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平成
へいせい

2８（2016）年
ねん

3月
がつ

 

大
だい

   東
とう

   市
し

 

 

～障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず一人
ひ と り

ひとりの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、 

すべての人
ひと

が共
とも

に支
ささ

えあい共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

をめざして～ 

 



ごあいさつ 

 

 

 

大東市
だいとうし

では、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会参加
しゃかいさんか

等
とう

を支援
し え ん

する

施策
せ さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

することを目的
もくてき

とする

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」に基
もと

づき、一人
ひ と り

ひとりの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を 

尊重
そんちょう

し、共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

をめざして、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

全般
ぜんぱん

の取
と

り組
く

みの方向性
ほうこうせい

を定
さだ

めるた

め、平成
へいせい

２３年
ねん

３月
がつ

に「第
だい

３次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

（後期
こ う き

計画
けいかく

）」を策定
さくてい

し、諸施策
しょせさく

を進
すす

めてまいりましたが、このたび計画
けいかく

期間
き か ん

の最終
さいしゅう

年
ねん

であることから、第
だい

４次
じ

計画
けいかく

を

策定
さくてい

しました。 

国
くに

におきましては、平成
へいせい

２５年
ねん

に障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に代
か

わり障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の

施行
せ こ う

や、平成
へいせい

２６年
ねん

１月
がつ

の障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

に向
む

けて障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

や今年
こ と し

４月
がつ

から障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

が施行
せ こ う

されるなど、障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

は、大
おお

きく

変化
へ ん か

しております。 

本計画
ほんけいかく

では、「障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず一人
ひ と り

ひとりの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、すべて

の人
ひと

が共
とも

に支
ささ

えあい共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

」をめざして、これまでの取
と

り組
く

みの成果
せ い か

や課題
か だ い

、

障害
しょうがい

のある人
ひと

のニーズ
に ー ず

、新
あら

たな対応
たいおう

が必要
ひつよう

な課題
か だ い

等
とう

を踏
ふ

まえて見直
み な お

しを行
おこな

いました。 

本市
ほ ん し

といたしましては、障害者
しょうがいしゃ

の住
す

まいの場
ば

の確保
か く ほ

と就労
しゅうろう

支援
し え ん

を重点的
じゅうてんてき

に取
と

り組
く

むと共
とも

に、大阪府
おおさかふ

初
はつ

となる「大東市
だいとうし

こころふれあう手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

」を制定
せいてい

し、今後
こ ん ご

も住
す

みなれた地域
ち い き

の中
なか

で家族
か ぞ く

や知人
ち じ ん

など身近
み ぢ か

な人々
ひとびと

と心
こころ

のふれあいを保
たも

ち、生
い

きがいを持
も

ちながら安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる地域
ち い き

社会
しゃかい

の構築
こうちく

をめざし、各種
かくしゅ

施策
せ さ く

を展開
てんかい

してまいります。 

最後
さ い ご

になりましたが、計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたり、貴重
きちょう

なご意見
い け ん

をお寄
よ

せいただきました

各施設
かくしせつ

・団体
だんたい

等
とう

の皆様
みなさま

をはじめ、市民
し み ん

の皆
みな

さまに厚
あつ

くお礼
れい

を申
もう

し上
あ

げます。 

 

平成
へいせい

２８年
ねん

３月
がつ

  

大東
だいとう

市長
しち ょ う

 東坂
ひがしさか

 浩一
こういち
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第
だい
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しょう

 
 

計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 



第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

1 

 

１  計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 
 

（１） 背景
はいけい

 

 

①国
くに

の動向
どうこう

 

