４４ ２４４ ２６４ ２８４ 

医療型 

児童発達支援 

人日 ０ ０ ０ ０ 

実利用者数

（人） 
０ ０ ０ ０ 

放課後等 

デイサービス 

人日 ３，１０６ ３，５９０ ４，０４０ ４，４９０ 

実利用者数 

（人） 
５８７ ６７１ ７５５ ８３９ 

保育所等 

訪問支援 

人日 １６ １７ ２０ ２４ 

実利用者数 

（人） 
１４ １４ １７ ２０ 

                                                   
3障がい児支援利用計画 

障がい児が障害児通所支援を適切に利用できるよう、利用者の依頼を受けて指定障がい児相談支

援事業者が作成する。事業者は障がい児の心身の状況、環境、サービス利用に関する意向その他

の事情を勘案して、利用するサービスの種類、内容等について計画を立てるとともに、サービス

提供が確保されるように関係機関との連絡調整等を行う。 
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サービス種別 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

居宅訪問型 

児童発達支援 

人日 

（新設） 

０ ０ ５ 

実利用者数

（人） 
０ ０ １ 

障害児相談支援 人 ７８ ８３ ９０ ９７ 

医療的ケア児に

対する関連分野

の支援を調整す

るコーディネー

ターの配置人数 

人 （新設） ０ ０ １ 
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４．地域生活支援事業の内容及び必要量の見込み 

 意思疎通支援事業・移動支援事業・日中一時支援事業等の地域生活支援事業について平成３２

年度までの必要量を実績に応じ見込んでいます。 

 

１）理解促進研修・啓発事業 

 障がい者等の日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい

者等への理解を深めるための研修・啓発事業を行います。 

 

次のような事業を行います。 

・教室等の開催 

・イベントの開催 

 

第 5期計画では、国の指針に基づき、事業の実施の有無を見込みました。 

 

（年度別の見込） 

理解促進研修・啓発事業 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施見込みの有無 有 有 有 有 

 

２）自発的活動支援事業 

 障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等やその家族、

地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援する事業を行います。 

 

次のような事業を行います。 

・ピアサポート事業 

・ボランティア活動支援 

 

第 5期計画では、国の指針に基づき、事業の実施の有無を見込みました。 

 

（年度別の見込） 

自発的活動支援事業 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施見込みの有無 有 有 有 有 
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３）相談支援事業 

事業として、次のような支援を行います。 

・福祉サービスに係る情報の提供 

・地域での生活をしていくための支援 

・権利擁護のための必要な援助 

・専門のサービス提供機関 

 

自立支援協議会を設置し、相談事業の評価や困難事例への対応に係わる調整を行います。 

第 5期計画では、相談支援各事業別に実施の有無を見込みました。 

 

（年度別の見込） 

相談支援事業 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

相
談
支
援 

障害者相談 

支援事業 

実施見込み 

箇所数 
４箇所 ４箇所 ４箇所 ４箇所 

地域自立支援 

協議会 

実施見込み 

の有無 
有 有 有 有 

基幹相談支援センター 
実施見込み 

の有無 
有 有 有 有 

基幹相談支援センター

等機能強化事業 

実施見込み 

の有無 
有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 
実施見込み 

の有無 
有 有 有 有 

 

 

４）成年後見制度利用支援事業 

 成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的又は精神障がい者に対し、成年後

見制度の利用を支援することにより、障がい者の権利擁護を図ることを目的に事業を行います。 

 

第 5期計画は、国の指針に基づき、事業の実利用者数を見込みました。 

 

（年度別の見込） 

成年後見制度利用支援事業 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施見込みの有無 有 有 有 有 
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５）成年後見制度法人後見支援事業 

 

 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備す

るとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する事業です。 

 

第 5期計画は、国の指針に基づき、事業の実施の有無を見込みました。  

 

（年度別の見込） 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実施見込みの有無 有 有 有 有 

 

 

６）意思疎通支援事業 

 意思疎通支援事業として、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのために意思疎通を図

ることに支障がある障がい者等に対して、手話通訳者・要約筆記者4派遣事業、手話通訳者設置事

業を行います。 

 第 5期計画では、手話通訳者・要約筆記者派遣事業の延べ利用人数及び手話通訳設置事業の実

設置者数」を本市の実績に基づき見込みました。 

 

