
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市
や ま と し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 概要版
がいようばん

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

令和
れ い わ

７年
ねん

４月
がつ

 

大 和 市
や ま と し

 



 

 

「障
しょう

がい者
し ゃ

」の範囲
は ん い

 について 

本計画
ほんけいかく

における「障
しょう

がい者
しゃ

」の表記
ひょうき

は、基本的
き ほ ん て き

には年齢
ねんれい

の区別
く べ つ

なく「障
しょう

がい者
しゃ

」

「障
しょう

がいのある方
かた

」として表記
ひょうき

していますが、児童
じ ど う

を対象
たいしょう

とした施策
し さ く

、制度
せ い ど

、事業
じぎょう

については「障
しょう

がい児
じ

」、「発達
はったつ

に課題
か だ い

のある子
こ

ども」等
など

の表記
ひょうき

をしています。 

また、「障
しょう

がい者
しゃ

」の範囲
は ん い

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

２条
じょう

の規定
き て い

のとおり、「身体
しんたい

障害
しょうがい

、

知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障害
しょうがい

がある者
もの

で

あって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な

制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にあるもの」とします。今後
こ ん ご

、「障
しょう

がい者
しゃ

」の範囲
は ん い

の見直
み な お

しが

あった際
さい

には、国
くに

の動向
どうこう

を踏
ふま

まえながら対応
たいおう

を図
はか

ります。 

 

➢ 本市
ほ ん し

における「障
しょう

がい」と「障害
しょうがい

」の表記
ひょうき

について 

本市
ほ ん し

では、平成
へいせい

18年
ねん

２月
がつ

の大和市
や ま と し

人権
じんけん

懇話会
こんわかい

による「大和市
や ま と し

人権
じんけん

指針
し し ん

について

の提言書
ていげんしょ

」に基
もと

づき、「 障
しょう

がい」の表記
ひょうき

について検討
けんとう

してきました。その結果
け っ か

、

平成
へいせい

21年
ねん

４月
がつ

より人
ひと

の状態
じょうたい

を 表
あらわ

したり、人
ひと

を形容
けいよう

する等
など

、人
ひと

に関連
かんれん

して使用
し よ う

す

る場合
ば あ い

は「障
しょう

がい」と表記
ひょうき

し、法令
ほうれい

や団体名
だんたいめい

等
など

の固有
こ ゆ う

名詞
め い し

は、漢字
か ん じ

で表記
ひょうき

するも

のとしています。 

本計画
ほんけいかく

では、本市
ほ ん し

の考
かんが

え方
かた

に基
もと

づき、「害
がい

」という漢字
か ん じ

の否定的
ひていてき

なイメージに

配慮
はいりょ

し、障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

をより尊重
そんちょう

すること、差別感
さべつかん

や不快感
ふかいかん

をもつ人
ひと

が少
すこ

し

でもいる限
かぎ

り、その気持
き も

ちを尊重
そんちょう

すること、また、ノーマライゼーション社会
しゃかい

の

実現
じつげん

に向
む

けた市民
し み ん

の意識
い し き

醸成
じょうせい

にもつながることから、「障害
しょうがい

」を「 障
しょう

がい」と

可能
か の う

な限
かぎ

り表記
ひょうき

することとしています。 

※法令
ほうれい

や法令上
ほうれいじょう

の規定
き て い

、固有
こ ゆ う

名詞
め い し

等
など

は漢字
か ん じ

で表記
ひょうき

しています。 

 

※音声
おんせい

コードについて 

視覚障
しかくしょう

がいのある方
かた

などへの情報
じょうほう

提供
ていきょう

手段
しゅだん

として、音声
おんせい

コードを添付
て ん ぷ

しています。 

音声
おんせい

コードとは紙
かみ

に記載
き さ い

された情報
じょうほう

をデジタルに変
か

える二次元
に じ げ ん

のバーコードです。 

音声
おんせい

コードに対応
たいおう

したアプリケーションをインストールしたスマートフォンで読
よ

み取
と

ると、

内容
ないよう

を音声
おんせい

で聞
き

くことができます。 

 

（表紙
ひょうし

・裏
うら

表紙
びょうし

の絵
え

・さし絵
え

は、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

やまねっとの利用者
りようしゃ

の作品
さくひん

です。） 

 



 

 

 

はじめに 

 

急速
きゅうそく

に進行
しんこう

する少子
しょうし

高齢化
こうれいか

や人口
じんこう

減少
げんしょう

、そして、自然
し ぜ ん

災害
さいがい

の

激甚化
げきじんか

・頻発化
ひんぱつか

など社会
しゃかい

を取
と

り巻
ま

く課題
か だ い

がますます複雑化
ふくざつか

してい

ます。このような状 況
じょうきょう

の中
なか

でも、市民
し み ん

の皆様
みなさま

が 幸
しあわ

せを感
かん

じられ

るまちの実現
じつげん

には、 心
こころ

や 体
からだ

を良 好
りょうこう

な状態
じょうたい

に保
たも

つことはもとよ

り、人
ひと

が幸
しあわ

せを感
かん

じる重 要
じゅうよう

な要素
よ う そ

とされる「つながり」を育
はぐく

ん

でいくことが大切
たいせつ

であるため、令和
れ い わ

７年
ねん

２月
がつ

に「みんながつながる

健
けん

幸
こう

都市
と し

やまと」を将 来
しょうらい

都市像
と し ぞ う

とする「第
だい

10次
じ

大和市
や ま と し

総合
そうごう

計画
けいかく

」

を策定
さくてい

しました。この計画
けいかく

は、７つの基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を設定
せってい

しており、

その中
なか

で、障
しょう

がいのある方
かた

など、誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

ら

しく安心
あんしん

して暮
く

らせるよう、多様
た よ う

な福祉
ふ く し

サービスの提
てい

供
きょう

や、市民
し み ん

同士
ど う し

が共
とも

に支
ささ

え合
あ

う仕組
し く

みづく

りなどを推進
すいしん

することを目 標
もくひょう

としています。 

今回
こんかい

策定
さくてい

した障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

では、地域
ち い き

におけるつながりを基盤
き ば ん

に、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの意見
い け ん

や権利
け ん り

などが尊 重
そんちょう

され、自己
じ こ

選択
せんたく

と自己
じ こ

決定
けってい

のもとに、安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

る

ことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を目指
め ざ

して障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を推進
すいしん

するため、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を「一人
ひ と り

ひとりが

地域
ち い き

とつながり、『私
わたし

』らしく生活
せいかつ

しているまち」としました。この基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の実現
じつげん

に向
む

けて取
と

り組
く

むことで、「みんながつながる健
けん

幸
こう

都市
と し

やまと」の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。 

また、本市
ほ ん し

では、社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

の変化
へ ん か

に伴
ともな

い、8050問題
もんだい

や引
ひ

きこもり問題
もんだい

等
など

、複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

を抱
かか

える障
しょう

がいのある方
かた

やご家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

ニーズが増加
ぞ う か

しており、適切
てきせつ

な対応
たいおう

のため、行政
ぎょうせい

や

相談
そうだん

機関
き か ん

、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

強化
きょうか

が課題
か だ い

となっています。今後
こ ん ご

も、障
しょう

がいのある方
かた

とその家族
か ぞ く

が、

希望
き ぼ う

する地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしく安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、環境づくり
かんきょう づくり