（これまでの取
と

り組
く

み） 

 昭和
しょうわ

57（1982）年
ねん

３月
 が つ

に、国連
こくれん

・障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

の国内
こくない

行動
こうどう

計画
けいかく

である「障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

に関する
か ん   

長期
ちょうき

計画
けいかく

」を策定
さくてい

して以降
い こ う

、平成
へいせい

5（1993）年
ねん

３月
 が つ

に後継
こうけい

の「障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

に関する
か ん   

新長期
しんちょうき

計画
けいかく

」を、平成
へいせい

14（2002）年
ねん

12月
がつ

には、平成
へいせい

5（1993）年
ねん

改正
かいせい

の

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第 84 号
だ い   ご う

）に基づく
も と   

「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

とリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

の理念
り ね ん

の下
もと

、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の総合的
そうごうてき

かつ

効果的
こうかてき

な推進
すいしん

に努めて
つ と   

きました。 

「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」においては、国
くに

がめざすべき社会
しゃかい

を、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、

国民
こくみん

誰
だれ

もが相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し支え合う
ささ   あ   

「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」とすることを掲げ
かか  

、各分野
かくぶんや

において着実
ちゃくじつ

な取り組み
と   く   

が進められて
すす       

きました。 

この間
かん

、平成
へいせい

16（2004）年
ねん

の「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

」の成立
せいりつ

、平成
へいせい

17（2005）年
ねん

の「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」の成立
せいりつ

、平成
へいせい

18（2006）年
ねん

の「教育
きょういく

基本法
きほんほう

」および「学校
がっこう

教育法
きょういくほう

」の改正
かいせい

、「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

に関する
かん    

法律
ほうりつ

」（以下
い か

、

「バリアフリー
ば り あ ふ り ー

新法
しんぽう

」という。）の成立
せいりつ

、平成
へいせい

24（2012）年
ねん

の「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

」の改正
かいせい

等
とう

、法令面
ほうれいめん

でも進展
しんてん

が見られました
み     

。 

平成
へいせい

25（2013）年
ねん

3月
がつ

、「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」（第３次
だい   じ

）が策定
さくてい

され、障害
しょうがい

の有無
う む

に

1 



2 

 

かかわらず、国民
こくみん

誰
だれ

もが相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し支え合う
ささ   あ  

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む  

、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参
さん

加
か

の支援
し え ん

等
とう

のための施策
せ さ く

の一層
いっそう

の推進
すいしん

が図られて
は か     

います。 

（国際
こくさい

社会
しゃかい

の動向
どうこう

） 

平成
へいせい

18（2006）年
ねん

に国連
こくれん

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

および尊厳
そんげん

を保護
ほ ご

し、促進
そくしん

するための包括的
ほうかつてき

かつ総合的
そうごうてき

な国際
こくさい

条約
じょうやく

である、「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
かん    

条約
じょうやく

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

）という。）が採択
さいたく

されました。 

（「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」締結
ていけつ

に向
む

けた取
と

り組
く

み等
とう

） 

国
くに

では、平成
へいせい

19（2007）年
ねん

９月
  がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」に署名
しょめい

し、その締結
ていけつ

に先立ち
さきだ   

、

障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意見
い け ん

も聴きながら
き    

、国内
こくない

法令
ほうれい

の整備
せ い び

が推進
すいしん

されてきました。 

平成
へいせい

23（2011）年
ねん

7月
がつ

に、障害
しょうがい

のある人
ひと

の定義
て い ぎ

の見直
み な お

しや障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわ

らず人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

する共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

等
とう

を内容
ないよう

として「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」が改正
かいせい

さ

れました。 

平成
へいせい

24（2012）年
ねん

6月
がつ

に、改正
かいせい

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」の趣旨
し ゅ し

を踏まえて
ふ   

、「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」が「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
およ  

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」という。）と名称
めいしょう

が変更
へんこう

され成立
せいりつ

しました。 

平成
へいせい

25（2013）年
ねん

6月
がつ

に、改正
かいせい

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」第４条
だい じょう

の「差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

」の基本
き ほ ん

原則
げんそく

を具体化
ぐ た い か

する「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「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

」という。）が成立
せいりつ

し、また、雇用
こ よ う

の分野
ぶ ん や

における差別
さ べ つ

禁止
き ん し

の推進
すいしん

のため、

「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関する
かん    

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」という。）が改正
かいせい

されました。 
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また、この間
かん

、改正
かいせい

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」に基づき
もと    

、平成
へいせい

24（2012）年
ねん

10月
がつ

には障
しょう

害者
がいしゃ

への虐待
ぎゃくたい

の禁止
き ん し

や予防
よ ぼ う

のための「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対する
たい    

支援
し え ん

等
とう

に関する
かん    

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」という。）が、平成
へいせい

25（2013）年
ねん

４月
  がつ

に、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

の受注
じゅちゅう

機会
き か い

を確保
か く ほ

するための「国
くに

等
とう

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

」

という。）が施行
せ こ う

されました。 

これらの国内
こくない

法令
ほうれい

の整備
せ い び

により、「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」は、平成
へいせい

26（2014）年
ねん

1月
がつ

20日
にち

に批准
ひじゅん

され、同年
どうねん

2月
がつ

19日
にち

に同条約
どうじょうやく

は国
くに

について効力
こうりょく

を発生
はっせい

しています。 

 