（年度別の見込） 

意思疎通支援事業 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

手話通訳者派遣事業

の延べ利用者数 
人 ４５２ ４６２ ４７２ ４８２ 

要約筆記者派遣事業

の延べ利用者数 
人 １４ １８ ２４ ３０ 

手話通訳者設置事業

の実設置者数 
人 ２ ２ ２ ２ 

 

  

                                                   
4要約筆記者（筆記通訳者） 

話の内容を筆記により伝えることで、聴覚障がいや音声言語機能障がいのある人のコミュニケ

ーションを支援する人。 



17 

 

７）日常生活用具給付等事業 

 日常生活用具給付等事業として、在宅の重度の障がい者等を対象に、日常生活上の困難を解消

するための用具を給付します。 

 

第 5期計画では、用具の種類ごとの実績を基に勘案し、推計しました。 

 

（年度別の年あたりの見込量） 

日常生活用具 

給付等事業 
単位 

平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

給付等見込件数 件 ４，３９７ ４，６８２ ４，９６７ ５，２５２ 

 

 

８）手話奉仕員養成研修事業 

 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通

を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

手話奉仕員を養成するための研修を行います。 

 

第 5期計画は、国の指針に基づき、養成講習終了者数を見込みました。 

 

（年度別の年あたりの見込量） 

手話奉仕員 

養成研修事業 
単位 

平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

養成講習修了者数 人 ２７ ３０ ３０ ３０ 

 

 

９）移動支援事業 

 移動支援事業は、身体障がいのうち全身性障がい、知的障がい及び精神障がい者等が移動する

際の支援を行います。 

 

第 5期計画では、障がい者等の実利用見込者数、延べ利用見込時間を基に推計しました。 

 

（年度別の年あたりの見込量） 

移動支援事業 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実利用者数 人 ２８６ ３１６ ３２９ ３４３ 

延べ利用時間数 時間 ２６，０８８ ２７，９９０ ２９，２２６ ３０，５２４ 
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１０）地域活動支援センター 

障がいのある方の日中活動（創作活動や社会交流的活動等）の場を提供する事業で、定員規模

や事業所によって活動内容が異なります。 

第 5期計画では、「市内、市外別の実施箇所数・実利用者数」を勘案し推計しました。 

 

（年度別の見込量） 

地域活動支援センター 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

市
内 

実施箇所数 箇所 １ １ １ １ 

実利用者数 人 １２５ １３０ １３５ １４０ 

市
外 

実施箇所数 箇所 ２ ２ ２ ２ 

実利用者数 人 ２ ２ ２ ２ 

 

 

１１）日中一時支援事業 

 主に障がいのある児童を対象に、緊急一時を含めた日中の預かりを行います。 

第 5期では、障がい者等の年あたりの実利用見込者数に基づき算出しました。 

 

（年度別の見込量） 

日中一時支援事業 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用者数 人 ４，１４３ ４，２３５ ４，２９６ ４，３５８ 

 

 

１２）訪問入浴サービス 

 ホームヘルパー対応では入浴が困難で、かつ施設にも通所できない重度障がい者等を対象に、

入浴車による訪問入浴サービスを提供します。 

第 5 期計画では、年あたりの実利用者の増加状況と一人当たり年間利用回数から見込みました。 

 

（年度別の見込量） 

訪問入浴 単位 
平成２９年度 

（見込） 
平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

延べ利用者数 人 ８４８ ９３１ １，０１４ １，１０５ 
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５．目標値と必要量を確保するための方策 

  

１）適切な障がい福祉サービス等の提供体制の整備 

 本市では、障がい者等が個人として尊重され、能力や適性に応じて地域の中で日常生活や社会

生活を送ることができるよう、自立と社会参加をサポートしていくための福祉施設として、市障

害者自立支援センターを設置しています。 

今後も、市障害者自立支援センターを中核として、市内４箇所で相談支援事業を実施し、障が

い福祉サービス等の利用などの相談を通じて、また、市障害者自立支援協議会を活用し利用者ニ

ーズを把握し、適切な障がい福祉サービス等を円滑に提供できるよう体制を整えます。 

 