や 障
しょう

がいに対
たい

する理解の促進
そくしん

とともに、行政
ぎょうせい

や教 育
きょういく

、サービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

などが連携
れんけい

し、ご本人
ほんにん

やご家族
ご か ぞ く

への一人
ひ と り

ひとりに

あった、ライフステージに応
おう

じた切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

を進
すす

めてまいります。 

このような状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

し、将 来
しょうらい

に渡
わた

り持続
じ ぞ く

可能
か の う

なまちであり続
つづ

けるためには、行政
ぎょうせい

だけで

はなく、民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
など

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かか

わる方々
かたがた

はもちろん、市民
し み ん

の皆様
みなさま

のご

協 力
きょうりょく

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

です。引
ひ

き続
つづ

き皆様
みなさま

のご理解
り か い

とご協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いいたします。 

最後
さ い ご

に、本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたり、市民
し み ん

へのアンケート調査
ちょうさ

及
およ

び障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

へのヒアリ

ング調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、大和市
や ま と し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画審
けいかくしん

議会
ぎ か い

において内容
ないよう

の検討
けんとう

をしてまいりました。

貴重
きちょう

なご意見
い け ん

をいただいた市民
し み ん

の皆様
みなさま

及
およ

び関係
かんけい

団体
だんたい

、関係
かんけい

機関
き か ん

の皆様
みなさま

、大和市
や ま と し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画審
けいかくしん

議会
ぎ か い

の皆様
みなさま

に、心
こころ

よりお礼
れい

を申
もう

し上
あ

げます。 

令和
れ い わ

７年
ね ん

３月
が つ

 

大和
や ま と

市長
しちょう

 古谷田
こ や た

 力
つとむ
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◆ 計画
けいかく

の概要
がいよう

 

１．計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

市町村
しちょうそん

において策定
さくてい

が義務
ぎ む

づけられている法定
ほうてい

計画
けいかく

には、①障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11条
じょう

にお

いて規定
き て い

される「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」、②障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

88条
じょう

に規定
き て い

される「市町村
しちょうそん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」、③児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

第
だい

33条
じょう

の20に規定
き て い

される「市町村
しちょうそん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の３つ

があります。 

本計画
ほんけいかく

は「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」にあたる計画
けいかく

として位置
い ち

づけられ、本市
ほ ん し

の障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

全般
ぜんぱん

にわたり取
と

り組
く

むべき方向性
ほうこうせい

を定
さだ

める計画
けいかく

です。 

また、本計画
ほんけいかく

は、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが地域
ち い き

の一員
いちいん

として尊重
そんちょう

され、自己
じ こ

選択
せんたく

と自己
じ こ

決定
けってい

の

もと、安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するために

必要
ひつよう

な障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を着 実
ちゃくじつ

に推進
すいしん

していくことを目的
もくてき

としています。 

さらに、本市
ほ ん し

の市政
し せ い

運営
うんえい

における基本的
きほんてき

な計画
けいかく

である「第
だい

10次
じ

大和
や ま と

市
し

総合
そうごう

計画
けいかく

」や「地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」、「こども計画
けいかく

」、「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

」等
など

と整合
せいごう

を図
はか

る

とともに、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の理念
り ね ん

や国
くに

の「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」、神奈川
か な が わ

県
けん

の「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条 例
じょうれい

 ～ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して～ に基
もと

づく基本
き ほ ん

計画
けいかく

」等
など

を踏
ふ

まえて

策定
さくてい

します。 

■ 計画
けいかく

の位置
い ち

づけのイメージ 

 

新
しん

大和
や ま と

市
し

総合
そうごう

計画
けいかく

（第
だい

10次
じ

大和
や ま と

市
し

総合
そうごう

計画
けいかく

） 

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

） 

第
だい

７期
き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

） 

第
だい

３期
き

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

（児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

） 

 

各種
かくしゅ

関連
かんれん

計画
けいかく

 
 

○地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

○こども計画
けいかく

 

○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

 

等
など

  

連携
れんけい

 

【
県け

ん

】
当
事
者

と
う
じ
し
ゃ

目
線

め
せ
ん

の
障

害

し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ
く
し

推
進

す
い
し
ん

条

例

じ
ょ
う
れ
い 

 
 
 
  

～
と
も
に
生い

き
る
社
会

し
ゃ
か
い

を
目
指
め

ざ

し
て
～
に 

 
 
 
  

基も
と

づ
く
基
本

き
ほ
ん

計
画

け
い
か
く 

【
国く

に

】
第だ

い

５
次じ

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

基
本

き

ほ

ん

計
画

け
い
か
く 



 

2 

 

２．計画
けいかく

の期間
き か ん

 

本計画
ほんけいかく

の計画
けいかく

期間
き か ん

は、「第
だい

10次
じ

大和
や ま と

市
し

総合
そうごう

計画
けいかく

」（前期
ぜ ん き

・計画
けいかく

期間
き か ん

：令和
れ い わ

７年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

11

年度
ね ん ど

）や、国
くに

や県
けん

の基本
き ほ ん

計画
けいかく

の計画
けいかく

期間
き か ん

などを踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

７年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

までの

５年間
ねんかん

とします。 

３．計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

本計画
ほんけいかく

は、市内
し な い

の当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

や関係
かんけい

機関
き か ん

が参加
さ ん か

する「大和
や ま と

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

審議会
しんぎかい

」

による審議
し ん ぎ

を中 心
ちゅうしん

に策定
さくてい

されています。また、市民
し み ん

を対象
たいしょう

としたアンケート調査
ちょうさ

や、障
しょう

がい福祉
ふ く し

事業所
じぎょうしょ

等
とう

や当事者
とうじしゃ

・家族会
かぞくかい

、保育
ほ い く

・学校
がっこう

を対象
たいしょう

としたヒアリング調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、

市民
し み ん

や当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を活
い

かした計画
けいかく

となるように努
つと

めています。 

■ 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

のイメージ 

 

障
し
ょ
う

が
い
者 し

ゃ

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く

審
議
会

し
ん
ぎ
か
い 

大
和

や

ま

と

市 し

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

自
立

じ

り

つ

支
援

し

え

ん

協
議
会

き
ょ
う
ぎ
か
い 

計画
けいかく

素案
そ あ ん

 

計画
けいかく

案
あん

 

大和
や ま と

市
し

 

構成
こうせい

案
あん

 

意見
いけん

聴 取
ちょうしゅ

 審議
しんぎ

 

パブリック 
コメント 

アンケート調査
ちょうさ

 

ヒアリング調査
ちょうさ
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◆ 計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

１．基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 

平成
へいせい

22年
ねん

策定
さくてい

の第
だい

４期
き

大和
や ま と

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

から現行
げんこう

計画
けいかく

まで踏襲
とうしゅう

されている

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を継 承
けいしょう

しつつ、令和
れ い わ

６年
ねん

度
ど

に策定
さくてい

している「第
だい

10次
じ

大和
や ま と

市
し

総合
そうごう

計画
けいかく

」における

将来
しょうらい

都市
と し

像
ぞう

＜みんながつながる健
けん

幸
こう

都市
と し

やまと＞の“つながり”の視点
し て ん

を踏
ふ

まえ、地域
ち い き

に

おけるつながりを基盤
き ば ん

に、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの意見
い け ん

や権利
け ん り

などが尊重
そんちょう

され、自己
じ こ

選択
せんたく

と自己
じ こ

決定
けってい

のもとに、安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を目標
もくひょう

と

し、本市
ほ ん し

における障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を推進
すいしん

する上
うえ

で最
もっと

も基本
き ほ ん

となる本計画
ほんけいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と

して、“一人
ひ と り

ひとりが地域
ち い き

とつながり、『私
わたし

』らしく生活
せいかつ

しているまち”を掲
かか

げ、その実現
じつげん

に向
む

けた障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

さらに、この基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の実現
じつげん

に向
む

けて取
と

り組
く

むことで、本市
ほ ん し

における最上
さいじょう

位
い

計画
けいかく

である

「第
だい

10次
じ

大和
や ま と

市
し

総合
そうごう

計画
けいかく

」の将 来
しょうらい

都市
と し

像
ぞう

である「みんながつながる健
けん

幸
こう

都市
と し

やまと」の

実現
じつげん

をめざします。 

 