②大阪府
おおさかふ

の動向
どうこう

 

「国連
こくれん

・障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

」の成果
せ い か

を受け継ぎ
う  つ  

、平成
へいせい

6（1994）年
ねん

３月
 が つ

に、「新
しん

大阪府
おおさかふ

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（ふれあいおおさか障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

）」（計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

５（1993）年度
ね ん ど

～平成
へいせい

14（2002）年度
ね ん ど

が策定
さくてい

され、障害
しょうがい

のある人
ひと

の「完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平等
びょうどう

」を実現
じつげん

するため、

「リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

」と「ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

」の理念
り ね ん

に基づき
もと    

、医療
いりょう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、

教育
きょういく

、労働
ろうどう

、住宅
じゅうたく

、まちづくり等
とう

幅広
はばひろ

い分野
ぶ ん や

にわたる障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

が推進
すいしん

されました。 

平成
へいせい

15（2003）年
ねん

３月
 が つ

に、「人
ひと

が人間
ひ と

（ひと）として普通
ふ つ う

に暮らせる
く   

自立
じ り つ

支援
し え ん

社会づくり
しゃかい     

」をめざし、「第３次
だい   じ

大阪府障
おおさかふしょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」（計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

23（2011）年度
ね ん ど

まで）が策定
さくてい

されました。 

平成
へいせい

24（2012）年
ねん

３月
 が つ

に、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

等
とう

国
くに

の制度
せ い ど

改革
かいかく

の動き
うご  

や大阪府
おおさかふ

の

施策
せ さ く

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

等
とう

を踏まえ
ふ   

、「第
だい

4次
じ

大阪府障
おおさかふしょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」（計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

33
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（2021）年度
ね ん ど

まで）が策定
さくてい

され、「人
ひと

が人間
ひ と

（ひと）として支えあい
ささ      

ともに生きる
い   

自立
じ り つ

支援
し え ん

社会づくり
しゃかい      

」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とする施策
せ さ く

が展開
てんかい

されています。 

③大東市
だいとうし

の動向
どうこう

 

本市
ほ ん し

では、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

と総合的
そうごうてき

な取り組み
と  く  

を示す
しめ  

計画
けいかく

として、昭和
しょうわ

61（1986）年度
ね ん ど

から 10年間
ねんかん

を１次
じ

とした「大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、こ

れまで第３
だ い  

次
じ

まで策定
さくてい

してきました。 

「第３次
だ い  じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

」は、平成
へいせい

18（2006）年
ねん

３月
  がつ

に、平成
へいせい

18（2006）

年度
ね ん ど

から平成
へいせい

27（2015）年度
ね ん ど

までの 10年間
ねんかん

を計画
けいかく

期間
き か ん

として、「一人
ひ と り

ひとりの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、共
とも

に生きる
い   

社会
しゃかい

」をめざして策定
さくてい

しました。平成
へいせい

18（2006）年
ねん

４月
 が つ

の「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

（現在
げんざい

の障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）」の施行
せ こ う

や、平成
へいせい

19（2007）年
ねん

12月
がつ

の「重点
じゅうてん

施策
せ さ く

実施
じ っ し

５か年
ねん

計画
けいかく

」の決定
けってい

等
とう

さまざまな法
ほう

制度
せ い ど

の制定
せいてい

や改正
かいせい

、計画
けいかく

の

策定
さくてい

を踏まえ
ふ   

、平成
へいせい

23（2011）年
ねん

３月
 が つ

に、第３次
だ い  じ

計画
けいかく

の後期
こ う き

計画
けいかく

（計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

23

（2011）年度
ね ん ど

～27（2015）年度
ね ん ど

の 5年間
ねんかん

）を策定
さくてい

し、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

全般
ぜんぱん

の取り組み
と  く  

を進めて
すす    

きました。 

 平成
へいせい

２７（２０１５）年
ねん

９月
 が つ

に、「手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

である」との認識
にんしき

に基づき
もと    

、大阪
おおさか

府内
ふ な い

初めて
はじ    

となる「大東市
だいとうし

こころふれあう手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

」を制定
せいてい

しました。 

この間
かん

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は 3障害
しょうがい

のいずれも増加
ぞ う か

傾向
けいこう

を示して
しめ    

います。 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、平成
へいせい

26（2014）年度
ね ん ど

には 4,838人
にん

となっています。

そのうち18歳
さい

未満
み ま ん

が78人
にん

（1.6 ％
ぱーせんと

）、18歳
さい

以上
いじょう

64歳
さい

未満
み ま ん

が1,371人
にん

（28.3 ％
ぱーせんと

）、

65歳
さい

以上
いじょう

が 3,389人
にん

（70.0 ％
ぱーせんと

）となっています。 
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 療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、平成
へいせい

