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計画策定の経過 

 

平成28年  ９月29日 第35回寝屋川市障害者計画等推進委員会を開催 

11月29日 第36回寝屋川市障害者計画等推進委員会を開催 

平成28年11月～平成29年10月 

障害者長期計画推進庁内連絡会ワーキング会議を開催 

 

 

平成29年  ２月１日 第37回寝屋川市障害者計画等推進委員会を開催 

３月２日～３月20日 

障害者支援に関するニーズ調査を実施 

（有効発送数 4,214通、有効回収数 1,801通、有効回収率 42.7％） 

３月30日 第38回寝屋川市障害者計画等推進委員会を開催 

７月５日 第39回寝屋川市障害者計画等推進委員会を開催 

８月24日 第40回寝屋川市障害者計画等推進委員会を開催 

10月27日 障害者長期計画推進庁内連絡会を開催 

11月22日 第41回寝屋川市障害者計画等推進委員会を開催 

12月20日 第42回寝屋川市障害者計画等推進委員会を開催 

 

 

平成30年  ２月１日～２月28日 

計画（素案）に対する意見等の募集（パブリック・コメント）を実施 

（意見等の提出数 障害者長期計画１人、16件 

障害福祉計画・障害児福祉計画２人、16件） 

３月27日 計画策定に伴う法定協議を終了（府回答） 

３月28日 第43回寝屋川市障害者計画等推進委員会を開催 

３月末日 寝屋川市障害者長期計画（第３次計画）、寝屋川市障害福祉計画 

（第５期計画）・寝屋川市障害児福祉計画（第１期計画）を策定 

 

資  料 
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寝屋川市障害者計画等推進委員会規則 

 寝屋川市規則第19号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例（昭和39年寝屋川市条例第27

号）第３条の規定に基づき、寝屋川市障害者計画等推進委員会（以下「委員会」という。）の

組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員21人以内で組織する。 

（委員） 

第３条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 公募による市民 

(2) 障害者の福祉に関し識見を有する者 

(3) 関係機関から推薦を受けた者 

２ 委員の任期は、３年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 委員会の会議は、年１回以上開催するものとする。 

（専門部会） 

第６条 委員会に、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、当該専門部会の事務を掌理し、当該専門部会における検討の状況及び結果を委員

会に報告する。 

（資料の提出等の要求等） 

第７条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係職員に対し、

資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者

以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（報告） 

第８条 委員会は、毎年度、審議の結果を市長に報告するものとする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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寝屋川市障害者計画等推進委員会委員名簿 

 

氏   名 役   職   名   等 備  考 

上 田  恭 史 一般社団法人寝屋川市歯科医師会常務理事  

牛 田  米 子 寝屋川市身体障害者福祉会視覚部会会長  

大 西  正 禮 社会福祉法人療育・自立センター理事長  

奥 村     勲 寝屋川市精神障害者家族会みつわ会会長  

岸 谷  洋 子 寝屋川市肢体不自由児(者)父母の会会長  

北 野  誠 一 ＮＰＯ法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長 委 員 長 

朽 見  圭 子 寝屋川市障害児者を守る親の会会長  

笹 川  和 廣 寝屋川市身体障害者福祉会聴力言語障害者部会会長  

夛 良  昌 子 大阪府寝屋川保健所地域保健課長  

辻 岡 喜久雄 寝屋川市民生委員児童委員協議会会長  

冨 田  昌 吾 寝屋川市相談支援機能強化事業ネットワーク推進員  

中 島  大 作 寝屋川市身体障害者福祉会肢体内部部会会長  

馬 場  和 子 一般公募  

濵 吉  信 彰 社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会事務局次長  

久 澤     貢 寝屋川市障害児者福祉施設協議会会長  

平 田  恵 一 一般公募  

松 村  由 貴 大阪府中央子ども家庭センター企画情報室統括主査  

村 井  謙 太 寝屋川難病連絡会会長  

森 下     剛 寝屋川市障害福祉サービス事業者連絡会副会長  

山 中  吉 隆 一般社団法人寝屋川市医師会常務理事 副委員長 

横 井 佳津妤 一般公募  

（敬称略 五十音順） 
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寝屋川市障害者長期計画（第２次計画）に基づく事業等の実施状況・進捗状況 

 

 

Ⅰ．だれもがともに暮らせるまちづくり 

１．障害についての理解と支えあいの推進  

(1)障害についての理解の推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)障害につ
いての啓
発と交流
の推進 

・広報やホームページでの啓発、冊子・パンフレットの発行、街頭キャンペーン、講
演会・研修会等を、市、社協、関係団体、事業者等が実施 

・発達障害等の多様な障害への理解をすすめるための研修会、交流や理解をすすめる
ためのイベント等を実施 

2)福祉教育
の推進 

・学校で福祉教育や支援学校との交流、保育所・幼稚園で日常の保育を通じた交流・
理解を推進 

・成人教育講座や家庭教育学習等を実施 
・事例検討や学習を校区福祉委員会等で実施、見学会・勉強会を医療機関が実施 

(2)地域で支えあう活動の推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)障害者を
支援する
地域福祉
活動の推
進 

・多様なボランティアを養成するための講座を社協が実施 
・小地域ネットワーク活動やボランティア活動を展開、事業所でのボランティア活動

が定着 
・コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を社協が配置し、地域住民と連携した

ニーズの把握やつなぐ取り組みを推進 

2)当事者活
動の推進 

・当事者の研修会・学習会、市との懇談等を当事者団体が実施、団体の活動を市、社
協、事業者等が支援 

・当事者の語りや訪問活動を事業者、関係機関が推進、ピアサポーター養成講座、交
流するイベントやサロン活動等を実施 

・学校での福祉教育や校区福祉委員会との懇談等を、団体と社協が連携して実施 

２．快適で安全な生活環境整備の推進  

(1)だれもが利用しやすいまちづくりの推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)都市施設
のバリア
フリー化
の推進 

・府の福祉のまちづくり条例や当事者団体の提案・要望などに基づき推進 
・交通バリアフリー基本構想に基づく駅周辺地域のバリアフリー化等を実施 
・都市公園等の現況調査と改修等を実施、移動円滑化の基準も含めた条例を制定 
・公共施設の改修等や、民間施設に関する協議・指導を実施、事業所でもバリアフリ

ー化や安全対策を実施 
・路上駐車の防止や駐輪マナーの向上のための啓発、駐輪場の整備等を実施 

2)障害者等
に配慮し
た交通の
充実 

・タウンくるバスのルート等の整備、バス路線の再編等を協議、バスロケーションシ
ステム、低床バス、ＩＣカードシステムを事業者が導入 

・重度障害者へのタクシー料金の助成を実施 
・重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援事業を実施、ガイドベルパー養成・

スキルアップ講座を事業者連絡会と連携して実施 
・運転協力者（ボランティア）による移送サービスを社協が実施 

3)情報のバ
リアフリ
ー化の推
進 

・広報のデイジー化と再生機器の普及、ホームページやメール等も活用した情報提供
を実施 

・会議資料の点字化・音声化、郵便物への点字シールの貼付を実施 
・手話通訳者・要約筆記者の派遣、点訳・音訳等を実施、手話通訳者・要約筆記者の

養成やスキルアップの研修を実施 
・障害福祉課に手話通訳者を配置、職員の手話学習を実施 
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(2)安全なまちづくりの推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)防災対策
の推進 

・災害時の緊急体制に関する学習会や避難所体験等を当事者団体、事業者、地域の支
援者等が連携して実施 

・災害ボランティアの養成講座やボランティアセンターの立ち上げ訓練等を社協が実
施、緊急時安否確認事業（かぎ預かり事業）を社協が実施 

・避難行動要支援者名簿を作成・更新し、同意に基づく情報提供を推進、緊急医療情
報キット、緊急情報カードの配付を推進、家具転倒防止器具の取付支援等を実施 

・聴覚障害者に配慮した火災警報器やメールによる通報等を推進、災害発生を字幕と
手話で発信する装置を総合センターに設置 

・避難所のバリアフリー化を推進、福祉避難所の設置運営に関する協定を事業所と締
結し、運用について協議 

2)防犯対策
の推進 

・情報交換や関係機関へのつなぎを民生委員・児童委員が実施 
・防犯研修を事業者が実施 

3)交通安全対
策の推進 

・交通安全教室を支援学校で実施 
・道路照明灯や道路反射鏡を設置 

4)徘徊行動の
ある人への
支援の推進 

・徘徊高齢者の情報を協力員にメールで送信 
・認知症支援の取り組みを校区福祉委員会が推進 

 

 

Ⅱ．一人ひとりの思いや力を活かすしくみづくり 

１．生涯を通じた発達と学習への支援の充実  

(1)継続的な支援のしくみづくり 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)発達や療
育を継続
的に支援
するしく
みの構築 

・障害児関係機関協議会で情報を共有し、継続的な支援を実施 
・自立支援協議会に障害児部会、障害児通所支援サービス事業所連絡会を設置 
・サポート手帳（はちかづきノートと知って帳）を作成し、関係機関と活用委員会を

開催して利用促進や情報の追加等を実施、当事者団体が勉強会を開催 
・保護者への支援として、あかつき・ひばり園、保育所・幼稚園への巡回相談、小中

学校への教育相談員の訪問などを実施、府の子ども家庭センターが障がい児相談、
保健所が慢性疾患児や身体障害児の相談を実施 

(2)障害児の療育・教育の推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)早期療育
と障害児
保育の充
実 

・母子保健事業として、母子健康手帳の交付、妊婦健康診査の公費助成、妊婦歯科健
診、妊産婦・新生児訪問指導、乳幼児健診、育児教室、訪問指導を実施、経過観察
健診にあかつき・ひばり園が理学療法士を派遣し、訓練へのつなぎ等を推進 

・あかつき・ひばり園、どんぐり教室で療育・指導、保育所等訪問支援を実施、あか
つき・ひばり園でのリハビリの充実に向けてスタッフを充実 

・保健所が療育相談を実施 
・保育所・市立幼稚園への巡回相談や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による支

援、あかつき・ひばり園併用児の保育、障害児支援事業所による施設支援を実施 
・市立幼稚園で園児の特性に応じた保育、配慮を要する園児への支援を実施、幼稚園

の職員研修を私立幼稚園にも呼びかけて実施 

2)支援教育
の充実 

・障害児関係機関協議会等を通じて、継続的な支援のための連携を推進、就学指導の
個人記録票を作成し、保育所・幼稚園・小学校・中学校の連携を強化、個別の教育
支援計画を作成・活用、慢性疾患児・身体障害児の新１年生を対象とした総合医療
相談会を保健所が実施 

・地域の学校に支援教育コーディネーターや看護師を配置、作業療法士、言語聴覚士、 
理学療法士等を派遣、療育相談に事業者等も参加してケース検討を実施 

資  料 
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項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

・支援学校が学校見学や教育相談、あかつき・ひばり園や保育所・幼稚園との引き継
ぎ、市の関係部局との情報連携、新入生の経過フォローを実施 

・障害児関係機関協議会や自立支援協議会を通じて支援学校と連携を図り、訪問相談
や研修等の地域支援、事例検討等を実施、支援学校と地域の学校の児童・生徒の交
流会、居住地交流を実施 