一人
ひ と り

ひとりが地域
ち い き

とつながり、 

『私
わたし

』らしく生活
せいかつ

しているまち 
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２．めざすまちの姿
すがた

 

本市
ほ ん し

における最 上
さいじょう

位
い

計画
けいかく

である「第
だい

10次
じ

大和
や ま と

市
し

総合
そうごう

計画
けいかく

」の将来
しょうらい

都市
と し

像
ぞう

である＜みん

ながつながる健
けん

幸
こう

都市
と し

やまと＞の“つながり”の視点
し て ん

を踏
ふ

まえ、以下
い か

の３つの目標
もくひょう

を

本計画
ほんけいかく

のめざすまちの姿
すがた

の柱
はしら

とします。 

 

 

お互
たが

いに理解
り か い

し、認
みと

めあい、支
ささ

えあうまち 

障
しょう

がいがある方
かた

への理解
り か い

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

などにより、 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、一人
ひ と り

ひとりの意見
い け ん

や権利
け ん り

などが尊重
そんちょう

され、地域
ち い き

の中
なか

で

つながり、お互
たが

いを認
みと

め、支
ささ

えあいながら暮
く

らすまちをめざします。 

 

 

地域
ち い き

とのつながりにより、安心
あんしん

して暮
く

らせるまち 

安心
あんしん

な住
す

まいのための支援
し え ん

、地域
ち い き

のネットワークづくり、公共
こうきょう

空間
くうかん

や情報
じょうほう

など

のバリアフリー化
か

、災害
さいがい

への備
そな

えなどについて、市民
し み ん

、行政
ぎょうせい

、事業者
じぎょうしゃ

の連携
れんけい

により

推進
すいしん

し、社会的
しゃかいてき

な障 壁
しょうへき

を感
かん

じることなく、安心
あんしん

して暮
く

らせるまちをめざします。 

 

 

いつまでも元気
げ ん き

に、自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせるまち 

教育
きょういく

、就 労
しゅうろう

、余暇
よ か

など、生 涯
しょうがい

のライフステージを通
つう

じて、行政
ぎょうせい

、教育
きょういく

、サー

ビス提供
ていきょう

事業者
じぎょうしゃ

、相談
そうだん

窓口
まどぐち

などとつながることにより、個々
こ こ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた

成長
せいちょう

や自立
じ り つ

のための支援
し え ん

が充 足
じゅうそく

し、一人
ひ と り

ひとりが自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせるまちをめざ

します。 
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◆ 施策
し さ く

の体系
たいけい

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

  めざすまちの姿
すがた

  基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

一
人

ひ

と

り

ひ
と
り
が
地
域

ち

い
き

と
つ
な
が
り
、
『
私

わ
た
し

』
ら
し
く
生
活

せ
い
か
つ

し
て
い
る
ま
ち 

 

◎ 

お
互た

が

い
に
理
解

り

か

い

し
、
認み

と

め
あ
い
、
支さ

さ

え
あ
う
ま
ち 

◎ 

地
域

ち

い

き

と
の
つ
な
が
り
に
よ
り
、
安
心

あ
ん
し
ん

し
て
暮く

ら
せ
る
ま
ち 

◎ 

い
つ
ま
で
も
元
気

げ

ん

き

に
、
自
分

じ

ぶ

ん

ら
し
く
暮く

ら
せ
る
ま
ち 

 

【方針
ほうしん

１】 

個人
こ じ ん

の尊重
そんちょう

 

（権利
け ん り

擁護
よ う ご

と差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

） 

 

【方針
ほうしん

２】 

地域
ち い き

生活
せいかつ

の基盤
き ば ん

づくり・ 

社会的
しゃかいてき

な壁
かべ

のない環境
かんきょう

づくり 

 

【方針
ほうしん

３】 

ライフステージに応
おう

じた生活
せいかつ

支援
し え ん
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施策
し さ く

  取
と

り組
く

み例
れい

 

１－１.権利
け ん り

擁護
よ う ご

・意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

１－２.虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

１－３. 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

の 

推進
すいしん

と 障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

 

１－４.日常
にちじょう

生活
せいかつ

・社会
しゃかい

生活
せいかつ

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

 

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

 

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター事業
じぎょう

 

あいサポート運動
うんどう

事業
じぎょう

 

市
し

職 員
しょくいん

研 修
けんしゅう

の実施
じ っ し

   等
など

 

  

２－１.地域
ち い き

で支
ささ

える仕組
し く

みづくり 

２－２.障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

の充 実
じゅうじつ

 

２－３.防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

２－４.情 報
じょうほう

アクセシビリティの向 上
こうじょう

 

２－５. 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

２－６.住
す

まいの場
ば

の整備
せ い び

 

２－７.生活
せいかつ

環 境
かんきょう

のアクセシビリティの向 上
こうじょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

での地域
ち い き

交 流
こうりゅう

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

 

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

制度
せ い ど

 

各種
かくしゅ

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

建設費
けんせつひ

償 還
しょうかん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

グループホーム等
とう

移行
い こ う

推進
すいしん

事業
じぎょう

 

鉄道
てつどう

輸送
ゆ そ う

円滑化
えんかつか

促進
そくしん

事業
じぎょう

   等
など

 

  

３－１.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

 

３－２.地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスの充 実
じゅうじつ

 

３－３. 障
しょう

がい児
じ

、発達
はったつ

に課題
か だ い

のある子
こ

どもの 

療 育
りょういく

・保育
ほ い く

・教 育
きょういく

・福祉
ふ く し

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

３－４.就 労
しゅうろう

の支援
し え ん

 

３－５.外 出
がいしゅつ

の支援
し え ん

 

３－６.経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

への支援
し え ん

 

３－７.保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

３－８.文化
ぶ ん か

・レクリエーション・スポーツ活動
かつどう

 

の充 実
じゅうじつ

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

ホームヘルプ事業
じぎょう

 

乳幼児
にゅうようじ

健康
けんこう

診査
し ん さ

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

センター運営
うんえい

事業
じぎょう

 

移動
い ど う

制約者
せいやくしゃ

移送
い そ う

サービス事業
じぎょう

（協 働
きょうどう

事業
じぎょう

） 

市
し

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

支給
しきゅう

事業
じぎょう

 

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）歯科
し か

健
けん

診
しん

事業
じぎょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

事業
じぎょう

   等
など
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◆ 施策
し さ く

の展開
てんかい

 

【方針
ほうしん

１】個人
こ じ ん

の尊重
そんちょう

（権利
け ん り

擁護
よ う ご

と差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

） 

● 基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 ● 

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」では、 障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず、すべての人
ひと