26（2014）年度
ね ん ど

には 945人
にん

となっています。そのう

ち 18歳
さい

未満
み ま ん

が 324人
にん

（34.3 ％
ぱーせんと

）、18歳
さい

以上
いじょう

64歳
さい

未満
み ま ん

が 598人
にん

（63.3 ％
ぱーせんと

）、

65歳
さい

以上
いじょう

が 23人
にん

（2.4 ％
ぱーせんと

）となっています。 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、平成
へいせい

26（2014）年度
ね ん ど

には 783人
にん

となって

います。そのうち 18歳
さい

未満
み ま ん

が 35人
にん

（4.5 ％
ぱーせんと

）、18歳
さい

以上
いじょう

64歳
さい

未満
み ま ん

が 632人
にん

（80.7

％
ぱーせんと

）、65歳
さい

以上
いじょう

が 116人
にん

（14.8 ％
ぱーせんと

）となっています。 

 

■障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

からみた障害
しょうがい

のある人
ひと

の推移
す い い

 

 

資料
しりょう

：障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

） 

 

■障
しょう

害者
がいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の年齢
ねんれい

3区分
く ぶ ん

別
べつ

人数
にんずう

（平成
へいせい

26年度
ね ん ど

） 

 

資料
しりょう

：障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

調べ
し ら べ

（年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

） 

4,050 4,165 4,245 4,366 4,427 4,610 4,646 4,766 4,833 4,838

585 583 600 622 702 730 792 855 883 945

362 373 374 369 421 466 561 578 714 783

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者

（人）
にん

ねんどへいせい ねんど ねんど ねんど ねんど ねんど ねんど ねんど ねんど ねんど

しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ りょういくてちょうしょじしゃ せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょうしょじしゃ

単位
た ん い

：人
にん

18歳
さい

未満
みまん 18歳以上

さいいじょう

64歳以下
さ い い か 65歳以上

さいいじょう

計
けい

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

78 1,371 3,389 4,838

療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

324 598 23 945

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ 35 632 116 783
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■障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の年齢
ねんれい

3区分
く ぶ ん

別
べつ

構成比
こうせいひ

（平成
へいせい

26年度
ね ん ど

） 

 

資料
しりょう

：障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

） 

 

（２）策定
さくてい

の目的
もくてき

 

第３次
だ い  じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

（後期
こ う き

計画
けいかく

）が平成
へいせい

27年度
ね ん ど

末
まつ

で終 了
しゅうりょう

するため、平成
へいせい

23年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

等
とう

国
くに

における制度
せ い ど

全般
ぜんぱん

にわたる改革
かいかく

の動き
うご  

や、平成
へいせい

26年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

、これまでの大東市
だいとうし

における障害
しょうがい

のある人
ひと

の施策
せ さ く

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

等
とう

を踏まえ
ふ   

、今
こん

後
ご

10年間
ねんかん

を見据えて
み す   

、大東市
だいとうし

の総合的
そうごうてき

な障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と基本
き ほ ん

方向
ほうこう

を示し
し め し

、施策
せ さ く

全般
ぜんぱん

にわたってさらなる充実
じゅうじつ

を図って
はか    

いくことを目的
もくてき

として

策定
さくてい

します。 

 

  

1.6

34.3

4.5

28.3

63.3

80.7

70.0

2.4

14.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者手帳所持者

療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者

18歳未満 18歳以上

64歳以下

65歳以上

ぱーせんと

さいみまん

しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ

りょういくてちょうしょじしゃ

さいいじょう

さいいか

さいいじょう

ぱーせんとぱーせんと ぱーせんと ぱーせんとぱーせんと

せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょうしょじしゃ
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２  計画
けいかく

の対象
たいしょう

 

 