・体育館等へのスロープや手すりの設置、段差の解消やトイレの改修、積層信号灯の
設置などの整備を実施 

・放課後支援として、留守家庭児童会に障害児も入会、放課後等デイサービス等の事
業所が増加し障害児通所支援サービス事業者連絡会を開催、支援学校でＰＴＡの地
域活動への支援や情報提供を実施、休日の活動の場を当事者団体や事業者が提供 

・支援学校で作業学習や実習などを実施し、社会的自立を推進、卒業後の社会自立を
見据えたカリキュラム展開や卒業生のアフターフォローも実施 

3)高等教育
の推進 

・支援学校で進学も視野に入れたカリキュラムやコース制を導入し、大学進学希望者
のための調査書や学習記録の様式や単位の読み替えなどの確認を実施 

・高等部卒業後の学びの場に関する学習や情報提供を実施 
・市内の大学に在学している障害者を支援するボランティアを組織 

(3)生涯学習の推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)生涯学習
・スポー
ツ等の推
進 

・生涯学習事業の情報提供を情報誌やホームページで実施、電話での相談対応を実施 
・障害者スポーツ大会の参加を広報で呼びかけ、障害者スポーツ指導員を養成、スポ

ーツ相談員が当事者団体の活動に協力 
・音の出る絵本、しかけ絵本、点訳絵本、大活字本を配架、東・駅前図書館に点訳絵

本コーナーを設置し、本展を開催して活用を呼びかけ 
・デイジー再生機、拡大読書機、音声読書機を設置、郵送貸出を検討 

(4)自立生活に向けた支援の推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)自立生活
に向けた
支援の推
進 

・自立支援協議会の精神障害者部会・ワーキング等で関係機関が連携し、地域移行・
定着や個別支援の検討、支援者への研修、長期入院者への面接を実施 

・生活訓練や体験入居、自立支援プログラム講座、訪問支援を事業者が実施 
・相談マネージャーやピアサポーターが病院を訪問して入院患者と交流する活動や、

相談支援事業所によるアウトリーチ支援を実施 
・精神障害者のクライシス時の支援等のモデル事業を事業者が連携して実施 

２．就労や社会的活動への参加の推進  

(1)一般就労の推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)就労に関
する相談
支援の充
実 

・自立支援協議会の就労支援部会・ワーキング等で就労支援機関、事業所、支援学校、
医療機関等のネットワークを構築し、情報交換や連携、システム化、就労定着のた
めのアフターフォロー、就労のつどいを通じた意識づくりを実施 

・就業や生活に関する相談支援を就業・生活支援センターが実施、地域就労センター
でも情報提供や相談を実施、ねやがわシティ・ステーション内にハローワークの職
業紹介コーナーを開設 

・就業・生活支援センターや事業所の職員がジョブコーチ研修に参加し、支援を実施 
・ハローワークと事業者が連携し、就労のマッチングや連携のモデル事業を実施 
・若者サポートステーションで個別面接や就労プログラム、職場体験等を実施 

2)就労のた
めの訓練
等の充実 

・就労移行支援事業のプログラムや支援の検証やハローワークとの連携等を行い、支
援を充実、集団活動が苦手な人に配慮した所外のプログラムも実施、ハローワーク
を通じて障害者職業センター等の専門機関を紹介 

・支援学校で社会性を高めるための学習、コース制の導入、企業等での体験実習や職
業訓練校、福祉事業所の見学、当事者団体と連携した進路選択の懇談などを実施 
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項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

・就業・生活支援センター、事業所が企業の協力により職場実習を開拓し実施、市庁
舎での実習を定期的に実施し、企業実習にチャレンジする取り組みが定着 

3)就労の場
の確保 

・関係機関と連携して企業への情報提供や啓発を実施 
・エルガイダンスを市、関係機関・団体等が連携して毎年開催 
・障害者職業センターやジョブコーチの利用を推進 
・市庁舎実習を通じた理解や仕事開拓、定員適正化計画もふまえた障害者採用を実施 
・優先調達推進方針を策定し、庁内各課に案内 

4)就労への
定着のた
めの支援
の推進 

・定着支援事業を市、就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、障害者職業セ
ンターが連携して実施 

・事業所に就労者が集える場を設置し、生活への側面的なサポートを実施、サポータ
ー連絡カードを活用した支援を推進 

(2)福祉的就労や日中活動の推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)福祉的就
労の推進 

・就労継続支援事業（Ｂ型）を実施、離職者、中途障害者、高次脳機能障害者の就労
に向けた生活リズムの確立にも取り組み 

・就労継続支援事業（Ａ型）の事業所が市内にも開設 
・製品の発注や仕事の委託を市や社協が推進、企業からの発注を紹介、工賃向上に向

けた商品開発や営業活動、働きやすい職場や製品づくりを事業所が推進 

2)日中活動
の推進 

・生活介護を実施、重度障害者等包括支援事業、地域活動支援センター事業（Ⅱ型）
で重度障害者等を受け入れ 

３．身体とこころの健康づくりとリハビリテーションの推進  

(1)保健・医療・リハビリテーションの推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)健康の保
持・増進
への支援 

・健康づくりプログラムの全戸配布、広報等による情報提供、健康教室等を通じて、
市民の健康づくりを支援 

・障害のある人への配慮や事業所等との連携で健康診査、歯科健康診査の受診を支援 
・広報や研修会・イベント等で、こころの病気への理解を促進 
・精神障害者の相談や活動の場として、地域生活支援センター（Ⅰ型）を設置 

2)障害のあ
る人への
医療の充
実 

・身体障害者福祉センター・東障害福祉センターで整形外科診療、保健福祉センター
で障害者歯科診療を実施（ニーズの変化等をふまえ、内科診療は休診） 

・精神科病院が精神科救急病棟に移行し、救急患者の受け入れ体制を強化、認知症初
期集中支援チームや合併症支援病院の取り組みも推進 

・自立支援医療を医療機関と連携して適切に実施 
・重度障害者(児)の訪問看護料の助成を実施 
・計画推進委員会に医師会、歯科医師会の委員が参加 

3)リハビリテ
ーション医
療や機能訓
練の充実 

・身体障害者福祉センター、地域活動支援センター（Ⅱ型）で機能訓練を実施 
・介護保険で訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションを実施 
・失語症や言語障害がある人のつどいを支援団体が実施 

4)障害の原因
となる疾病
等の予防の
推進 

・健康づくりプログラムの全戸配布、健康づくり実践講座などの健康づくり推進事業
や各種保健事業を実施 

・健康づくり健診、各種がん検診、国民健康保険加入者を対象とした特定健診・特定
保健指導を市が実施 

 

資  料 
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Ⅲ．自分らしい生活を支えるサービスづくり 

１．情報提供と相談支援の充実  

(1)情報提供と相談支援の充実 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)情報提供
の充実 

・障害者に関する諸事業を広報やホームページに掲載、ホームページをリニューアル
し、アクセシビリティの向上ややさしい日本語のページの改訂を実施 

・相談支援事業、差別解消法、虐待防止法に関するパンフレットを作成、事業所の一
覧表を当事者団体が作成・配布 

・障害者団体協議会や福祉施設協議会等の団体を通じた障害の状況に応じた情報提供
や、民生委員・児童委員や福祉委員などを通じた情報提供を実施 

・福祉制度の情報が伝わりにくい人への相談支援充実・強化事業を実施 
・障害者制度の改正に関する学習会を、出前講座などを通じて実施 

2)多様な相
談支援の
場づくり 

・基幹相談支援センターを開設し、基幹相談支援会議も開催 
・相談支援事業を委託（３か所）で実施 
・相談支援充実・強化事業でサービスにつながりにくい人への個別支援を実施 
・地域移行を支援する精神障害者地域相談支援マネージャーを事業所に配置 
・ピアサポートセンターで聴覚、難聴、小児難病のピアカウンセリングを実施、委託

相談支援事業所でピアカウンセラー、ピア電話相談員の養成講座を開催し、電話相
談やピアサポートの活動を実施・まちかど福祉相談所を社協が開設し、地域住民と
ＣＳＷが連携して活動 

・地域包括支援センターを増設し、中学校区ごとに開設 
・生活困窮者自立支援事業としての相談支援や就労支援等を、社協に委託して実施 

3)相談支援
ネットワ
ークの充
実 

・自立支援協議会を障害福祉計画の改定にあわせてステップアップするよう、部会構
成や各会議を充実、相談支援ネットワーク会議と拡大版の地域生活支援部会を開催 

・地域福祉計画に基づき、問題解決の協議の場として福祉のまちづくりひろばを設置 
・社会福祉協議会の地域貢献委員会に事業者が参加 
・府が開催する北河内圏域の会議で各市の課題を共有 

4)ケアマネ
ジメント
の充実 

・障害福祉サービスの全利用者に計画相談支援を実施するよう、特定相談支援事業所
の確保を推進、研修会や特定相談支援事業者連絡会を開催、事業者も相談支援体制
の強化や研修を実施 

・支援学校の新卒者の計画相談支援を実施 
・相談支援事業所が中心となって個別ケースのケア会議を行い、相談支援ネットワー

ク会議で共有 

5)的確なサー
ビス支給決
定の推進 

・認定調査を的確に行うよう、調査員への研修やチェックを実施 
・市のガイドラインを作成して支給決定を実施し、支給量が特に多いケースは介護給

付費等審査会の意見を確認 

２．生活を支援するサービスの充実  

(1)地域での生活や介護を支援するサービスの充実 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)生活や介
護を支援
するサー
ビス等の
充実 

・居宅サービス事業所連絡会が設置され、研修などを実施 
・社会福祉法人を中心とした福祉施設協議会が設置され、各種問題の協議や学習等の

部会活動、あいあいまつりの開催、情報共有や支援スキルを高める取り組みを実施 
・日中一時支援事業を事業者が実施し、学齢期の児童や就職したＯＢ・ＯＧを受け入

れ、精神障害者の生活介護を事業者が開設 
・放課後等デイサービス事業を、多くの事業者が参入して実施 
・市立短期入所施設大谷の里を設置 
・補装具の支給、配食サービス、訪問入浴を実施   
・高次脳機能障害や発達障害の人の日中活動の場づくりなどの支援を事業所が実施 
・難病、医療的ケアが必要な人、高次脳機能障害、発達障害などに対する支援を推進

するよう、府などとも連携して研修等を実施 
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項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