２）障がい福祉サービス等を提供する事業者の充実 

 本市では、数多くの障がい福祉サービス等提供事業者があり、障がい者等の日常生活を支援し

ていますが、利用者からのニーズに対応するために、個々の障がい特性に応じた多種多様な支援

が求められます。 

 このため、地域で活動している様々な団体や非営利活動法人等に対して研修を実施するなどに

より育成を行うとともに、新たな障がい福祉サービス等提供事業者を誘導するなど、見込み量の

確保のための基盤の充実を図ります。 

 

３）近隣市町村等との広域的な連携 

 本市では、障がい者等の地域生活を支援するため、市内のみならず広域的な連携のもとで事業

を展開してきました。多様化するニーズに対応し、障がい福祉サービス等が選択できる環境を確

保するためには、引き続き広域での連携体制は欠かせないものと考えます。 

 今後も、市民生活のニーズに応えていける環境づくりを進められるよう、近隣市町村や県の関

係機関との連携をしていきます。 
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１．大和市の現状 

１）人口推移 

 本市の人口5は、市制施行以来一貫して増加してきました。将来人口の推計では、平成３５年ま

で増加し、その後は徐々に減少していくと予測されています。 

 

グラフ１ 大和市の人口推移                各年１０月 1日現在（単位：人） 

 

資料）大和市総合計画策定に係わる人口推計データ 

２）人口の年齢構成の見通し 

 少子高齢化は本市でも進み、平成３８年には４人に１人が６５歳以上の市民となる一方で、年

少人口（１４歳以下）は１２．２％まで減少することが予測されます。 

 

グラフ２ 人口の年齢構成の見通し 

 
資料）大和市総合計画策定に係わる人口推計データ  

                                                   
5 人口 

 人口の統計方法は、住民基本台帳を基準にする方法と、国勢調査を基準にする方法がありま

す。ここでは、住民基本台帳を基準に算出した数値を記載しています。 
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３）障がい者の人数 

（１）障害者手帳所持者数の推移 

 平成２９年３月末現在、身体障害者手帳の所持者は５，９０４人、療育手帳所持者（知的障が

い）は１，５５５人、精神障害者保健福祉手帳所持者は１，５７１人でした。 

 障害者手帳所持者数は増加傾向にあり、１０年間で身体障害者手帳所持者数は１．２２倍、療

育手帳所持者数は１．５０倍、精神障害者手帳所持者数は２．２２倍となっています。 

 

表１ 過去１０年の障害者手帳所持者数の推移          各年３月末現在（単位：人） 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

身体障がい 4,858 5,065 5,214 5,364 5,568 5,897 5,747 5,880 5,725 5,904 

知的障がい 1,034 1,092 1,152 1,237 1,334 1,408 1,481 1,460 1,509 1,555 

精神障がい 709 767 883 973 1071 1151 1,238 1,371 1,469 1,571 

資料）大和市「保健と福祉」各年版 

 

グラフ３ 障害者手帳所持者数の推移 
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（２）身体障がい（身体障害者手帳所持者） 

 平成２９年３月末現在、身体障害者手帳の所持者は５，９０４人でした。平成２０年からみる

と、１．２２倍の増加となっています。 

 障がい程度の構成比は、重度者（１級、２級）が５４．３％と全体の半数となっています。 

 

表 2 等級別身体障害者手帳所持者数の推移           各年 3月末現在（単位：人） 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

1 級 1,735 1,817 1,883 1,932 2,029 2,182 2,128 2,206 2,154 2,260 

2 級 923 948 966 999 1009 1024 968 965 938 945 

3 級 697 719 736 743 780 815 800 790 758 778 

4 級 1,008 1,062 1,112 1,158 1,212 1,302 1,300 1,346 1,299 1,329 

5 級 253 267 273 274 264 273 264 270 271 283 

6 級 242 252 244 258 274 301 287 303 305 309 

合計 4,858 5,065 5,214 5,364 5,568 5,897 5,747 5,880 5,725 5,904 

資料）大和市「保健と福祉」各年版 

 

 障がい部位別にみると、平成 29年 3月末では、肢体不自由が５１．０％で全体の半数となっ

ています。その次に内部障がい、聴覚・平行機能障がい、視覚障がい、音声・言語機能障がいの順

に多くなっています。 

 

表３ 障がい部位別身体障害者手帳所持者数           各年３月末現在（単位：人） 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