がお互
たが

いに人格
じんかく

と

個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら生
い

きていくことができる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

しています。

また、「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」では、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ば め ん

において、 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

と

する差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

を進
すす

めることによって、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

するとされています。 

本市
ほ ん し

では、 障
しょう

がいがある方
かた

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を推進
すいしん

すると同時
ど う じ

に、 障
しょう

がいへの理解
り か い

や

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

を浸透
しんとう

させることにより、障
しょう

がいに対
たい

する差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

のない共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

すため、４つの施策
し さ く

を実施
じ っ し

します。 

施策
し さ く

１－１ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

・意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 金銭
きんせん

や書類
しょるい

の管理
か ん り

等
など

を支援
し え ん

する日常
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

のさらなる推進
すいしん

を図
はか

ります。 
 

 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のため、成年
せいねん

後見人
こうけんにん

報酬
ほうしゅう

の一部
い ち ぶ

助成
じょせい

や後見
こうけん

開始
か い し

の市長
しちょう

申
もうし

立
た

て等
など

を通
とお

し

て、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

拡大
かくだい

を推進
すいしん

します。 
 

 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

を希望
き ぼ う

される方
かた

、制度
せ い ど

を知
し

りたい方
かた

への講演会
こうえんかい

等
など

を実施
じ っ し

しており、

継続
けいぞく

して制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

施策
し さ く

１－２ 虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

 「神奈川
か な が わ

県
けん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条例
じょうれい

～ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して～」の

理念
り ね ん

等
など

を踏
ふ

まえ、虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

のための普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進
すす

めるとともに、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関
かん

する

相談
そうだん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

等
など

、虐 待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

、防止
ぼ う し

に向
む

けて必要
ひつよう

な体制
たいせい

整備
せ い び

に取
と

り組
く

みます。 
 

 通報
つうほう

があった際
さい

は、引
ひ

き続
つづ

きケースワーカーや保健師
ほ け ん し

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター職員
しょくいん

等
など

、

関係
かんけい

機関
き か ん

や 障
しょう

がい福祉
ふ く し

事業所
じぎょうしょ

職員間
しょくいんかん

でコミュニケーションを取
と

り、迅速
じんそく

に対応
たいおう

でき

る体制
たいせい

の構築
こうちく

に取
と

り組
り

みます。 
 

 高齢
こうれい

、障
しょう

がい、子
こ

育
そだ

て、生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

といった複合的
ふくごうてき

な福祉
ふ く し

課題
か だ い

については、『福祉
ふ く し

ここ

から相談
そうだん

窓口
まどぐち

』の機能
き の う

により世帯
せ た い

ごとに支援
し え ん

します。 
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施策
し さ く

１－３ 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

と障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

 

 あいサポート運動
うんどう

を地域
ち い き

や企業
きぎょう

等
など

にも広
ひろ

げ、より一層
いっそう

の障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

に取
と

り組
く

みます。 
 

 「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

」に関
かん

する講演会
こうえんかい

等
など

を実施
じ っ し

し、障
しょう

がい者
しゃ

やその親族
しんぞく

以外
い が い

の方
かた

へ

も参加
さ ん か

を呼
よ

びかけることで、広
ひろ

く市民
し み ん

に対
たい

し障
しょう

がいへの普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

と理解
り か い

促進
そくしん

に取
と

り組
く

みます。 
 

 障
しょう

がい者
しゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

の製品
せいひん

の展示
て ん じ

・販売
はんばい

や、障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

事業
じぎょう

における展示
て ん じ

等
など

、障
しょう

が

いへの理解
り か い

を深
ふか

めるための支援
し え ん

に継続
けいぞく

して取
と

り組
く

んでいます。 
 

 保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

・学校
がっこう

でインクルーシブ教育
きょういく

を推進
すいしん

していきます。 
 

 ヘルプカード等
など

の活用
かつよう

により、円滑
えんかつ

に手
て

助
だす

けが受
う

けられるよう周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

施策
し さ く

１－４ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

・社会
しゃかい

生活
せいかつ

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

 

 視覚
し か く

障
しょう

がい者
しゃ

にも行 政
ぎょうせい

サービスが提供
ていきょう

できるよう、点字
て ん じ

広報
こうほう

や音声
おんせい

広報
こうほう

の発行
はっこう

等
など

に

よる情報
じょうほう

提 供
ていきょう

に引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

みます。 
 

 聴覚
ちょうかく

障
しょう

がいや音声
おんせい

言語
げ ん ご

機能
き の う

障
しょう

がいがある方
かた

の手続
てつづき

へのサポートとして、市
し

窓口
まどぐち

へ

手話
し ゅ わ

通訳者
つうやくしゃ

を継続
けいぞく

して設置
せ っ ち

します。 
 

 大和
や ま と

市
し

職 員
しょくいん

対応
たいおう

規程
き て い

に関
かん

する研修
けんしゅう

を継続
けいぞく

して実施
じ っ し

し、行政
ぎょうせい

サービスにおける合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

に向
む

けて取
と

り組
く

みます。 
 

 事業者
じぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

について、市
し

のホームページなどを通
つう

じて周知
しゅうち

してい

くとともに、国
くに

や県
けん

の相談
そうだん

機関
き か ん

と連携
れんけい

して、当事者
とうじしゃ

の方
かた

や事業者
じぎょうしゃ

からの相談
そうだん

などに対応
たいおう

します。 
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【方針
ほうしん

２】地域
ち い き

生活
せいかつ

の基盤
き ば ん

づくり・社会的
しゃかいてき

な壁
かべ

のない環境
かんきょう

づくり 

● 基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 ● 

住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安全
あんぜん

に安心
あんしん

して暮
く

らすことができる生活
せいかつ

環境
かんきょう

の実現
じつげん

には、設備
せ つ び

の

バリアフリー化
か

や情 報
じょうほう

アクセシビリティ推進
すいしん

をはじめとする社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

や、

災害
さいがい

への備
そな

えや住
す

まいをはじめとした安心
あんしん

できる居場所
い ば し ょ

の確保
か く ほ

が求
もと

められます。 

本市
ほ ん し

では、障
しょう

がいのある方
かた

が地域
ち い き

生活
せいかつ

を行
おこな

う上
うえ

での社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

への取
と

り組
く

みを推進
すいしん

し、共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

すため、７つの施策
し さ く

を実施
じ っ し

します。 

施策
し さ く

２－１ 地域
ち い き

で支
ささ

える仕
し

組
く

みづくり 

 当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

、家族会
かぞくかい

の活動
かつどう

を支
ささ

えることで、地域
ち い き

での支
ささ

え合
あ

いができる体制
たいせい

の整備
せ い び

に

取
と

り組
く

みます。 
 

 あいサポート運動
うんどう

を地域
ち い き

や企業
きぎょう

等
など

にも広
ひろ

げ、あいサポートメッセンジャーやあいサポ

ート企業
きぎょう

等
など

の認定
にんてい

により一層
いっそう

の 障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

に取
と

り組
く

みます。 
 

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協議会
きょうぎかい

（ボランティアセンター）等
など

と連携
れんけい

し、ボランティア活動
かつどう

への支援
し え ん

に

取
と

り組
く

みます。 

施策
し さ く

２－２ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

の充実
じゅうじつ

 