・総合支援法で難病の人が対象となったことの啓発活動を、当事者団体が実施 
・自立支援協議会で大人の発達障害検討会を実施、難病・医療的ケア支援に関するサ

ブワーキングの設置を検討、神経筋難病医療ネットワーク会議を保健所が開催 
・人材確保のため、ヘルパー資格をもつ人への説明会等を実施、アルコール問題、精

神疾患の人への対応力を高める研修会、事例検討会を保健所が開催 
・地域と連携した支援をすすめるＣＳＷを増員、小地域ネットワーク活動で個別ケー

スへの支援やケース検討会議を実施、市と社協が連絡会議を開催し情報を共有 

2)家族介護
者等への
支援の充
実 

・計画相談支援、障害児相談支援のモニタリング等を通じて情報提供し、サービスの
利用を促進 

・家族のレスパイト支援として、短期入所、日中一時支援事業、放課後等デイサービ
ス事業などを実施 

・事業者が本人の問題を一緒に考えることを通じて、家族の心のケアを推進 

3)余暇活動
への支援
の充実 

・スポーツやレクリエーションの大会を実施 
・土曜日に余暇活動を楽しむプログラムを事業者が実施し、利用者以外の参加も推進 
・移動支援事業やコミュニケーション支援事業で、余暇活動への参加を支援 
・グループホームで余暇活動への支援を充実 

(2)居住の場の確保の推進 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)地域自立
生活のた
めの居住
の場の確
保 

・グループホームの設置を事業所が推進、入所者の高齢化への対応や安全・安心に配
慮した改修・研修等を実施 

・相談支援事業で地域での居住をすすめるための支援を実施 
・社協が校区福祉委員会やボランティアなどの会議で福祉課題を抱える人への理解を

深めるためのはたらきかけを行い、関係機関等と協働した支援を推進 
・地域生活支援拠点について検討するプロジェクトを自立支援協議会に設置 
・重度障害者住宅改造助成事業を、65歳以上の人（高齢期の重度障害者）にも実施 

2)施設入所支
援の充実 

 

(3)経済的安定のための支援 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)年金・手当
等の充実 

・各種手当を支給 
・無年金を防止するよう、啓発や国への要望を実施 

2)経済的負
担の軽減 

・障害者自立支援法の改正により応能負担が原則となるなど、利用者負担を軽減 
・障害者総合支援法の対象の難病の拡大で、障害福祉サービスの利用者負担を軽減 

３．権利擁護に対する支援の充実  

(1)権利擁護に対する支援の充実 

項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

1)権利擁護
をすすめ
る体制づ
くり 

・虐待防止センターを設置、虐待防止対策協議会を開催し、関係機関と連携して虐待
防止を推進 

・障害者権利条約の批准をすすめる広域の取り組みや要望などを当事者団体が実施 
・障害者差別解消の推進に関する市職員の対応要綱を施行し、対応マニュアルの作成

と研修を実施 

2)権利擁護
に関する
相談・支
援の推進 

・相談支援事業所を中心として、権利擁護に関する相談を実施、相談窓口を事業者が
人権擁護委員の協力を得て開設 

・オンブズパーソン（苦情調整委員）が、障害福祉サービス等の苦情受付や相談を実施 
・地域福祉計画に権利擁護をすすめるしくみの充実を記載 

3)後見的支
援の充実 

・成年後見制度利用支援事業を実施し、後見人の選任の支援、後見報酬の助成を実施 
・成年後見制度等に関する学習会を当事者団体が開催 
・市民後見人育成等検討会議を設置し、情報を共有、研修会に社協が参加 

資  料 
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項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

・日常生活自立支援事業を社協が実施、専門員・生活支援員の増員による待機者の解
消、苦情解決制度を利用する手続きを実施 

4)虐待防止
の取り組
みの推進 

・虐待防止センターで虐待防止法に関する啓発や研修を実施、通報に対応、具体的な
対応のマニュアルを作成 

・虐待防止に関する研修に事業所の職員が参加 
・児童虐待に関する相談に子ども家庭センターが対応 
・児童虐待への対応力を高めるための関係機関職員向けの研修会を保健所が開催 

 

 

計画推進のための取り組み 

 
項 目 主な事業等の実施状況・進捗状況 

(1)計画推進
体制の充
実 

・障害者計画等推進委員会を開催し、計画の進捗状況や課題を検討 
・次期計画に当事者の意見を反映するためのタウンミーティングを開催 
・計画推進委員会と自立支援協議会を連携して推進、自立支援協議会からの課題の検

討とフィードバックなどを連携して推進 
・障害福祉計画と連動して自立支援協議会の構成を見直し、新たな会議体を設置 
・自立支援協議会の各ワーキング会議で年間テーマを作成し、計画的に協議を推進 

(2)事業の推
進体制の
充実 

・市職員の専門性を向上するため、派遣研修や自己啓発の支援を実施 
・相談支援ネットワーク会議、特定相談支援事業所連絡会を開催 

(3)計画的・
効果的な
事業実施
の推進 

・障害福祉計画に障害者長期計画の実施計画としての役割を持たせ、３年間に重点的
に取り組む事項を策定 

・障害者長期計画と障害福祉計画を障害者計画等推進委員会で一体的に検討、進捗状
況の点検・評価、重点的に取り組む事項の検討を実施 

・市の総合計画や他課が策定した計画と連携を図りながら、計画を推進 
・部内の計画担当者連絡会議を開催し、体系的、一体的な計画の策定・推進を協議 
・地域福祉計画推進委員会の委員に児童および障害福祉活動団体の構成員を委嘱、計

画に基づく施策・事業を計画的に実施するため地域福祉推進会議を設置 
・障害福祉計画（第４期計画）でＰＤＣＩサイクルの考え方に基づく推進を明示 
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寝屋川市障害福祉計画（第４期計画）の進捗状況 

（※）平成29年度は８月までの実績を参考値として記載しています。 
小数点以下を四捨五入しているため、達成率や合計が一致しない場合があります。 

 

（１）障害福祉サービスの実績 

① 訪問系サービス（１か月あたり）                                 ［上段：時間 下段：人］ 

 平成27年度 平成28年度 29年度 
実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 

身体障害者 居宅介護 5,130 4,928 104% 5,052 5,024 101% 5,149 
146 154 95% 155 157 99% 152 

重度訪問介護 5,210 7,934 66% 5,204 8,383 62% 5,090 
41 53 78% 42 56 75% 41 

同行援護 1,970 2,146 92% 2,059 2,205 93% 2,120 
72 73 99% 75 75 100% 75 

重度障害者等包括支援 711 731 97% 721 731 99% 775 
4 4 100% 4 4 92% 4 

知的障害者 居宅介護 2,301 2,260 102% 2,238 2,421 92% 2,609 
88 84 105% 96 90 106% 106 

重度訪問介護 246 150 164% 520 299 174% 510 
2 1 183% 3 2 138% 3 

行動援護 400 401 100% 376 434 87% 379 
14 12 116% 14 13 110% 14 

重度障害者等包括支援 554 543 102% 570 543 105% 635 
3 3 100% 3 3 92% 3 

精神障害者 居宅介護 2,830 2,652 107% 3,340 2,816 119% 3,436 
191 178 107% 220 189 116% 234 

重度訪問介護 0 150 0% 0 299 0% 0 
0 1 0% 0 2 0% 0 

（行動援護） 2 0 - 6 0 - 8 
0 0 - 1 0 - 1 

障害児 居宅介護 322 591 54% 309 622 50% 266 
17 19 92% 17 20 87% 18 

同行援護 0 11 0% 0 11 0% 1 
0 1 0% 0 1 0% 0 

行動援護 2 28 9% 1 42 2% 0 
0 2 17% 0 3 3% 0 

合計 居宅介護 10,582 10,431 101% 10,940 10,883 101% 11,459 
443 435 102% 487 456 107% 510 

重度訪問介護 5,456 8,234 66% 520 8,981 6% 510 
43 55 79% 3 60 5% 3 

同行援護 1,970 2,157 91% 2,059 2,216 93% 2,120 
72 74 98% 75 76 99% 75 

行動援護 400 429 93% 376 476 79% 379 
14 14 99% 14 16 90% 14 

重度障害者等包括支援 1,265 1,274 99% 1,292 1,274 101% 1,410 
7 7 100% 6 7 92% 7 
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② 短期入所（１か月あたり）                                         ［上段：日 下段：人］ 

 平成27年度 平成28年度 29年度 
実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 

短期入所 身体障害者 253 234 108% 280 241 116% 361 
35 32 110% 38 33 115% 42 

知的障害者 565 385 147% 711 400 178% 829 
99 74 134% 121 77 157% 126 

精神障害者 6 30 19% 14 40 34% 25 
2 3 50% 3 4 81% 6 

障害児 59 54 110% 66 59 111% 54 
12 10 121% 14 11 123% 15 

合計 883 703 126% 1,070 740 145% 1,270 
148 119 124% 176 125 141% 188 

 

③ 日中活動系サービス（１か月あたり）                               ［上段：日 下段：人］ 

 平成27年度 平成28年度 29年度 
実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 

身体障害者 生活介護 2,259 2,112 107% 2,302 2,165 106% 2,453 
127 120 106% 133 123 108% 137 

自立訓練（機能訓練） 33 69 48% 44 92 48% 33 
2 3 67% 2 4 56% 2 

就労移行支援 7 35 21% 37 53 70% 65 
1 2 29% 2 3 81% 3 

就労継続支援（Ａ型） 198 108 183% 308 129 239% 391 
10 5 197% 15 6 250% 19 

就労継続支援（Ｂ型） 254 272 93% 247 289 85% 252 
15 16 95% 15 17 86% 16 

知的障害者 生活介護 9,535 9,870 97% 9,599 10,368 93% 9,994 
480 496 97% 498 521 96% 500 

自立訓練（生活訓練） 247 384 64% 317 528 60% 376 
13 16 80% 17 22 78% 18 

就労移行支援 466 546 85% 606 582 104% 715 
25 30 84% 32 32 101% 44 

就労継続支援（Ａ型） 429 276 155% 600 315 190% 725 
22 14 157% 31 16 192% 36 

就労継続支援（Ｂ型） 2,795 2,851 98% 2,804 2,891 97% 3,013 
145 144 101% 148 146 102% 154 

精神障害者 生活介護 102 249 41% 176 315 56% 265 
11 15 73% 19 19 99% 26 

自立訓練（生活訓練） 269 515 52% 215 572 38% 280 
25 36 71% 25 40 63% 32 

就労移行支援 587 627 94% 745 660 113% 911 
36 38 94% 45 40 112% 58 

就労継続支援（Ａ型） 248 70 354% 545 84 649% 941 
14 5 277% 29 6 489% 51 

就労継続支援（Ｂ型） 1,211 1,243 97% 1,319 1,319 100% 1,395 
112 114 98% 125 121 103% 126 

（次ページに続く） 
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 平成27年度 平成28年度 29年度 
実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 

合計 生活介護 11,896 12,231 97% 12,077 12,848 94% 12,712 
618 631 98% 649 663 98% 662 

自立訓練（機能訓練） 33 69 48% 44 92 48% 33 
2 3 67% 2 4 56% 2 

自立訓練（生活訓練） 515 899 57% 532 1,100 48% 656 
38 52 73% 42 62 68% 49 

就労移行支援 1,060 1,208 87.7% 1,388 1,295 107% 1,691 
62 70 88.1% 79 75 106% 105 

就労継続支援（Ａ型） 874 454 192.6% 1,454 528 275% 2,057 
46 24 190.3% 75 28 268% 105 

就労継続支援（Ｂ型） 4,260 4,366 97.6% 4,369 4,499 97% 4,660 
272 274 99.3% 288 284 101% 296 