視覚 264 275 276 271 345 359 353 362 353  365  

聴覚 322 327 327 353 414 434 440 474 470  482  

平行機能 2 2 1 1 1 1 1 2 1  1  

音声言語 47 46 44 46 83 87 77 58 53  50  

肢体不自由 2,927 3,063 3,176 3,242 3,020 2,940 3,060 3,087 2,969  3,013  

心臓 638 673 697 745 841 859 862 914 918  973  

じん臓 395 418 428 428 520 559 564 578 570  603  

呼吸器 73 65 67 65 82 77 67 67 61  68  

膀胱又は直腸 189 195 197 203 246 275 246 256 252  266  

小腸 1 1 1 2 4 5 5 4 4  5  

肝臓       8 12 13 12 12 11  12  

免疫             60 66 63  66  

その他           288         

合計 4,858 5,065 5,214 5,364 5,568 5,897 5,747 5,880 5,725 5,904 
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（３）知的障がい（療育手帳所持者） 

平成２９年３月末現在、療育手帳の所持者は１，５５５人でした。平成２０年からみると、１．

５０倍の増加となっています。 

 障がい程度別の構成比をみると、最重度者は１８．８％、重度者が１９．１％、中度者が２４．

６％、軽度者が３７．５％となっています。 

 

表４ 等級別療育手帳所持者数の推移              各年３月末現在（単位：人） 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

最重度 226 238 244 251 266 266 287 277 284 292 

重度 237 230 239 255 272 282 293 276 287 297 

中度 266 274 289 313 346 363 386 392 388 383 

軽度 305 350 380 418 450 497 515 515 550 583 

合計 1,034 1,092 1,152 1,237 1,334 1,408 1,481 1,460 1,509 1,555 

資料）大和市「保健と福祉」各年版 

 

グラフ４ 療育手帳程度別構成比                 （平成２９年３月末現在） 
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（４）精神障がい 

①精神障害者保健福祉手帳所持者 

平成２９年３月末現在、精神障害者保健福祉手帳の所持者は１，５７１人でした。平成２０年

からみると、２．２２倍の増加となっています。 

 

表５ 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移       各年３月末現在（単位：人） 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

1 級 99  109  114  117  123  131  134  142  144  151  

2 級 360  417  486  547  610  675  711  780  853  911  

3 級 250  241  283  309  338  345  393  449  472  509  

合計 709  767  883  973  1,071  1,151  1,238  1,371  1,469  1,571  

資料）大和市「保健と福祉」各年版 

 

 

②自立支援医療（精神通院）受給者 

平成２９年３月末現在、自立支援医療（精神通院）の受給者は３，５５２人でした。平成２０

年からみると、１．６０倍の増加となっています。 

 

表６ 自立支援医療（精神通院）受給者数の推移         各年３月末現在（単位：人） 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

人数 2,222  2,350  2,597  2,769  2,927  3,110  3,205  3,316  3,417  3,552  

資料）大和市「保健と福祉」各年版 
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４）障がい児の状況 

（１）身体障害者手帳所持者数の推移 

 身体障害者手帳を所持する児童数は、平成２９年３月末現在で１４３人でした。年により増減

がみられますが、この１０年間はほぼ横ばいで推移しています。 

 

表７ 身体障害者手帳を所持する児童数の推移          各年３月末現在（単位：人） 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

人数 129  127  134  150  141  140  133  139  135  143  

資料）大和市「保健と福祉」各年版 

 

平成 29年 3月末現在、障がい程度の構成比は、重度者（１級、２級）が５８．７％となって

います。障がい部位別にみると、肢体不自由が９４人で全体の６５．７％となっています。その

次に内部障がい、聴覚障がい、視覚障がい、音声・言語機能障がいの順に多くなっています。 

 

表８ 等級、障がい部位別数               平成２９年３月末現在（単位：人） 

  視覚 聴覚 
平衡 

機能 

音声 

言語 

咀嚼 

肢体 

不自由 
心臓 じん臓 呼吸器 

ぼうこう 

又は 

直腸 

小腸 肝臓 その他 合計 

1 級 2 0 0 0 52 8 1 0 0 0 5 0 68 

2 級 0 2 0 1 11 0 0 1 1 0 0 0 16 

3 級 2 5 0 1 16 7 0 0 2 0 0 0 33 

4 級 0 4 0 0 7 2 0 0 1 0 0 0 14 

5 級 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

6 級 1 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10 

合計 5 14 0 2 94 17 1 1 4 0 5 0 143 

資料）大和市「保健と福祉」各年版 
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（２）療育手帳所持者数の推移 