 障
しょう

がい者
しゃ

の増加
ぞ う か

や、少子
しょうし

高齢化
こうれいか

の進展
しんてん

により、 障
しょう

がいがある方
かた

への支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

は

高
たか

まるものと 考
かんが

えられます。 障
しょう

がいのある方
かた

が、安心
あんしん

して地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるまちづ

くりが求
もと

められており、地域
ち い き

の課題
か だ い

等
など

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

、各機関
かくきかん

の連携
れんけい

による地域
ち い き

ネット

ワークの構築
こうちく

や社会
しゃかい

資源
し げ ん

の改善
かいぜん

・開発
かいはつ

等
など

、 障
しょう

がい者福祉
しゃふくし

のシステムづくりの推進
すいしん

の

中核的
ちゅうかくてき

機能
き の う

を担
にな

う機関
き か ん

として障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

のさらなる機能
き の う

強化
きょうか

を図
はか

ること

で地域
ち い き

の課題
か だ い

解決
かいけつ

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

２－３ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

支援
し え ん

制度
せ い ど

の活用
かつよう

等
など

により、災害時
さいがいじ

の要支援者
ようしえんしゃ

の把握
は あ く

や支援
し え ん

を受
う

ける

ことができるような体制
たいせい

づくりを推進
すいしん

します。また、避難
ひ な ん

の実効性
じっこうせい

を高
たか

めるため、関係
かんけい

機関
き か ん

等
など

と連携
れんけい

し、個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

（個別
こ べ つ

支援
し え ん

プラン表
ひょう

）の作成
さくせい

に努
つと

めます。 
 

 在宅
ざいたく

避難者
ひなんしゃ

への支援
し え ん

については、在宅
ざいたく

避難者
ひなんしゃ

の把握
は あ く

や支援
し え ん

方法
ほうほう

に関
かん

して検討
けんとう

を行
おこな

います。 
 

 防災
ぼうさい

ベストの配布
は い ふ

等
など

によって、避難
ひ な ん

した際
さい

に支援
し え ん

を受
う

けやすくなるような取
と

り組
く

みを

継続
けいぞく

して行
おこな

います。 
 

 防災
ぼうさい

意識
い し き

を高
たか

めるため、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

した障
しょう

がい者
しゃ

向
む

けの防災
ぼうさい

マニュアルの

活用
かつよう

などを検討
けんとう

します。 

施策
し さ く

２－４ 情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

 

 手話
し ゅ わ

通訳者
つうやくしゃ

、要約
ようやく

筆記者
ひっきしゃ

の派遣
は け ん

や、情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

に必要
ひつよう

な日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

購入
こうにゅう

への補助
ほ じ ょ

等
など

、

障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 
 

 市
し

からの情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

について、幅
はば

広
ひろ

い世代
せ だ い

やさまざまな障
しょう

がい特性
とくせい

の方
かた

に対応
たいおう

できる

よう、提 供
ていきょう

手段
しゅだん

の充 実
じゅうじつ

や情 報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

を推進
すいしん

します。 
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施策
し さ く

２－５ 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

建設費
けんせつひ

償 還
しょうかん

への支援
し え ん

等
など

によって事業所
じぎょうしょ

を設置
せ っ ち

する法人
ほうじん

に対
たい

しての助成
じょせい

等
など

に

取
と

り組
く

みます。 
 

 人材
じんざい

確保
か く ほ

の課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けては、広域的
こういきてき

な課題
か だ い

として国
くに

や県
けん

に処遇
しょぐう

改善
かいぜん

の要望
ようぼう

を行
おこな

っ

ていく等
など

、対応
たいおう

を検討
けんとう

していきます。 
 

 障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

・障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の策定
さくてい

を通
つう

じて、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

促進
そくしん

のため、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

ニーズの把握
は あ く

と障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の在
あ

り方
かた

を検討
けんとう

します。 
 

 障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

や、「親
おや

なき後
あと

」を見
み

据
す

え、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
など

の障
しょう

がい者
しゃ

の居住
きょじゅう

支援
し え ん

のための機能
き の う

充 実
じゅうじつ

を目
め

指
ざ

します。 

施策
し さ く

２－６ 住
す

まいの場
ば

の整備
せ い び

 

 グループホームを整備
せ い び

する法人
ほうじん

に対
たい

する支援
し え ん

を継続
けいぞく

し、施設
し せ つ

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みます。 
 

 自宅
じ た く

のバリアフリー工事
こ う じ

への助成
じょせい

や緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システムの設置
せ っ ち

等
など

の支援
し え ん

を継続
けいぞく

し、自宅
じ た く

での生活
せいかつ

支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 
 

 障
しょう

がいがある方
かた

の賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

に対
たい

する悩
なや

みについての相談
そうだん

窓口
まどぐち

を継続
けいぞく

して設置
せ っ ち

します。 

施策
し さ く

２－７ 生活
せいかつ

環境
かんきょう

のアクセシビリティの向上
こうじょう

 

 「バリアフリー法
ほう

」、「神奈川
か な が わ

県
けん

みんなのバリアフリー街
まち

づくり条例
じょうれい

」に基
もと

づき、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

・道路
ど う ろ

・公園
こうえん

等
など

の整備
せ い び

をすることにより、障
しょう

がいがある方
かた

の移動
い ど う

や施設
し せ つ

利用
り よ う

の利便性
りべんせい

と安全性
あんぜんせい

の向 上
こうじょう

を図
はか

るとともに、誰
だれ

もが快適
かいてき

に暮
く

らせるようなユニバーサル

デザインに配慮
はいりょ

したまちづくりを推進
すいしん

します。 
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【方針
ほうしん

３】ライフステージに応
おう

じた生活
せいかつ

支援
し え ん

 

● 基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 ● 

障
しょう

がいの種類
しゅるい

、年齢
ねんれい

や家族
か ぞ く

構成
こうせい

等
など

の周辺
しゅうへん

環境
かんきょう

の変化
へ ん か

に応
おう

じて、必要
ひつよう

な支援
し え ん

は変
か

わ

っていきます。本人
ほんにん

の意思
い し

決定
けってい

に基
もと

づいた自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を実現
じつげん

するためには、ライ

フステージに応
おう

じた支援
し え ん

をしていくことが求
もと

められます。 

本市
ほ ん し

では、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
など

を通
とお

して、乳幼児
にゅうようじ

期
き

の療育
りょういく

から親
おや

なき後
あと

の生活
せいかつ

支援
し え ん

まで、切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

の提 供
ていきょう

を推進
すいしん

します。ご本人
ほんにん

やご家族
か ぞ く

への、一人
ひ と り

ひとりに

あった支援
し え ん

により、地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

え、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

すために８つの施策
し さ く

を

実施
じ っ し

します。 

施策
し さ く

３－１ 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

 