療養介護                 ［人］ 22 22 100% 22 22 100% 22 

 

④ 居住系サービス（１か月あたり）                                                   ［人］ 

 平成27年度 平成28年度 29年度 
実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 

身体障害者 共同生活援助 3 4 67% 3 5 60% 5 

施設入所支援 30 27 110% 27 26 102% 28 

知的障害者 共同生活援助 138 147 94% 153 155 99% 162 

施設入所支援 101 99 102% 100 97 103% 98 

精神障害者 共同生活援助 20 26 78% 21 30 71% 27 

施設入所支援 2 1 208% 3 1 250% 1 

合計 共同生活援助 161 177 91% 177 190 93% 194 

施設入所支援 133 127 105% 129 124 104% 127 

 

⑤ 相談支援（１か月あたり）                                                         ［人］ 

 平成27年度 平成28年度 29年度 
実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 

計画相談支援 身体障害者 23 100 23% 30 102 29% 28 

知的障害者 81 160 50% 84 160 52% 89 

精神障害者 72 100 72% 87 103 85% 92 

障害児 0 4 0% 0 5 0% 1 

合計 176 364 48% 200 376 53% 210 

地域移行支援 身体障害者 0 1 0% 0 1 0% 0 

知的障害者 0 2 0% 0 2 8% 0 

精神障害者 1 6 13% 1 6 11% 1 

合計 1 9 8% 1 9 9% 1 

地域定着支援 身体障害者 6 9 69% 5 9 51% 4 

知的障害者 3 4 83% 3 4 63% 3 

精神障害者 4 8 47% 4 9 40% 5 

合計 13 21 63% 11 22 48% 12 
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（２）地域生活支援事業の実績 

地域生活支援事業の実績（１年あたり） 

 平成27年度 平成28年度 29年度 
実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 

理解促進研修・啓発事業 実施 実施 ○ 実施 実施 ○ 実施 

自発的活動支援事業 実施 実施 ○ 実施 実施 ○ 実施 

障害者相談支援事業 3か所 3か所 100% 3か所 3か所 100% 3か所 

基幹相談支援センター 実施 実施 ○ 実施 実施 ○ 実施 

基幹相談支援センター等機能強化事業 実施 実施 ○ 実施 実施 ○ 実施 

住宅入居等支援事業 実施 実施 ○ 実施 実施 ○ 実施 

成年後見制度利用支援事業 4人 6人 67% 5人 7人 71% 4人 

成年後見制度法人後見支援事業 実施 実施 ○ 実施 実施 ○ 実施 

意思疎通 

支援事業 

手話通訳者派遣事業 27人 40人 68% 25人 42人 60% 23人 

要約筆記者派遣事業 1人 7人 15% 0人 8人 5% 1人 

手話通訳者設置事業 2人 2人 100% 2人 2人 100% 2人 

日常生活 

用具給付 

等事業 

介護・訓練支援用具 15人 25人 60% 27人 25人 108% 11人 

自立生活支援用具 45人 90人 50% 46人 95人 48% 27人 

在宅療養等支援用具 30人 50人 60% 58人 50人 116% 18人 

情報・意思疎通支援用具 44人 60人 73% 50人 62人 81% 30人 

排泄管理支援用具 5,558人 5,400人 103% 6,162人 5,500人 112% 2,726人 

居宅生活動作補助用具 
（住宅改修費） 7人 7人 100% 4人 7人 57% 0人 

手話奉仕員養成研修事業 38人 65人 59% 38人 65人 59% 34人 

移動支援事業 83,354 
時間 

89,784 
時間 93% 

171,198 
時間 

92,928 
時間 184% 

36,810 
時間 

452人 465人 97% 465人 481人 97% 458人 

地域活動支援センター 6か所 5か所 120% 6か所 5か所 120% 6か所 
190人 180人 106% 198人 180人 110% 人 

《任意事業》 日中一時支援事業 3,623回 2,400回 151% 3,580回 2,400回 149% 3,276回 

訪問入浴サービス事業 535回 300回 178% 642回 320回 201% 315回 

自動車改造助成事業 2件 7件 29% 2 7件 29% 1件 

 

 

（３）障害児支援サービスの実績 

障害児支援サービスの実績（１か月あたり）                            ［上段：日 下段：人］ 

 平成27年度 平成28年度 29年度 
実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 

児童発達支援 1,411 1,546 91% 1,381 1,646 84% 1,252 
168 184 91% 151 196 77% 141 

医療型児童発達支援 261 292 89% 241 292 83% 210 
30 37 80% 30 37 81% 29 

放課後等デイサービス 2,856 2,419 118% 3,589 2,527 142% 4,341 
233 224 104% 278 234 119% 325 

保育所等訪問支援         ［回］ 1 3 47% 3 4 77% 4 

障害児相談支援           ［人］ 24 122 20% 16 131 12% 27 
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障害者支援に関するニーズ調査の結果 

 

 

調査の実施概要 

１．調査の目的 

 寝屋川市障害者長期計画（第３次計画）、寝屋川市障害福祉計画（第５期計画）・寝屋川市障

害児福祉計画（第１期計画）の策定にあたり、障害のある市民のニーズや意見を幅広く把握し

計画に反映するために実施しました。 

 

２．調査の方法 

（１）対象者 

 障害者支援に関する幅広いニーズを把握するために、障害に関する手帳を所持している人と

障害福祉サービスを利用している人から、約4,200人を対象として実施しました。 

○障害福祉サービス等の支給決定者（全員） 

 平成29年２月22日現在で、障害福祉サービス、地域生活支援事業の支給決定を受けている

市民全員（2,205人）を対象としました。 

○上記以外の身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の所持者（抽出） 

 平成29年２月22日現在で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持して

いる市民のなかから障害別の人数を勘案し、下記の割合で約2,000人を抽出しました。 

・障害児（０～17歳） 

主たる障害が視覚障害、聴覚・言語障害、内部障害の人は100％、 

肢体不自由、知的障害、精神障害の人は60％ 

・青壮年期の障害者（18～64歳） 

身体障害、知的障害、精神障害の人のいずれも20％ 

・高齢期の障害者（65歳以上） 

身体障害の人は５％、知的障害、精神障害の人は40％ 

（２）実施方法 

 郵送によって配付・回収を行う、自記式質問紙法で実施しました。 

（３）実施時期 

 平成29年３月現在の状況で回答を依頼しました。 

 調査票は３月２日に発送し、３月20日を返送の期限としましたが、３月31日までに到着した

分は有効として集計に加えました。 

（４）回収状況 

○有効発送数 4,214通（宛先不明等による未達 32通を除く） 

○有効回収数 1,801通（無効（白紙）2通を除く） 

○有効回収率 42.7％ 

 

資  料 



－60－ 

調査結果の概要 

問１ この調査票を記入したのはどなたですか。 

 

 

問２ あなたの性別・年齢は。 

性別 

 

年齢 

 

 

問３ あなたの障害の種類は（複数回答可）。 

問４ 問３で○をつけた障害のうち、もっとも主な障害は。 

 

 

問１ 調査票の記入者

(％)

55.6

33.9

2.0

3.4

0.2

4.8

0 10 20 30 40 50 60 70

本人

家族

家族以外の介護者・支援者

本人と家族・介護者等

その他

無回答

問２ 性別

(％)

52.2

47.1

0.1

0.6

0 10 20 30 40 50 60

男

女

その他

無回答
問２ 年齢

(％)

9.2

21.2

50.6

17.3

1.7

0 10 20 30 40 50 60

18歳未満

18～39歳

40～64歳

65歳以上

無回答

問３・問４ 障害の種類

(％)

すべての障害 もっとも主な障害

8.3
5.6

10.2
5.3

28.7
21.4

14.9
10.9

30.8
21.5

23.4
18.0

12.8
5.8

3.1
1.1

5.6
2.3

3.6
1.6

0.9
6.4

0 10 20 30 40

視覚障害

聴覚・言語障害

肢体不自由

内部障害

知的障害

精神障害

発達障害

高次脳機能障害

難病

その他

無回答
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問５ 最初に障害を受けた（障害に気づいた）のはいつごろですか。 

 

 

問６ あなたは、「医療的ケア」（医療的な生活援助）を受けていますか（複数回答可）。 

 

 

問７ あなたは、身体障害、知的障害、精神障害の手帳を取得していますか（複数回答可）。 

取得している場合は、等級・判定もお答えください。 

 

身体障害者手帳の等級                 療育手帳の判定 

 

精神障害者保健福祉手帳の等級 

 

 

問５ 最初に障害を受けた時期

(％)

17.5

30.5

21.2

22.4

5.8

0.9

1.8

0 10 20 30 40

出生時

18歳未満

18～39歳

40～64歳

65歳以上

その他

無回答

問６ 医療的ケアの状況

(％)

2.2

2.4

3.8

12.8

70.5

10.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

呼吸管理

栄養管理

排泄

その他

受けていない

無回答

問７ 障害に関する手帳の状況

(％)

52.7

33.4

20.8

2.3

0.2

0.4

1.3

0 10 20 30 40 50 60

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

取得していない

わからない

その他

無回答

療育手帳の判定

(％)

18.8

7.7

5.6

67.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ａ

Ｂ１

Ｂ２

無回答

精神障害者保健福祉手帳の等級

(％)

1.8

14.2

4.4

79.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

１級

２級

３級

無回答

身体障害者手帳の等級

(％)

19.3

10.4

8.3

8.8

2.6

2.4

48.2

0 10 20 30 40 50 60

１級

２級

３級

４級

５級

６級

無回答

資  料 
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問８ あなたは、難病に関する「特定医療費（指定難病）受給者証」や「小児慢性特定疾病医療受

給者証」を取得していますか。 

 

 

問９ あなたは、障害福祉サービスを利用するための「障害支援区分」の認定を受けていますか。

受けている場合は区分もお答えください。 

 

障害支援区分 

区分１ 1.6％ 区分２ 3.7％ 区分３ 6.2％、区分４ 5.7％ 

区分５ 5.0％ 区分６ 7.0％ 無回答 72.6％（受けていない人を含む） 

 

問10 あなたは、介護保険の要介護認定を受けていますか。 

受けている場合は要介護度もお答えください。 

 

要介護度 

要支援１ 1.9％ 要支援２ 2.4％ 

要介護１ 1.4％ 要介護２ 2.5％ 要介護３ 1.3％、要介護４ 1.8％ 要介護５ 1.9％ 

無回答 86.7％（受けていない人を含む）  

 

問11 あなたは、障害のために一人では十分にできないので、だれかの介護や支援（相談にのって

もらうことなども含めて）が必要なことがありますか（複数回答可）。 

 

 

問８ 特定医療費受給者証等の状況

(％)

16.6

70.5

4.2

0.5

8.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

取得している

取得していない

わからない

その他

無回答

問９ 障害支援区分の状況

(％)

32.4

41.1

19.3

0.6

6.6

0 10 20 30 40 50

受けている

受けていない

わからない

その他

無回答

問10 介護保険の要介護認定の状況

(％)

13.9

76.3

4.3

0.3

5.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

受けている

受けていない

わからない

その他

無回答

問11 介護や支援が必要なこと

(％)