 療育手帳を所持する児童数は、平成２９年３月末で６０６人でした。１０年間で１．４０倍と

なています。等級別でみると、中度が１．３９倍、軽度が１．７８倍と増加しています。 

 

表９ 療育手帳を所持する児童数の推移（等級別）     平成２９年３月末現在（単位：人） 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

最重度（A1） 87 89 91 83 90 77 76 73 75 78 

重度（A2） 80 76 77 87 91 96 92 84 86 86 

中度（B1） 85 85 89 99 115 130 135 125 120 118 

軽度（B2） 182 216 234 259 272 291 294 299 311 324 

合計 434 466 491 528 568 594 597 581 592 606 

資料）大和市「保健と福祉」各年版 

 

（３）特別支援学級の生徒数の推移 

 平成２９年５月１日現在の特別支援学級の生徒数は小学校３９０人、中学校１３８人で、あわ

せて５２８人でした。過去１０年の推移をみると、小学校、中学校ともに生徒数が約２倍となっ

ています。 

 

表１０ 特別支援学級生徒数の推移           平成２９年５月１日現在（単位：人） 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

小学校 197 215 259 269 300 307 330 269 384 390 

中学校 70 89 89 95 93 116 119 95 126 138 

合計 267 304 348 364 393 423 449 364 510 528 

資料）大和市「大和の教育」各年版 
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２．ヒアリング調査結果 

 

１）調査目的 

 「第 5期障がい福祉計画・第 1期障がい児福祉計画」の策定にあたり、大和市の障がい福祉の

ニーズや課題を整理することを目的としたヒアリング調査を実施しました。 

 

２）調査対象 

 調査対象は、サービス提供事業者、保育・学校、当事者団体等、障がい福祉の現場に係わる団

体を選定しました。 

 

ヒアリング調査対象団体一覧 

分類 団体名 備考 

サービス 

提供事業

者 

福田の里 入所事業所・身障生活介護 

やまねっと 就労継続支援Ｂ型（身体・知的）・知的生活介護 

県央福祉会 グループホーム 

ＮＰＯボイスの会 就労継続支援Ｂ型（精神） 

大和市障害者自立支援センター 就労支援・生活相談 

ワーカーズ・コレクティブ想 ホームヘルプ 

県央療育センター 児童発達支援・放課後等デイサービス 

サポートハウス・ワンピース 放課後等デイサービス 

保育・ 

学校 

松風園 福祉型児童発達支援センター 

草柳保育園  

大和市教育委員会 指導室 

瀬谷養護学校 特別支援学校 

三ツ境養護学校 特別支援学校 

ひなたやま支援学校 特別支援学校 

当事者 

関係 

大和市身体障害者福祉協会  

大和市身体障害者福祉協会 視覚部  

大和市身体障害者福祉協会 聴覚部  

大和市肢体不自由児者父母の会  

大和市手をつなぐ育成会  

大和市自閉症児・者親の会  

大和市精神障害者家族会（大和さくら会）  

相談支援 

事業所 
なんでも・そうだん・やまと 

大和市障害者自立支援センター、サポートセン

ター花音、相談支援センター松風園、福田の里 
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３）調査方法 

 実施にあたっては、事前にヒアリングシートの記入を依頼し、その後、団体ごとに個別に１～

２時間程度のヒアリングを実施しました。調査項目は、サービスの種類ごとに現状や課題につい

てを中心としました。 

 

４）実施期間 

 平成 29年 7月 10日～平成 29年 9月 28日 

 

５）ヒアリング調査の結果 

 各関係団体から、様々な意見、指摘をいただき、大和市障がい福祉計画の策定に向けての問題

点や課題が明らかになりました。各団体の意見を踏まえた問題点、課題のうち多くの団体から頂

いた意見の抜粋は次の通りとなります。 

 