 「なんでも・そうだん・やまと」として、地域
ち い き

で障
しょう

がいに関
かん

する悩
なや

みが相談
そうだん

できる

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

を継続
けいぞく

して 行
おこな

います。制度
せ い ど

横断的
おうだんてき

な課題
か だ い

に対応
たいおう

するため、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターとの連携
れんけい

等
など

の強化
きょうか

を 行
おこな

います。 
 

 庁内
ちょうない

においては「福祉
ふ く し

ここから相談
そうだん

窓口
まどぐち

」を設置
せ っ ち

し、複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

がある家庭
か て い

に対
たい

す

る包括的
ほうかつてき

なアセスメントに基
もと

づき、一体的
いったいてき

支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 
 

 障
しょう

がい児
じ

から親
おや

なき後
あと

の支援
し え ん

まで、ライフステージに応
おう

じた相談
そうだん

ができるよう、窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みます。 
 

 医療
いりょう

、介護
か い ご

等
など

複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

を抱
かか

える方
かた

の支援
し え ん

に対応
たいおう

するため、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
 

 自
みずか

らの意思
い し

を決定
けってい

したり、表 明
ひょうめい

することが困難
こんなん

な障
しょう

がいがある方
かた

の意思
い し

を尊重
そんちょう

す

るため、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

や相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みます。 
 

 障
しょう

がいがある方
かた

が地域
ち い き

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをすることができる

よう、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 
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施策
し さ く

３－２ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

サービスの充実
じゅうじつ

 

 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づくサービスや、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

、もしくは

市
し

単独
たんどく

事業
じぎょう

等
など

、障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
おく

るために必要
ひつよう

とするサービスを選択
せんたく

し、利用
り よ う

できるような体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 
 

 緊急時
きんきゅうじ

に利用
り よ う

できる事業所
じぎょうしょ

や体験
たいけん

として利用
り よ う

できる事業所
じぎょうしょ

等
など

、ニーズに応
おう

じて利用
り よ う

で

きる事業所
じぎょうしょ

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 
 

 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
など

の機能
き の う

充 実
じゅうじつ

を図
はか

り、地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える体制
たいせい

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

施策
し さ く

３－３ 障
しょう

がい児
じ

、発達
はったつ

に課題
か だ い

のある子
こ

どもの療育
りょういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

・福祉
ふ く し

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 障
しょう

がい児
じ

や発達
はったつ

に課題
か だ い

がある子
こ

どもの早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

のために、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

等
など

の母子
ぼ し

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

、巡 回
じゅんかい

相談
そうだん

の実施
じ っ し

、保育所
ほいくしょ

等
など

との一体的
いったいてき

な支援
し え ん

、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

等
など

のサ

ービス、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターを中心
ちゅうしん

とした地域
ち い き

支援
し え ん

等
など

、総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
 

 保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

・学校
がっこう

でインクルーシブ教育
きょういく

を推進
すいしん

します。また、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

セン

ター「アンダンテ」を中 心
ちゅうしん

として、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
 

 一人
ひ と り

ひとりのニーズに応
おう

じた療育
りょういく

や教育
きょういく

を受
う

けることができるよう、各
かく

部門
ぶ も ん

や関係
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。 
 

 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーターや関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

が個々
こ こ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた支援
し え ん

を受
う

けられるよう努
つと

めます。また、引
ひ

き続
つづ

き市立
し り つ

小 中
しょうちゅう

学校
がっこう

や公立
こうりつ

保育所
ほいくしょ

に看護師
か ん ご し

を配置
は い ち

または派遣
は け ん

します。 
 

 通学
つうがく

支援
し え ん

については、さまざまな公的
こうてき

制度
せ い ど

、社会
しゃかい

資源
し げ ん

の活用
かつよう

を視野
し や

に入
い

れつつ、今後
こ ん ご

の

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

を検討
けんとう

します。 
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施策
し さ く

３－４ 就労
しゅうろう

の支援
し え ん

 

 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

センターを中 心
ちゅうしん

に、就労
しゅうろう

関係
かんけい

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
など

と連携
れんけい

し、障
しょう

がい者
しゃ

一人
ひ と り

ひとりの状 況
じょうきょう

にあった就労
しゅうろう

サービスが受
う

けられるよう取
と

り組
く

みます。 
 

 働
はたら

き方
かた

改革
かいかく

などの社会
しゃかい

情 勢
じょうせい

の変化
へ ん か

を踏
ふ

まえ、企業
きぎょう

、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

やサービス

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

等
など

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を深
ふか

め、雇用
こ よ う

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 
 

 障
しょう

がい者
しゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
など

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

し、機会
き か い

や場所
ば し ょ

の提供
ていきょう

を 行
おこな

って

発 注 量
はっちゅうりょう

増加
ぞ う か

に取
と

り組
く

みます。 
 

 障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

の場
ば

の確保
か く ほ

や工賃
こうちん

向上
こうじょう

といった福祉側
ふくしがわ

の課題
か だ い

と、農業
のうぎょう

労働力
ろうどうりょく

の

確保
か く ほ

等
など

、農業側
のうぎょうがわ

の課題
か だ い

を解決
かいけつ

しつつ、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

するものとして、農
のう

福
ふく

連携
れんけい

事業
じぎょう

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

みます。 

施策
し さ く

３－５ 外出
がいしゅつ

の支援
し え ん

 

 福祉
ふ く し

タクシー券
けん

の交付
こ う ふ

や自動車
じどうしゃ

燃料費
ねんりょうひ

の助成
じょせい

、福祉
ふ く し

車両
しゃりょう

利用券
りようけん

の交付
こ う ふ

等
など

の支援
し え ん

を、市
し

単独
たんどく

事業
じぎょう

として継続
けいぞく

して実施
じ っ し

していきます。 
 

 協働
きょうどう

事業
じぎょう

として実施
じ っ し

している移動
い ど う

制約者
せいやくしゃ

移送
い そ う

サービス事業
じぎょう

について、今後
こ ん ご

も支援
し え ん

を

継続
けいぞく

し、移動
い ど う

制約者
せいやくしゃ

の外 出
がいしゅつ

支援
し え ん

に努
つと

めます。 
 

 移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

による外 出
がいしゅつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 
 

 社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

を踏
ふ

まえ、サービスを受
う

けたい人
ひと

が、受
う

けたいときに利用
り よ う

できるよう、

サービス提 供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

等
など

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえつつ、より充実
じゅうじつ

するように取
と

り組
く

みます。 
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施策
し さ く

３－６ 経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

への支援
し え ん

 

 制度
せ い ど

案内
あんない

の冊子
さ っ し

を配布
は い ふ

し、税金
ぜいきん

の控除
こうじょ

・減免
げんめん

等
など

、経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

する制度
せ い ど

について

の周知
しゅうち

に継続
けいぞく

して取
と

り組
く

みます。 
 

 特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

等
など

の国
くに

の手当
て あ て

や大和
や ま と

市
し

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

を、対象
たいしょう

となる方
かた

に適切
てきせつ

に

案内
あんない

し、支給
しきゅう

を 行
おこな

います。 
 

 心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

について、引
ひ

き続
つづ

き国
くに

による全国
ぜんこく

一律
いちりつ

の制度
せ い ど

の創設
そうせつ

や県
けん

の

補助
ほ じ ょ

対象
たいしょう

拡大
かくだい

を要望
ようぼう

していくとともに、市
し

の助成
じょせい

制度
せ い ど

の見
み

直
なお

しを検討
けんとう

します。 

施策
し さ く

３－７ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

 