28.3

40.6

41.4

46.8

27.5

6.3

27.8

4.2

0 10 20 30 40 50

日常生活の動作に関する介護

外出時の移動の介助や付き添い

服薬管理や計算・手続きなどの支援

家事の援助

意思疎通の援助

その他

特に必要なことはない

無回答
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【問12・問13は、日常生活で介護や支援が必要な人にお聞きします】 

問12 あなたや介護者・支援者は、介護や支援で困っていることなどがありますか（複数回答可）。 

 

 

問13 あなたの介護者・支援者が高齢になり、介護や支援ができなくなったときは、どのようにし

たいと思いますか。 

 

（※）問12・問13は、問11で「なんらかの日常生活で介護や支援が必要」と答えた方への設問ですが、

全員を対象として集計しています。 

 

【全員にお聞きします】 

問14 あなたは、どのような住まい方をしていますか。また、今後はどうしたいですか。 

 

 

問12 介護や支援で困っていること

(％)

21.3

15.3

11.7

6.6

15.7

9.9

9.2

12.2

15.5

4.7

25.4

28.5

0 10 20 30 40

身体的・精神的な負担が大きい

他のことが思うようにできない

リフレッシュするときがない

相談できる人がいない

緊急時に助けてくれる人がいない

まわりの人の理解が得られない

サービスを利用したいができない

経済的な負担が大きい

介護者・支援者が高齢

その他

特に困ることはない

無回答

問13 介護ができなくなったとき

(％)

15.8

20.5

26.3

13.9

3.9

19.5

0 10 20 30

自宅で介護や支援を受けたい

グループホームや福祉施設など

まだ考えていない

どうすればよいかわからない

その他

無回答

問14 住まい方

(％)

現在 今後（３年ぐらい） 将来（３年より先）

72.3
57.4

42.1

18.1
13.1
13.9

3.8
6.2
7.6

3.2
3.6

7.2

13.9
21.9

1.1
2.4
4.2

1.5
3.4
3.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

家族と同居

ひとり暮らし・独立

グループホーム

福祉施設

わからない

その他

無回答

資  料 



－64－ 

問15 あなたがひとり暮らしをする場合に、困ると思うことがありますか（複数回答可）。 

 

 

問16 あなたは、健康診断を受けていますか。 

 

 

問17 あなたは、医療機関（病院や診療所）にかかっていますか（複数回答可）。 

 

 

問18 あなたは、健康や医療に関して困っていることがありますか（複数回答可）。 

 

 

問15 ひとり暮らしで困ること

(％)

25.0

24.5

41.0

6.2

14.5

23.4

8.2

0 10 20 30 40 50

住まいの確保が難しい

日常の介護等が十分に受けられない

緊急時の対応が難しい

その他

特に困ることはない

ひとり暮らしをするつもりはない

無回答

問16 健康診断の状況

(％)

56.6

15.2

21.8

3.4

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70

定期的に受けている

ときどき受けている

受けていない

その他

無回答

問17 医療機関の受診の状況

(％)

74.4

5.8

10.5

1.3

1.4

8.3

1.2

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

定期的に通院している

定期的に往診等を受けている

ときどき通院している

ときどき往診等を受けている

現在入院している

ほとんどない

その他

無回答

問18 健康や医療で困ること

(％)

9.4

8.0

8.5

10.4

15.3

23.6

6.2

6.1

40.6

7.9

0 10 20 30 40 50

健康診断が受けにくい

診療してくれる医療機関が少ない

障害に応じた配慮がしてもらえない

入院時に特別な対応が求められる

医療費の負担が大きい

通院時の移動の負担が大きい

二次障害の予防や対応が不十分

その他

特に困ることはない

無回答



－65－ 

問19 あなたは、生活に関する情報をどこから得ていますか（複数回答可）。 

 

 

問20 あなたは、障害や生活に関して相談できる人がいますか（複数回答可）。 

 

 

問21 現在、相談したいと思っていることがありますか（複数回答可）。 

 

 

問19 生活情報の取得の状況

(％)

67.5

28.1

24.6

24.9

11.9

4.1

8.9

3.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・書籍

パソコンやスマートフォン

寝屋川市の広報紙やホームページ

専門機関・事業所・医療機関・学校

当事者団体や仲間

その他

特にない

無回答

問20 相談できる人の状況

(％)

71.8

22.3

2.9

24.1

2.9

12.7

23.0

17.5

4.6

1.8

5.6

2.3

0.4

2.9

4.7

3.9

2.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

家族・親族

友人・知人

近所の人

市役所

府の機関

相談支援事業所

福祉施設・サービス事業所

医療機関

学校・保育所・幼稚園

社会福祉協議会

障害者団体・障害者相談員

民生委員・福祉委員

ボランティア

その他

相談する相手がいない

特に相談したいことはない

無回答

問21 現在相談したいこと

(％)

17.7

6.6

16.3

17.6

2.1

16.0

6.6

39.0

8.7

0 10 20 30 40 50

日常の介護や支援に関すること

障害児の療育や教育に関すること

就労に関すること

健康や医療に関すること

虐待や権利擁護に関すること

災害への備えや支援に関すること

その他

特に相談したいことはない

無回答

資  料 



－66－ 

問22 継続的な相談などに活かせるように、寝屋川市では「サポート手帳」を作成していますが、

あなたは利用していますか（複数回答可）。 

 

 

問23 あなたは、障害福祉サービス等や介護保険サービスを利用していますか（複数回答可）。 

問25 現在利用していない障害福祉サービス等や介護保険サービスで、今後、利用したいものがあ

りますか（複数回答可）。 

 

（※）「今後利用したい」は、現在は利用していないもののみを集計しています。 

 

問24 障害福祉サービス等や介護保険サービスの利用に関して困っていることがありますか 

（複数回答可）。 

 

 

問22 サポート手帳の利用

(％)

2.8

2.7

13.5

76.0

2.2

5.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

はちかづきノートを利用している

知って帳を利用している

知っているが利用していない

知らなかった

その他

無回答

問24 サービスの利用で困ること

(％)

9.4

5.9

3.9

7.3

10.4

16.7

6.0

43.3

17.7

0 10 20 30 40 50

量が不足している

内容に不満がある

相談するところがない

利用料の負担が大きい

利用する手続きが大変である

情報が得にくい

その他

特に困ることはない

無回答

問23・問25 障害福祉サービス等の利用

(％)

利用している 今後利用したい

17.8
6.9

22.9
13.6

3.6
9.8

11.9
4.7

8.4
7.0

27.1
6.2

4.0
10.0

2.7
5.1

35.6
33.0

7.5
22.6

0 10 20 30 40

訪問して介護等を行うサービス

移動や外出を支援するサービス

コミュニケーション支援サービス

補装具や日常生活用具

短期入所

通所して就労や介護を行うサービス

居住の場を提供するサービス

その他

ない

無回答
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問26 あなたや同居のご家族は、近所の人とどの程度のおつきあいがありますか（複数回答可）。 

 

 

問27 あなたは、地域の人と交流することや、介護や支援をしてもらうことについて、どのように

思いますか（複数回答可）。 

 

 

問28 あなたは、障害児に対する療育や教育を受けていますか（成人の方は、過去の状況をお答え

ください）（複数回答可）。 

 

 

問27 地域の人との交流や支援

(％)

38.1

11.6

8.6

43.8

3.6

25.9

6.3

0 10 20 30 40 50

障害について理解してほしい

行事などを通じて交流したい

日常的に手助けをしてほしい

緊急時には手助けをしてほしい

その他

特にない

無回答

問28 療育や教育の状況

(％)

16.6

6.8

1.4

7.2

1.4

17.1

13.5

0.8

3.3

48.8

18.5

0 10 20 30 40 50 60

児童発達支援センター

児童発達支援事業（どんぐり教室）

児童発達支援事業（どんぐり以外）

放課後等デイサービス

障害児保育

支援学校

支援学級

通級指導教室

その他

受けていない

無回答

問26 本人の近所づきあい

(％)

本人 同居の家族

18.7
26.4

41.7
46.2

37.3
12.3

3.2
0.8

9.5

5.9
15.5

0 10 20 30 40 50

親しくつきあっている人がいる

あいさつや立ち話をする人がいる

つきあいはほとんどない

その他

同居している家族はいない

無回答

資  料 
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問29 障害児に対する療育や教育で困ること（困ったこと）がありますか（複数回答可）。 

 

 

問30 あなたは、仕事に就いていますか。また、今後はどうしたいですか。 

 

 

問31 仕事に関して困ることや、今後、困ると思うことがありますか（複数回答可）。 

 

 

問29 療育や教育で困ること

(％)

6.8

12.0

8.2

13.0

4.8

41.7

31.0

0 10 20 30 40 50

希望する療育や教育が受けられない

保護者の負担が大きい

引き継ぎや継続的な支援が不十分

地域の子とともに育つことが難しい

その他

特に困ることはない

無回答

問31 仕事で困ること

(％)

26.2

18.0

13.3

12.2

11.9

22.0

5.5

12.9

31.1

12.0

0 10 20 30 40

障害者が働けるところが少ない

希望や能力にあった仕事に就けない

障害に応じた配慮をしてもらえない

賃金や労働時間などが良くない

通勤の負担が大きい

職場の人の理解や人間関係が難しい

その他

特に困ることはない

仕事はしていない・今後もしない

無回答

問30 仕事

(％)

現在 今後（３年ぐらい） 将来（３年より先）

16.8
19.7
21.4

21.0
10.4
9.8

54.9

18.4
15.5

6.6
6.4

23.4
21.0

10.6
14.0

2.5
3.1
3.1

4.8
7.9
8.7

0 10 20 30 40 50 60 70

一般就労

福祉的就労

仕事には就いていない

仕事に就きたいが難しいと思う

仕事に就きたいとは思わない

仕事に就く年齢ではない

わからない

その他

無回答
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問32 あなたは、つぎの活動に参加していますか。また、今後はどうしたいですか（複数回答可）。 

 

（※）「今後参加したい」は、現在は参加していないもののみを集計しています。 

 

問33 問32の活動に参加するとき困ることや、今後、困ると思うことがありますか（複数回答可）。 

 

 

問33 活動への参加で困ること

(％)

17.3

9.2

10.9

22.4

19.0

12.3

4.3

5.2

32.1

19.8

0 10 20 30 40

障害者に配慮した活動が少ない

障害者の当事者活動が少ない

障害がある参加者への配慮が少ない

健常者の理解や人間関係が難しい

参加のための移動の負担が大きい

参加のための経済的な負担が大きい

参加への家族等の理解が得にくい

その他

特に困ることはない

無回答

問32 活動

(％)

現在参加している 今後参加したい

2.2
4.8

6.9
4.6

11.5
9.1

6.2
1.7

3.5
3.3

2.3
2.3

68.0

18.8

36.7

7.2
25.9

0 10 20 30 40 50 60 70

生涯学習・教養の活動

スポーツ

趣味の活動

自治会などの地域活動

ボランティアなどの社会活動

その他

特に参加していない

参加したいができない

特に参加したいとは思わない

無回答

資  料 



－70－ 

問34 あなたは、外出に関して困っていることがありますか（複数回答可）。 

 