【障がい福祉計画】  

訪問系サービス 

◆自宅で受けられるサービスの需要は増加している。一方で事業者の

数はあまり増えていない。 

◆ヘルパー（特に男性）が不足している。 

◆需要が多い状況なので、事業者が増えれば提供量は増加する。 

日中活動系サービス 

◆就労移行支援は事業者が比較的参入しやすいため、供給量は増えて

いる。 

◆短期入所施設が少なく、需要に対して不足している。 

◆生活介護や就労継続支援Ａ型事業所もニーズに対して不足してい

る。 

居住系サービス 

◆グループホーム数は増えているが、依然として入りたくても入れな

いという声がある。 

◆「親なき後」の居場所の確保としてのニーズは今後高まっていくと

考えられる。 

計画相談支援 

◆大和市内ではほぼすべてのサービス利用者に対して相談支援専門

員がついており、充足している。 

◆事業所、相談員の負担が大きくなってしまっている。これらの拡充

が求められる。 

相談支援事業 
◆周知について、まだまだ不足している。 

◆市内北部に事業所がなく、地域に偏りがある。 

意思疎通支援事業 ◆派遣の目的に制限があるため、見直しを求める声がある。 

日常生活用具 ◆耐用年数や補助金額について、現在の状況に沿った内容に見直しを
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給付等事業 求める声がある。 

移動支援事業 

◆今後、当事者や両親の高齢化により家族のつきそいが難しくなるた

め、移動支援のニーズは高まると考えられる。 

◆利用者の希望が多い時間帯等でヘルパーの確保が難しい場合があ

る。 

◆事業所、ヘルパーの充実が課題である。 

地域活動支援 

センター 

◆市内には 1カ所しかなく、不足している。 

日中一時支援事業 

◆施設までの送迎を行う事業所が少なく、費用や送迎による親族の負

担が多いため利用しにくい場合がある。 

◆利用したいという潜在的ニーズはある。 

訪問入浴 ◆週当たりの利用回数が決まっており、回数を増加してほしい。 

成年後見制度利用 

支援事業 

◆成年後見人制度への関心は高いが、制度の敷居が高いと感じ、利用

に至っていない人が多い。 

◆支援制度の周知がまだ足りていない。 

 

【障がい児福祉計画】  

日中活動系サービス 

◆児童発達支援、放課後等デイサービスの事業所は増加しているが、

療育支援や個別指導ができる事業所は少ない。 

◆医療ケアが必要な児童や高機能自閉症児に対応できる事業所が少

ない。 

障がい児相談支援 
◆障がい者の計画相談と同じく、利用者に対して相談支援相談員がカ

バーできているが、相談員の負担が大きくなっている。 
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３．策定経過 

 

日程 事項 

平
成
２
９
年 

6月 27日 第 1回大和市障がい者福祉計画審議会 

・第 5期障がい福祉計画・第 1期障がい児福祉計画について 

・ヒアリングについて 

・ヒアリングシート案について 

7月 10日～ 

9月 28日 
ヒアリング調査実施 

10月 31日 第 2回大和市障がい者福祉計画審議会 

・ヒアリング実施報告と結果、課題について 

・（仮称）第 5期障がい福祉計画・第 1期障がい福祉計画案（一部抜粋）

について 

11月 16日 市障害者自立支援協議会第２回定例会 

・ヒアリング実施報告と結果、課題についての報告 

平
成
３
０
年 

1月 30日 第 3回大和市障がい者福祉計画審議会 

・（仮称）第 5期障がい福祉計画・第 1期障がい児福祉計画案について 

３月６日 第 4回大和市障がい者福祉計画審議会 

・（仮称）第 5期障がい福祉計画・第 1期障がい児福祉計画案について 

3月〇〇日 市障害者自立支援協議会第○回定例会 

・（仮称）第 5期障がい福祉計画・第 1期障がい児福祉計画案について 
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４．大和市障がい者福祉計画審議会委員名簿 

 

 

氏名（敬称略） 分野 

◎関水正之 医療関係者 

○横川剛毅 学識経験者 

守田貴 教育関係者 

佐藤倫孝 障がい福祉に関する事業者 

内藤則義 障がいのある市民又は家族 

春日惠美子 障がいのある市民又は家族 

久保田安子 障がいのある市民又は家族 

重松美智子 関係行政機関の職員 

鳥海薫 関係行政機関の職員 

村元良悦 社会福祉協議会の職員 

田所武雄 民生委員 

◎会長 ○会長職務代理 
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