 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

等
など

の予防
よ ぼ う

や早期
そ う き

発見
はっけん

のための各種
かくしゅ

健
けん

（検
けん

）診
しん

事業
じぎょう

の

実施
じ っ し

、予防
よ ぼ う

に向
む

けた知識
ち し き

の普及
ふきゅう

や啓発
けいはつ

を図
はか

るための健康
けんこう

講座
こ う ざ

や相談
そうだん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

め

ます。 
 

 障
しょう

がいがある方
かた

のこころと身体
か ら だ

の維持
い じ

・向上
こうじょう

等
など

を図
はか

るための保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の連携
れんけい

に努
つと

めます。 

施策
し さ く

３－８ 文化
ぶ ん か

・レクリエーション・スポーツ活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

 障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

への参加
さ ん か

支援
し え ん

等
など

、スポーツ活動
かつどう

を通
つう

じた社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

に継続
けいぞく

し

て取
と

り組
く

みます。 
 

 社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

を踏
ふ

まえ、サービスを受
う

けたい人
ひと

が、受
う

けたいときに利用
り よ う

できるよう

サービス提 供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

等
など

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえつつ、移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
など

のサービスがより充実
じゅうじつ

するよう取
と

り組
く

みます。 
 

 各種
かくしゅ

施設
し せ つ

の整備
せ い び

や、実施
じ っ し

団体
だんたい

との連携
れんけい

により、文化
ぶ ん か

・レクリエーション・スポーツ活動
かつどう

への参画
さんかく

の機会
き か い

拡大
かくだい

を推進
すいしん

します。 
 

 精神
せいしん

障
しょう

がいのある方
かた

だけでなく、身体
しんたい

障
しょう

がいや知的
ち て き

障
しょう

がいがある方
かた

の地域
ち い き

の居場所
い ば し ょ

の確保
か く ほ

等
など

に取
と

り組
く

みます。 
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◆ 用語
よ う ご

の解説
かいせつ

 

用語
よ う ご

 内容
ないよう

 

あいサポート運動
うんどう

 

多様
た よ う

な 障
しょう

がい特性
とくせい

や困
こま

りごと、必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

等
など

を理解
り か い

し、ちょっとし

た手
て

助
だす

けや配慮
はいりょ

を実践
じっせん

することにより、誰
だれ

もが暮
く

らしやすい地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

すという運動
うんどう

。鳥取県
とっとりけん

が開始
か い し

したもので、本市
ほ ん し

は

平成
へいせい

31年
ねん

２月
がつ

に鳥取県
とっとりけん

と協 定
きょうてい

を締結
ていけつ

して運動
うんどう

を開始
か い し

した。 

アクセシビリティ 

「利用
り よ う

しやすさ」「近
ちか

づきやすさ」という意味
い み

。施設
し せ つ

や設備
せ つ び

、サービ

ス、情 報
じょうほう

等
など

を、障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者
こうれいしゃ

等
など

を含
ふく

む誰
だれ

もが不自由
ふ じ ゆ う

なく利用
り よ う

できるような度合
ど あ

いを測
はか

る言葉
こ と ば

として使用
し よ う

される。 

インクルーシブ教育
きょういく

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもを含
ふく

むすべての子
こ

どもに対
たい

して、子
こ

ども一人
ひ と り

ひ

とりのニーズにあった適切
てきせつ

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

を、通 常
つうじょう

の学 級
がっきゅう

等
など

にお

いて 行
おこな

う教 育
きょういく

。 

親
おや

なき後
あと

 

日常的
にちじょうてき

に親
おや

・家族
か ぞ く

等
など

の介助
かいじょ

（支援
し え ん

）者
しゃ

からの支援
し え ん

を受
う

けながら暮
く

ら

してきた 障
しょう

がい者
しゃ

が、介助
かいじょ

（支援
し え ん

）者
しゃ

の高齢化
こうれいか

、疾病
しっぺい

、死亡
し ぼ う

等
など

によ

って支援
し え ん

を受
う

けることができなくなり、生活上
せいかつじょう

のさまざまな課題
か だ い

に

直 面
ちょくめん

すること。 

神奈川
か な が わ

県
けん

みんなの 

バリアフリー街
まち

づくり条例
じょうれい

 

神奈川
か な が わ

県
けん

が、福祉
ふ く し

の街
まち

づくり条 例
じょうれい

を見
み

直
なお

し、さらに誰
だれ

もが住
す

み良
よ

い

バリアフリーのまちづくりを進
すす

めていくため、ユニバーサルデザイ

ンやこころのバリアフリーの 考
かんが

え方
かた

を基本
き ほ ん

に、より実効性
じっこうせい

の高
たか

い

ものとして平成
へいせい

21年
ねん

10月
がつ

に施行
し こ う

した条 例
じょうれい

。 

協働
きょうどう

事業
じぎょう

 

「大和
や ま と

市
し

新
あたら

しい公 共
こうきょう

を創造
そうぞう

する市民
し み ん

活動
かつどう

推進
すいしん

条 例
じょうれい

」の規定
き て い

に基
もと

づき、市民
し み ん

、市民
し み ん

団体
だんたい

、事業者
じぎょうしゃ

と市
し

が役割
やくわり

と負担
ふ た ん

を明確
めいかく

にしながら、

お互
たが

いの提案
ていあん

により 協 力
きょうりょく

して実施
じ っ し

し、社会
しゃかい

に貢献
こうけん

する事業
じぎょう

。 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 

「 障害者
しょうがいしゃ

が他
ほか

の者
もの

との 平 等
びょうどう

を基礎
き そ

としてすべての人権
じんけん

及
およ

び

基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

を享 有
きょうゆう

し、または行使
こ う し

することを確保
か く ほ

するための必要
ひつよう

か

つ適当
てきとう

な変更
へんこう

及
およ

び調 整
ちょうせい

であって、特定
とくてい

の場合
ば あ い

において必要
ひつよう

とされ

るものであり、かつ、均衡
きんこう

を失
しっ

したまたは過度
か ど

の負担
ふ た ん

を課
か

さないも

のをいう。」（障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

第
だい

２ 条
じょう

） 

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

 

平成
へいせい

28年
ねん

４月
がつ

に施行
し こ う

。障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

や行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

に社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

を求
もと

めること等
など

を規定
き て い

し

た。 
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用語
よ う ご

 内容
ないよう

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

に係
かか

る多種多様
た し ゅ た よ う

な問題
もんだい

に対
たい

し、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

や家族会
かぞくかい

、サ

ービス 提 供
ていきょう

事業者
じぎょうしゃ

、 教 育
きょういく

機関
き か ん

等
など

の地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

が 情 報
じょうほう

を

共 有
きょうゆう

し、地域
ち い き

の課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けて中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を果
は

たすことを

目的
もくてき

として設置
せ っ ち

されている協議会
きょうぎかい

。 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

センター 

障
しょう

がい者
しゃ

一人
ひとり

ひとりが個人
こじん

として尊 重
そんちょう

され、その有
ゆう

する能 力
のうりょく

及
およ

び

適性
てきせい

に応
おう

じ、地域
ちいき

での日 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
いとな

むことができ

るよう、相談
そうだん

支援
しえん

や就 労
しゅうろう

訓練
くんれん

支援
しえん

等
など

の支援
しえん

事業
じぎょう

を 行
おこな

うセンター。 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

 