 

問35 あなたは、地震などの災害時に困ることや心配なことがありますか（複数回答可）。 

 

 

問36 寝屋川市では、災害時に支援するための「避難行動要支援者登録」を行っていますが、あな

たは登録していますか。 

 

 

問37 寝屋川市では、緊急時に的確に支援するための「救急医療情報キット」を配布していますが、

あなたは利用していますか。 

 

 

問34 外出に関して困ること

(％)

32.8

32.4

9.7

19.0

5.1

17.8

7.1

19.1

16.6

6.0

6.9

25.1

7.6

0 10 20 30 40

通りにくい・危険な道路がある

自動車や自転車のマナーが悪い

外出支援のサービスが利用しにくい

電車やバスなどが利用しにくい

駐車場が利用しにくい

移動のための経済的な負担が大きい

建築物などにバリアが多い

コミュニケーションが取りにくい

差別や嫌な思いをすることがある

行きたいと思うところがない

その他

特に困ることはない

無回答

問35 災害時に困る・心配なこと

(％)

20.2

29.5

45.2

40.9

4.6

17.5

8.1

0 10 20 30 40 50

災害の発生に関する情報が得にくい

自分や家族で避難することが難しい

避難所で集団生活することが難しい

必要な機材や薬が得られるかが不安

その他

特に困ることはない

無回答

問36 避難行動要支援者登録の状況

(％)

10.5

8.6

6.2

20.0

47.3

1.0

6.4

0 10 20 30 40 50 60

登録している

登録の対象だがしていない

登録の対象ではない

わからない

知らなかった

その他

無回答

問37 救急医療情報キットの状況

(％)

4.9

25.4

63.1

0.4

6.2

0 10 20 30 40 50 60 70

利用している

利用していない

知らなかった

その他

無回答
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問38 あなたやご家族は、障害のことで差別されたり、嫌な思いをすることがありますか。 

 

 

【問39は、差別されたり、嫌な思いをすることがある人にお聞きします】 

問39 差別されたり嫌な思いをするのは、どのような場面ですか（複数回答可）。 

 

（※）問39は、問38で「差別されたり嫌な思いをすることがある」と答えた方への設問ですが、全員を

対象として集計しています。 

 

【全員にお聞きします】 

問40 あなたやご家族は、成年後見制度の利用についてどのように思いますか。 

 

 

問38 差別や嫌な思いをすること

(％)

8.5

28.7

23.0

31.1

2.7

6.1

0 10 20 30 40

よくある

たまにある

ほとんどない

ない

その他

無回答

問39 差別や嫌な思いをする場面

(％)

4.6

22.7

5.3

15.0

16.9

4.5

5.6

3.9

9.4

4.3

55.4

0 10 20 30 40 50 60

自宅にいるとき

外にいるとき

公共機関を利用するとき

バスや鉄道を利用するとき

買物や外食をするとき

学校にいるとき

職場にいるとき

福祉サービスを利用するとき

医療機関を利用するとき

その他

無回答

問40 成年後見制度の利用

(％)

2.6

11.9

42.8

28.5

5.3

8.8

0 10 20 30 40 50

すでに利用している

今後利用したい

わからない

知らなかった

その他

無回答

資  料 



－72－ 

問41 あなたは、障害者支援としてどのようなことに特に優先的に取り組むべきだと思いますか

（複数回答可）。 

 

 

問41 優先的に取り組む障害者支援

(％)

30.3

24.2

33.5

29.3

25.4

15.1

29.9

28.2

21.6

25.5

25.2

28.1

36.4

33.5

30.4

40.6

16.7

18.9

28.6

4.6

10.8

0 10 20 30 40 50

障害についての市民の理解

障害者を地域で支えあう活動

バリアフリーのまちづくり

災害などから安全なまちづくり

障害児の療育や教育

生涯学習やスポーツへの参加

自立生活のための訓練や支援

企業などへの就労

福祉的就労や日中活動の場

健康づくりや医療・リハビリ

障害者への情報提供

障害についての相談支援

生活を支える福祉サービス

家族や介護者・支援者への支援

障害者の住まいや施設

障害者の経済的な支援

権利擁護や虐待防止の取り組み

障害者支援のネットワーク

障害者支援の担い手

その他

無回答
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次期計画での検討課題のまとめ 

 

 

Ⅰ．だれもがともに暮らせるまちづくり 

１．障害についての理解と支えあいの推進 

項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(1)障害につ
いての理
解の推進 

・障害者と健常者、障害者
どうしの交流の拡大 

・さまざまな障害の、さま
ざまな場面でのニーズへ
の理解の推進 

・だれもが大切にされる、
やさしいまちづくり 

・差別解消法に基づく合理的配慮の啓発や学習の推進 
・理解・交流をすすめる実践的なプログラムや場づくり、 
市民・当事者の参加をすすめる方策等の検討・推進 

・学校、地域、家庭等での体系的、実践的な（体験型の） 
福祉学習のカリキュラムの検討・推進 

・事業者や企業、地域と協働した取り組みの推進 

(2)地域で支
えあう活
動の推進 

・地域福祉活動への市民・
当事者の参加の拡大 

・活動者の連携、公的サー
ビス等との協働の推進 

・災害時などにも対応でき
る、日常的な支えあい活
動の推進 

・活動への参加のきっかけづくりやコーディネート、活
動へのサポート、連携・協働をすすめる取り組みの検
討・推進 

・地域での交流・つながりづくりと、日常・緊急時の生
活支援、当事者も参加した支えあい活動の推進 

・多様な当事者活動づくり、団体のつながりづくりの促
進 

２．快適で安全な生活環境整備の推進 

項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(1)だれもが
利用しや
すいまち
づくりの
推進 

・当事者のニーズに応じた
福祉のまちづくり 

・障害者の移動に関する総
合的な支援のしくみづく
り 

・多様な状況に応じた情報
バリアフリーの推進 

・差別解消法に基づく合理的配慮（ハード、ソフト）の
推進 

・都市施設や建築物のバリアフリー・ユニバーサルデザ
イン化の推進 

・情報・コミュニケーションに関するバリアフリー化の
推進（障害があることを伝えるツールづくりなども含
む） 

・補助犬に対する理解と支援の推進 
・公共交通の整備と、利用しやすくする支援（カード等） 
の充実 

・移動を支援するサービス、駐車場・駐輪場等の充実 
・多様なニーズ（盲ろう者等を含む）に応じた情報伝達
の推進 

・コミュニケーションに関する支援（入院時、自宅など） 
の充実 

(2)安全なま
ちづくり
の推進 

・障害者の防災、防犯、交
通安全等への理解 

・災害、犯罪、交通事故等
の予防、発生時の的確な
対応のための取り組みの
推進 

・さまざまな生活の場での防災学習や訓練、必要な個人
情報（救急医療情報等を含む）の共有等も含めた備え
の充実 

・住まい（グループホーム等も含む）の防災対策の推進 
・災害時の情報伝達、避難支援体制、避難所（ソフト面
も含む）等の整備と、的確に運用できるしくみづくり 

・ハード、ソフトの防犯、交通安全の取り組みの充実 
・行方不明の人を探すしくみの充実 
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Ⅱ．一人ひとりの思いや力を活かすしくみづくり 

１．生涯を通じた発達と学習への支援の充実 

項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(1)継続的な
支援のし
くみづく
り 

・制度や地域の状況などの
変化をふまえた、一貫し
た発達支援のしくみの構
築と体制づくり 

・サポート手帳等も活用した情報共有の充実 
・児童発達支援センターを核とした、一貫した障害児相
談支援の推進 

・発達障害、慢性疾患、医療ケア等の多様なニーズや、
障害のある親の子育て、障害児施設の年齢超過児など
に対する支援の推進 

・障害児に対する福祉サービス等の充実と利用の促進 
・障害児の子育て支援（保護者との連携や負担軽減）の
充実 

(2)障害児の
療育・教
育の推進 

・ニーズの増加や多様化に
対応した、切れ目のない
支援体制の充実 

・状況や希望に応じた保育
・教育が受けられる体制
の充実 

・妊娠期からの健診と連携したニーズ把握と支援の充実 
・発達障害、医療的ケアなどに対応した療育体制や専門
性、環境等の整備 

・難聴児、慢性疾患児等の教育に関する支援の充実 
・民間保育所、幼稚園、事業所などとの連携の強化 
・就学時の連携や引き継ぎ、フォロー等による継続した
支援の充実 

・支援学校との連携による支援教育の充実 
・放課後等の生活（療育）の場や、地域での生活に関す
る支援の充実 

・継続して訓練が受けられる体制の充実 
・高校卒業後の学びの場づくりや、大学と連携した学生
への支援の充実 

(3)生涯学習
の推進 

・生涯学習、生涯スポーツ
等への参加の促進 

・生活を楽しむ（ＱＯＬを
高める）支援の充実 

・障害者向けのプログラムづくりや参加への配慮、ボラ
ンティア等の養成 

・参加への意識づけや参加しにくい人への配慮、環境整
備や負担軽減等も含めた、多様な活動への参加の促進 

(4)自立生活
に向けた
支援の推
進 

・施設や病院からの地域移
行、家族等からの自立
（親亡き後なども含む）
をすすめるための住まい
・活動の場や支援体制の
充実 

・自立（自律）の意識づく
りや支援の充実 

・地域移行や自立生活（親亡き後なども含め）について
の当事者、家族、地域等の理解の促進 

・地域移行・地域定着の支援に関する医療・福祉等の連
携の強化 

・生活訓練や体験のための事業の充実、長所を活かす支
援の充実 

２．就労や社会的活動への参加の推進 

項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(1)一般就労
の推進 

・系統的な就労支援のしく
みづくり 

・希望に応じた就労ができ
る場や、働き続けるため
の支援の充実 

・就労支援における就労、福祉、医療、教育等の機関の
連携の強化 

・発達障害者やひきこもりの人などへの就労支援やきっ
かけづくりの充実 

・障害者雇用に向けた企業への働きかけや、市での取り
組みの充実 

・職場の環境整備等も含めた就労定着や、生活に関する
相談・支援の充実 

・在宅就労等も含めた多様な働く場の創出 
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項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(2)福祉的就
労や日中
活動の推
進 

・重度の人なども含めた多
様なニーズに応じた福祉
的就労・日中活動の場の
確保と、支援の充実 

・福祉的就労の場における、障害やニーズに応じた支援
の提供（通所の支援なども含め）と、支援の内容の充実 

・工賃向上や、やりがいを高めるための取り組みの充実 
・休日の居場所などの充実 

３．身体とこころの健康づくりとリハビリテーションの推進 

項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(1)保健・医
療・リハ
ビリテー
ションの
推進 

・市民のこころと身体の健
康づくりの推進 

・障害に配慮した健康づく
り、医療、リハビリテー
ションの推進 

・中核市における保健・医
療の体制づくり 

・メンタルヘルス（子どもを含む）や、早期受診等への
理解をすすめる取り組みの推進 

・障害者への医療情報の提供や受診・入院の支援（負担
軽減を含め） 

・難病の診療体制や、障害に対応した医療機関の充実 
・言語障害、高次脳機能障害、若年性認知症、二次障害
の予防などに対応したリハビリテーションの充実 

・高齢者分野とも連動した、医療と介護の連携による地
域ケアの推進 

 

 

Ⅲ．自分らしい生活を支えるサービスづくり 

１．情報提供と相談支援の充実 

項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(1)情報提供
と相談支
援の充実 

・障害者支援やサービスの
的確な利用をすすめるた
めの、多様な方法による
情報伝達の推進 

・適切な相談につなぐため
のネットワークの充実 

・質の高い生活を支援する
ための相談支援の推進 

・インターネットや口コミ等も含めた多様な手法での情
報発信（双方向の情報や民間の情報などを含む）の充実 

・基幹相談支援センターを核とした相談支援ネットワー
ク（気軽に相談でき、トータルに対応するしくみづく
り）の充実 

・計画相談・障害児相談によるケアマネジメントの充実
（プランのチェックも含む） 

・地域や家族等とも連携した情報伝達と、ニーズの把握、 
支援につなぐ取り組みの充実 

・緊急時に的確、効果的な支援ができる体制づくり 
・他分野の相談機関等との連携の推進 
・支援区分の認定や支給決定、ニーズをふまえたガイド
ラインの見直しの的確な推進 

２．生活を支援するサービスの充実 

項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(1)地域での
生活や介
護を支援
するサー
ビスの充
実 

・制度の狭間も含めた多様
なニーズに応じたサービ
ス等の確保と、効果的に
提供するためのしくみ
（地域生活支援システ
ム）の充実 

・サービス提供体制の確保
と質の高い支援の推進 

・不足するサービス（障害の多様化・重度化や制度の狭
間となるニーズへの対応も含む）の提供体制づくり 

・緊急時に的確、効果的な支援ができる体制づくり（再
掲） 

・生活を支援するサービスや活動の充実（ひとり暮らし
なども含む） 

・余暇活動を支援する取り組みの充実 
・介護保険への移行や併給等の調整 
・医療と介護の連携による地域ケアの推進（再掲） 
・サービス利用をすすめるための支援（負担の軽減や送
迎等の配慮などを含む）の推進 

・人材の確保とスキルアップの推進 
・家族の高齢化や親亡き後をふまえた支援のしくみづく
り 

資  料 
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項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(2)居住の場
の確保の
推進 

・地域移行や自立生活など
も含めた、地域で暮らせ
る場と支援体制の充実 

・親亡き後なども含む多様なニーズに対応した暮らしの
場の確保と居住支援の充実 

・グループホーム等の整備の推進、支援 
・グループホーム・施設入居者の高齢化への対応、高齢
者施設との連携 

・住宅のバリアフリー化等への支援の充実 

(3)経済的安
定のため
の支援 

・各種制度を効果的に活用
した支援の推進 

・サービス等に関する適切
な負担の検討 

・生活困窮者自立支援による取り組みの推進 
・自立生活を促進する視点での負担軽減の推進（制度の
狭間となっている事項等も含む） 

・自立生活も見据えた年金・手当等の充実のための継続
的な取り組み（要望等）の推進 

３．権利擁護に対する支援の充実 

項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(1)権利擁護
に対する
支援の充
実 

・地域福祉計画に基づく権
利擁護システムづくりの
推進 

・差別解消法の理解と合理
的配慮の推進 

・虐待の予防と適切な対応
の推進 

・地域福祉計画に基づく権利擁護システム（センター機
能、ネットワーク等）づくりの検討 

・基幹相談支援センターを核とした権利擁護に関する支
援の推進 

・成年後見制度への理解と利用の促進、支援者の確保の
取り組み 

・市、事業者等での差別解消法の啓発と差別の解消、合
理的配慮の取り組み、相談・解決の推進 

・虐待（恐れ）の早期発見と、解決に向けた取り組みの
充実（障害者が関わるＤＶ等も含む） 

 

 

計画推進のための取り組み 

 

項目 方向性としての課題 取り組みとしての課題 

(1)計画推進
体制の充
実 

(2)事業の推
進体制の
充実 

(3)計画的・
効果的な
事業実施
の推進 

・市が中心となった（公的
責任を担う）効果的な取
り組みが推進できる体制
づくり 

・ライフステージを通じた
包括的な支援の推進 

・ニーズをふまえた効果
的、体系的なＰＤＣＩの
推進 

・ニーズの的確な把握（難病、盲ろう者なども含め）と、 
データに基づく計画の策定・推進 

・ＰＤＣＩに基づく事業（新規事業等も含め）の着実な
推進 

・自立支援協議会と連携した取り組み 
・分野を超えた連携（「我が事・丸ごと」も含め）の推進 
・人材の確保とスキルアップの推進（再掲） 
・中核市への移行をふまえた障害者支援や、保健・医療
・福祉をトータルに推進する体制づくり 
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用語説明 

（五十音順） 

●ＩＣＴ 

情報通信技術のことで、ＩＴとほぼ同じ意味ですが、コンピュータ技術を活用した情報や知識

の共有が強調されます。 

 

●医療的ケア 

たんの吸引や経管栄養注入など、医師の指導のもとで家族等が日常的に行っている医療的な行

為を、医師が行う医療行為と区別して医療的ケアといいます。 

 

●ＮＰＯ法人・営利法人 

ＮＰＯ法人は特定非営利活動法人のことで、営利を目的とせずに市民活動や公共的な活動を行

う民間組織のうち、法人格を取得したものをいいます。営利法人は営利を目的とした法人であ

り、株式会社をはじめとする会社等が含まれます。 

 

●ＬＧＢＴ 

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トラン

スジェンダー（性同一性障害者 → p.79 を参照）の頭文字をつないだ略語です。性的少数者

全体を指す言葉として使われることもあります。 

 

●共生型サービス 

介護保険または障害福祉の指定を受けている事業所がもう一方の制度の指定を受けやすくして、

高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けられるようにするものです。 

 

●居住支援協議会 

住宅確保に配慮を要する人の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するよう、自治体や事業者、

支援団体などが連携し、情報提供等の支援を行うしくみです。 

 

●高次脳機能障害 

脳の損傷によって起こされるさまざまな障害のことをいい、主な症状として記憶障害、注意障

害、遂行機能障害、行動と感情の障害などがあります。 

 

●行動障害 

知的障害などで周囲の人に影響を及ぼす行動が起こり、特別に配慮された支援が必要な状態の

ことをいいます。 

 

●合理的配慮 

障害のある人から、社会のなかにあるバリアを取り除くためになんらかの対応が必要だという

意思が伝えられたときは、行政機関や事業者等は負担が重すぎない範囲で対応する（事業者等

は対応に努める）ことを求めるものです（合理的配慮の例などを p.12 に記載しています）。 

 

●サポート手帳 

発達支援を必要とする人が一人ひとりに応じた継続した支援を受けられるように記録するツー

ルとして、寝屋川市では、出生からのようすやできごとなどを記入する「はちかづきノート」

と、現在の医療、支援に関する情報などを記入して携帯できる「知って帳」を作成しました。 
 

資  料 
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●支給決定ガイドライン 

障害者総合支援法では、心身の状況、社会活動や介護者、居住等の状況、障害福祉サービス等

の利用意向、訓練・就労に関する評価に基づいて市町村がサービス支給の要否や支給量を決定

しますが、その基準となるものです。 

 

●指定管理者制度 

公の施設の管理を、公共的な団体だけでなく民間事業者にも行わせることができる制度です。

寝屋川市においても、各施設の設置目的や業務内容等をふまえ、民間のノウハウを活用して市

民サービスの向上と経費の縮減等を図るよう、指針を策定して円滑な導入を図っています。 

 

●児童発達支援センター 

障害のある子どもが通所したり保育所等を訪問し、日常生活における動作や知識の指導や集団

生活に適応できる訓練などの支援を行う施設です。 

 

●社会モデル 

障害を心身の機能の障害のみに起因するとする、いわゆる「医学モデル」の考え方に代わり、

障害者が日常生活や社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみでなく社会におけ

るさまざまな障壁によって生じるとする考え方です。 

 

●若年性認知症 

65歳未満で発症する認知症の総称です。 

 

●障害者基本法 

障害者の自立と社会参加の支援等に関する施策の基本的理念と基本事項を定めた法律です。平

成23年６月に改正され、法律の目的や障害者の定義なども含めた見直しが行われました。 

 

●障害者権利条約 

障害者への差別を禁止し、すべての権利が障害者にも等しく保障されるよう、原則とさまざま

な分野についての規定を定めた条約が平成18年に国連で採択されました。わが国は、障害者基

本法の改正や障害者総合支援法、障害者差別解消法の制定等の国内法の整備により、平成26年

１月に批准しました。 

 

●障害者雇用促進法 

障害のある人の雇用の促進や職業生活における自立を促進するための措置を行うための法律で、

平成25年の改正で定められた障害者権利条約の批准をふまえた差別の禁止や支障を改善するた

めの措置（合理的配慮の提供義務）が平成28年４月から施行され、平成30年４月からは精神障

害者が法定雇用率の算定基礎に加えられました。 

 

●障害者差別解消法 

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、すべて

の国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら

共生する社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消を推進するために、平成28年４月

に施行されました。 

 

●障害者総合支援法 

障害者自立支援法に代わる法律として、障害者が平等に社会生活上の権利を行使でき、あらゆ
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る障害者が制度の狭間にこぼれ落ちることがないよう必要な支援を総合的に保障し、差異と多

様性が尊重された共生社会の実現をめざすこととされた「障がい者制度改革推進会議」の部会

でとりまとめられた骨格提言に基づいて制定され、平成28年の改正により平成30年４月から新

たなサービスの創設・拡充や、サービスの質の確保・向上のための取り組みが推進されます。 

 

●自立支援協議会 

障害者総合支援法は、関係機関等が相互に連絡し、障害者等への支援に関する課題を共有して

緊密に連携するとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う「協議会」を設

置するものとしています。寝屋川市では保健、医療、福祉、教育、就労等の関係機関・団体等

で自立支援協議会を設置し、全体会と専門部会の各会議などで協議を行っています（各会議の

概要は p.82 に掲載しています）。 

 

●スキルアップ 

訓練して身につけた技能（スキル）をさらに高めるための取り組みです。 

 

●スパイラルアップ 

らせんを描くように向上させていくことをいいます。 

 

●生活困窮者自立支援事業 

経済的な困窮や孤立などの困りごとを抱えている人に、相談を通じて複合的な課題を評価・分

析しながら各々の状況に応じた自立支援計画を策定し、住居の確保、就労や子どもの学習の支

援などの必要なサービスにつなぐ事業です。 

 

●性同一性障害 

生物学的な性別とは異なる性の自己認識のために違和感をもつ疾病です。 

 

●成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分ではない人の財産管理や契約行為などを支

援する制度で、判断能力などに応じて「後見」、「保佐」、「補助」の３類型があり、成年後見人等

は親族、法律・福祉の専門職等の第三者、福祉関係の公益法人等の法人から家庭裁判所が選任

します。 

 