「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」が改正
かいせい

される 形
かたち

で成立
せいりつ

した法律
ほうりつ

。福祉
ふ く し

サー

ビスの整備
せ い び

や、難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

が福祉
ふ く し

サービスの対 象
たいしょう

になる等
など

の改正
かいせい

が

あった。 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

知的
ち て き

障
しょう

がい、精神
せいしん

障
しょう

がい等
など

で判断
はんだん

能 力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な場合
ば あ い

、財産
ざいさん

管理
か ん り

や遺産
い さ ん

分割
ぶんかつ

、介護
か い ご

その他
た

商 法 上
しょうほうじょう

の契約
けいやく

等
など

で権利
け ん り

を侵
おか

されたり

不利益
ふ り え き

を 被
こうむ

ることがないよう、本人
ほんにん

の代
か

わりをする契約
けいやく

代理人
だいりにん

を

選任
せんにん

したり、誤
あやま

った契約
けいやく

を取
と

り消
け

すようにすることができる保護
ほ ご

・

支援
し え ん

制度
せ い ど

。 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

 

障
しょう

がい者
しゃ

の重度化
じゅうどか

、高齢化
こうれいか

や「親
おや

なき後
あと

」を見
み

据
す

え、障
しょう

がい者
しゃ

の

生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

えるサービス提 供
ていきょう

体制
たいせい

の構築
こうちく

を目的
もくてき

としたも

ので、相談
そうだん

、緊急時
きんきゅうじ

の受
う

け入
い

れ・対応
たいおう

、体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

、専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

、地域
ち い き

の体制
たいせい

づくりの５つの機能
き の う

が軸
じく

となる。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

（盲
もう

・聾
ろう

・養護
よ う ご

学校
がっこう

）、特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

等
など

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

・

生徒
せ い と

だけではなく、通 常
つうじょう

の学 級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

しているLD（学 習
がくしゅう

障
しょう

が

い）、ADHD（注意欠陥
ちゅういけっかん

多動性
たどうせい

障
しょう

がい）、高機能
こうきのう

自閉症
じへいしょう

（知的
ち て き

発達
はったつ

の遅
おく

れを 伴
ともな

わない自閉症
じへいしょう

）等
など

の発達
はったつ

障
しょう

がいの子
こ

どもも含
ふく

めて、一人
ひ と り

ひ

とりにきめ細
こま

やかな支援
し え ん

をしていく教 育
きょういく

。 

なんでも・そうだん・やまと 

市内
し な い

在 住
ざいじゅう

の 障
しょう

がい者
しゃ

や家族
か ぞ く

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

するさまざまな

不安
ふ あ ん

や悩
なや

み等
など

に、専門
せんもん

の相談員
そうだんいん

が無料
むりょう

で相談
そうだん

に応
おう

じ、地域
ち い き

で安心
あんしん

し

て豊
ゆた

かな生活
せいかつ

を送
おく

ることができるように支援
し え ん

する事業所
じぎょうしょ

。 
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用語
よ う ご

 内容
ないよう

 

働
はたら

き方
かた

改革
かいかく

 

「 働
はたら

く人
ひと

たちが、それぞれの事情
じじょう

にあわせて、多様
た よ う

な 働
はたら

き方
かた

を

選択
せんたく

できる社会
しゃかい

」を実現
じつげん

するための取
と

り組
く

み。2019年
ねん

から 働
はたら

き方
かた

改革
かいかく

に関連
かんれん

する法律
ほうりつ

が順次
じゅんじ

施行
し こ う

され、時間外
じかんがい

労働
ろうどう

の上 限
じょうげん

規制
き せ い

や

残 業
ざんぎょう

の割増
わりまし

賃金率
ちんぎんりつ

の引
ひ

き上
あ

げなどが実施
じ っ し

されている。 

バリアフリー 

障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者
こうれいしゃ

等
など

が移動
い ど う

したり施設
し せ つ

を利用
り よ う

したりする上
うえ

で、バ

リア（障 壁
しょうへき

）となるものを取
と

り除
のぞ

くことで生活
せいかつ

しやすくしようとす

る 考
かんが

え方
かた

。社会的
しゃかいてき

・制度的
せいどてき

・心理的
しんりてき

なバリアを取
と

り除
のぞ

くという意味
い み

でも用
もち

いられる。 

バリアフリー法
ほう

 

「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（バリ

アフリー新法
しんぽう

）。高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、妊婦
に ん ぷ

、けが人
にん

等
など

の移動
い ど う

や施設
し せ つ

利用
り よ う

の利便性
りべんせい

・安全性
あんぜんせい

の向 上
こうじょう

を促進
そくしん

するため、公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

や

建築物
けんちくぶつ

、公 共
こうきょう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

を推進
すいしん

するとともに、駅
えき

を

中 心
ちゅうしん

とした地区
ち く

や、高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

等
など

が利用
り よ う

する施設
し せ つ

が集
あつ

まる

地区
ち く

において、重点的
じゅうてんてき

かつ一体的
いったいてき

なバリアフリー化
か

を推進
すいしん

する

法律
ほうりつ

。 

福祉
ふ く し

ここから相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

近年
きんねん

、育児
い く じ

や介護
か い ご

、障
しょう

がい、生活
せいかつ

困 窮
こんきゅう

など、市民
し み ん

の抱
かか

える福祉
ふ く し

課題
か だ い

は、ますます複雑化
ふくざつか

・複合化
ふくごうか

している。本市
ほ ん し

では、これまでも子
こ

ども

や高齢者
こうれいしゃ

、 障
しょう

がい者
しゃ

、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

などに対
たい

して対象者
たいしょうしゃ

別
べつ

の制度
せ い ど

に基
もと

づいた支援
し え ん

を実施
じ っ し

しており、各
かく

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

にまたがった複合的
ふくごうてき

な

課題
か だ い

を抱
かか

える市民
し み ん

に対
たい

し、単独
たんどく

の専門
せんもん

窓口
まどぐち

にとどまらない、包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

、支援
し え ん

の体制
たいせい

が求
もと

められてきた。 

そこで、令和
れ い わ

６年
ねん

４月
がつ

から、本市
ほ ん し

では、福祉
ふ く し

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を「組織
そ し き

体制
たいせい

」と「 職
しょく

意識
い し き

の向 上
こうじょう

」という客 観
きゃっかん

・主観
しゅかん

の両 面
りょうめん

から整備
せ い び

、

充 実
じゅうじつ

し、新
あたら

しい相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を目
め

指
ざ

し、関係
かんけい

各課
か く か

の窓口
まどぐち

を

「福祉
ふ く し

ここから相談
そうだん

窓口
まどぐち

」と位置
い ち

づけた。 

ヘルプカード 

障
しょう

がいや病 名
びょうめい

、かかりつけ病 院
びょういん

、服薬
ふくやく

している 薬
くすり

等
など

の情 報
じょうほう

や、

緊 急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

等
など

を記載
き さ い

しておき、災害時
さいがいじ

や緊急時
きんきゅうじ

等
など

、周囲
しゅうい

の人
ひと

に手
て

助
だす

けを求
もと

めたいときに使用
し よ う

するカード。 

ユニバーサルデザイン 

身
み

の回
まわ

りの品物
しなもの

から住 宅
じゅうたく

、建物
たてもの

、都市
と し

空間
くうかん

のデザインまで、すべて

の人
ひと

が使
つか

いやすいように考慮
こうりょ

してつくられた汎用性
はんようせい

のある施設
し せ つ

、

製品
せいひん

、情 報
じょうほう

の設計
せっけい

（デザイン）。  
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〒242-8601 大和
やまと

市
し

鶴間
つるま

一丁目
いっちょうめ

31番
ばん

７号
ごう

 

        （大和
やまと

市
し

保健
ほけん

福祉
ふくし

センター内
ない

） 

TEL：046-260-5665 ／ FAX：046-262-0999 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