●セルフプラン 

障害福祉サービスの支給決定や利用の際に用いられるサービス等利用計画は、市町村が指定す

る指定特定相談支援事業所や指定障害児相談支援事業所に所属する相談支援専門員が作成しま

すが、利用者自身が作成することもできます。この計画をセルフプランと呼びます。 

 

●タブレット端末 

持ち歩いてペンなどで操作できる板状のコンピュータです。 

 

●地域共生社会 

人口構造や社会経済の状況、地域や家庭の機能の変化をふまえて示された社会保障制度改革の

考え方で、制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という一方的な関係を超えて地域の多様

な主体が参画し、人と人、人と資源がつながることで、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をめざすものです。 
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●地域生活支援拠点 

障害者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据えて、地域での居住支援に求められる相談、体

験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくりの機能を集約した拠点、

または、複数の機関の連携により機能を分担して担う体制を整備することとされています。 

 

●地域包括ケア 

地域包括ケアシステムは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的として、重度な要介護

状態となっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが

できるような地域の包括的な支援・サービス提供体制であり、障害者分野でも精神障害者の地

域移行・地域定着をすすめるため、精神障害にも対応した地域包括ケアの構築がめざされてい

ます。 

 

●中核市 

政令指定都市に次ぐ人口規模（20万人以上）・行政能力をもつ都市の事務権限を強化し、より

住民の身近なところで行政を行うことができるようにした都市制度です。中核市になると福祉、

保健衛生、環境、都市計画、文教、その他の事務ができるようになり、地域の実情にあった柔

軟な行政サービスが提供できます。 

 

●難病 

原因不明かつ治療が困難で、経過が慢性にわたるため介護等が必要な疾患のことをいいます。

平成29年４月１日現在、医療費助成の対象となる指定難病として330疾病、障害者総合支援法

に基づく障害福祉サービスの対象として358疾病が指定されています。 

 

●二次障害 

既存の障害が増悪したり、あらたに出現した障害のことです。 

 

●日常生活自立支援事業 

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分ではない人の福祉サービスの利用や日常的

な金銭管理を支援するサービスです。 

 

●ノーマライゼーション 

障害のある人もない人も同じように暮らせる社会があたりまえの社会であるという、社会福祉

の基本となる考え方です。 

 

●発達障害 

先天的なさまざまな要因によって、主に低年齢において発達の遅れや歪みなどが発現する障害

で、一般的には知的障害を伴わない発達障害のことをいいます。高機能自閉症やアスペルガー

症候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などがあります。 

 

●パブリック・コメント 

行政機関が計画や政策の決定を行う際に、事前に原案を公表して市民の意見や情報提供を求め

る制度です。 

 

●バリアフリー、ユニバーサルデザイン 

障害のある人などの社会参加を妨げている障壁（バリア：段差などの物理的なバリア、情報や

制度などのバリア、人々の意識上のバリアなど）をなくしていくことをバリアフリーといいま
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す。ユニバーサルデザインは、バリアフリーの考え方を超えてだれもが使いやすいものをつく

り、人々の意識を変えていこうという考え方です。 

 

●ピアカウンセリング・ピアサポート 

同じ立場の人たちが支えあう活動をピアサポートといいます。そのひとつであるピアカウンセ

リングは、同じ障害をもつ人がカウンセラーとなって相談を行うことをいい、相談する人・受

ける人のお互いの自立を進めるうえで意義のある取り組みです。 

 

●ＰＤＣＩサイクル 

計画（Plan）→ 実行（Do）→ 点検（Check）→ 改善・改革（Innovation）を繰り返すことで、

継続的に改善をすすめていく手法です。一般的には「ＰＤＣＡ」（Ａ＝Action）という表現が

使われていますが、寝屋川市では「改善」をより明確にするために「Innovation」を用いてい

ます。 

 

●福祉的就労 

作業所などの通所施設で、福祉的な支援を受けて就労する福祉サービスで、就労継続支援事業

のＡ型とＢ型があります。 

 

●モニタリング 

日常的かつ継続的な点検を行っていくことをいいます。障害者総合支援法ではすべてのサービ

ス利用者を対象としてサービス等利用計画を作成し、一定の期間ごとに利用状況を検証し、見

直しを行うこととされています。 

 

●ライフステージ 

人の一生を乳幼児期、学齢期、青年期、壮年期、高齢期などに分けたそれぞれの場面をいいま

す。 
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【自立支援協議会の各会議の概要】 

 寝屋川市の自立支援協議会において、第４期計画で開催している会議、第５期計画で設置を

推進する会議の名称（設置を推進する会議については仮称）と、各会議で協議する主なテーマ

は下表のとおりです。 

 

【全体会】 

・部会を通じた課題の集約と計画への反映・評価や改善に関する協議 

・課題の解決に向けた協議   ・委託相談支援の評価 

 

【部会】 
相談支援・ 
権利擁護部会 

障害児部会 就労支援部会 精神障害者部会 地域活動支援部会 

ワーキング 

会議 

◎相談支援ネット

ワーク会議 

・相談支援機関・

事業所の情報や

課題の共有 

・各部会の取り組

みからの情報や

課題の共有 

◎障害児部会 

ワーキング会議 

・療育・学齢期の

支援の推進のた

めの協議 

◎就業・生活支援

実務担当者会議 

・就労支援の推進

のための協議 

・就労のきっかけ

づくりに関する

協働事業の実施 

◎精神障害者部会

ワーキング会議 

・地域生活支援の

推進のための協議 

・啓発等に関する

協働事業の実施 

◎地域活動支援部会

ワーキング会議 

・ピアカウンセリン

グやピア活動の推

進のための協議 

・講演会・タウンミ

ーティングの企画

・運営 

サブ 

ワーキング 

［各部会の必要 

に応じて任意 

で設置］ 

◎基幹相談・ 

拠点推進会議 

・基幹相談支援セン

ター・地域生活支

援（拠点）システ

ムの運営・推進に

関する協議 

◎ひきこもり支援

サブワーキング 

・支援をすすめる

ための事例検討

や事業の協議 

□権利擁護推進

サブワーキング 

・権利擁護や成年

後見の推進に関

する協議等 

◎サポート手帳

活用委員会 

・サポート手帳の

運用のための協

議 

◎精神障害者就労

サポーター連絡会 

・支援のレベルア

ップのための情

報交換や学習 

◎庁内実習検討会 

・庁内実習の実施

と就労移行支援

事業の推進に関

する協議 

◎地域移行・定着

サブワーキング

（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

・入院中の人の地

域移行の推進の

ための協議 

◎理解促進・啓発

サブワーキング 

・研修の企画・運営 

 

専門会議 

［各部会の必要 

に応じて任意 

で設置］ 

◎地域生活支援調整

会議【部会会議】 

・大人の発達障害、

難病等を含む、地

域生活におけるさ

まざまな課題に対

応した相談や支援

に関する協議 

□医療的ケア児

支援検討会 

【専門会議】 

・支援の推進のた

めの情報交換と

協議 

◎就労支援関係者

会議 

【部会会議】 

・就労支援のネッ

トワークづくり

と課題の共有 

◎精神障害者部会

会議【長会議】 

・地域移行を含む

支援のネットワ

ークづくりと課

題の共有 

◎当事者タウン

ミーティング 

【専門会議】 

・当事者の意見表

明と自由な討議 

 

【事務局会議】 

・全体会・各部会の運営や、計画との連携等に関する協議 

◎：第４期計画で開催（名称変更あり） □：第５期計画で設置を推進 （「・」は各会議の主なテーマ） 
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【障害福祉サービス等の概要】 

 

障害福祉サービス（介護給付） 

●訪問系サービス 

居宅介護 
（ホームヘルプ） 

自宅で、入浴や排せつ、食事の介護または、調理、洗濯、掃除、生活必
需品の買い物の支援を行います。 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者、知的障害者、精神障害者で常に介護を必要とする
方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援な
どを総合的に行います。 

同行援護 
視覚障害により、移動が困難な方に外出時において情報の提供や移動の
援護をします。 

行動援護 
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動す
るとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 

重度障害者等包括支援 
常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認めら
れた方には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 

●短期入所 

短期入所 
（ショートステイ） 

家で介護を行う方が病気などのとき、短期間施設へ入所できます。 

●日中活動系サービス 

生活介護 
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動
などの機会を提供します。 

療養介護 
医療の必要な障害者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療
養上の管理、看護、介護や世話をします。 

●居住系サービス 

施設入所支援 施設に入所し、入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。 

 

障害福祉サービス（訓練等給付） 

●日中活動系サービス 

自立訓練 
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機
能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。 

就労移行支援 
就労を希望する人に、一定の期間における作業訓練やそのほかの活動の
機会の提供、知識や能力の向上のために訓練します。 

就労継続支援 
就労の機会の提供や生産活動そのほかの活動の機会の提供、知識や能力
の向上のために訓練します。 

就労定着支援 
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方が、就労に伴う生活
面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行い
ます。 

●居住系サービス 

共同生活援助 
（グループホーム） 

地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活の援助をしま
す。 

自立生活援助 
障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希望す
る方に対し、定期的な居宅訪問や随時の対応等により一人暮らしを支援
します。 
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地域生活支援事業 

 

障害者（児）相談支援事業 
地域で生活する障害のある方やご家族等の相談に応じ、必要な情報提
供や助言、サービス利用計画作成を行うことで、自立した日常生活ま
たは社会生活が送れるように総合的・継続的に支援します。 

意思疎通支援事業 
公的機関・医療機関等の外出先で、意思の疎通を図るうえで支障があ
るときに手話通訳者・要約筆記者を派遣します。 

日常生活用具給付等事業 
日常生活をより円滑に送るために、障害の状況や程度に応じて、日常
生活用具を給付（交付）します。 

移動支援事業 
（ガイドヘルプ） 

重度障害者等包括支援、重度訪問介護、行動援護、同行援護など自立
支援給付の介護給付による外出支援の対象とならない障害者(児)の移
動を支援するためガイドヘルパーを派遣します。 

地域活動支援センター 
Ⅰ型事業 

専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のた
めの調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図
るための普及啓発等を実施します。 

地域活動支援センター 
Ⅱ型事業 

障害のある方に対して、通所により、創作的活動または生産活動の機
会の提供、社会との交流の促進、機能訓練、社会適応訓練等を実施す
ることにより、自立した日常生活または社会生活を営むことができる
よう地域生活を支援します。 

訪問入浴サービス事業 
移動入浴車を派遣し、室内に移動浴槽を持ち込み、入浴サービスを行
います。 

更生訓練費・施設入所者就
職支度金給付事業 

自立訓練、就労移行支援を利用する身体障害者に対して更生訓練費を
支給します。就労移行、就労継続支援を利用し、就職等により施設を
退所することとなった身体障害者に就職支度金を支給します。 

日中一時支援事業 

障害者(児)の家族の就労支援、および日常的に介護している家族の一
時的な休息などを目的として、障害者(児)を日中一時支援事業所にて
一時的な見守り等の支援を行います。宿泊を伴わない場合に利用でき
ます。 
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