本計画
ほんけいかく

の対象
たいしょう

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第２条
だい じょう

の規定
き て い

に基づく
もと    

、「身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含む
ふく  

。）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

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

又
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

を受ける
う   

状態
じょうたい

にあ

るもの」とします。 

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

とは、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第２条
だい じょう

において「障害
しょうがい

がある者
もの

にとって日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとな 

上
うえ

で障壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。」と定義
て い ぎ

されています。 

 

 

３  計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

 

① 本計画
ほんけいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（第 11 条
だい   じょう

第 3 項
だ い  こ う

）に基づく
もと    

「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

」であ

り、大東市
だいとうし

の障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

と総合的
そうごうてき

な取り組み
と   く  

を示す
しめ  

計画
けいかく

です。 

 

② 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

（第
だい

3次
じ

）」および「第
だい

4次
じ

大阪府障
おおさかふしょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」との整合性
せいごうせい

に留意
りゅうい

しています。 

 

③ 本計画
ほんけいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基づく
もと    

「大東市
だいとうし

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の内容
ないよう

を含
ふく

みます。 

 

④ 本計画
ほんけいかく

は、「第 4 次
だ い  じ

大東市
だいとうし

総合
そうごう

計画
けいかく

」を上位
じょうい

計画
けいかく

とし、「大東市
だいとうし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」、

「大東市
だいとうし

総合
そうごう

介護
か い ご

計画
けいかく

」、「大東市
だいとうし

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」、「健康
けんこう

大東
だいとう

21 

大東市
だいとうし

健康
けんこう

増進
ぞうしん

計画
けいかく

」等
とう

の関連
かんれん

計画
けいかく

等
とう

との整合性
せいごうせい

を図
はか

ります。 

  

2 

3 
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■本計画
ほんけいかく

と他
た

計画
けいかく

との関係
かんけい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４次
だい   じ

大東市
だいとうし

総合
そうごう

計画
けいかく

 

大東市
だいとうし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

人
権

じ
ん
け
ん

・
教
育

き
ょ
う
い
く

・
労
働

ろ
う
ど
う

・
ま
ち
づ
く
り
等と

う 

保
健

ほ

け

ん

・
福
祉

ふ

く

し

以
外

い

が

い

の
分
野

ぶ

ん

や

別べ
つ

計
画

け
い
か
く

や
施
策

せ

さ

く 

大
東
市

だ

い

と
う

し

子
ど
も

こ

 
 

・
子
育

こ

そ

だ

て
支
援

し

え

ん

事
業

じ
ぎ
ょ
う

計
画

け
い
か
く 

大
東
市

だ

い

と
う

し

総
合

そ
う
ご
う

介
護

か

い

ご

計
画

け
い
か
く 

大
東
市

だ

い

と
う

し

障
害

し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く 

第だ
い

４
次じ

大
東
市

だ
い
と
う
し

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

長
期

ち
ょ
う
き

計
画

け
い
か
く 

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

（第
だい

３次
じ

） 

国
くに

 

第４次
だい   じ

大阪府
おおさかふ

 

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

 

大阪府
おおさかふ

 

健
康

け
ん
こ
う

大
東

だ
い
と
う 

 
 

大
東
市

だ

い

と
う

し

健
康

け
ん
こ
う

増
進

ぞ
う
し
ん

計
画

け
い
か
く 

21 
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４  計画
けいかく

の期間
き か ん

 

 

本計画
ほんけいかく

の期間
き か ん

は、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

から平成
へいせい

37年度
ね ん ど

までの 10年間
ねんかん

とします。 

 

計画
けいかく

の期間
き か ん

 

計
けい

 画
かく

 名
めい

 等
とう

 

H
えいち

28

年度
ね ん ど

 

H
えいち

29

年度
ね ん ど

 

H
えいち

30

年度
ね ん ど

 

H
えいち

31

年度
ね ん ど

 

H
えいち

32

年度
ね ん ど

 

H
えいち

33

年度
ね ん ど

 

H
えいち

34

年度
ね ん ど

 

H
えいち

35

年度
ね ん ど

 

H
えいち

36

年度
ね ん ど

 

H
えいち

37

年度
ね ん ど

 

第
だい

４次
じ

大東市
だいとうし

総合
そうごう

計画
けいかく

 

          

大東市
だいとうし

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

          

第
だい

４次
じ

大東市
だいとうし

 

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

 

          

大東市
だいとうし

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

          

大東市
だいとうし

総合
そうごう

介護
か い ご

計画
けいかく

 

          

大東市
だいとうし

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て

支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

 

          

健康
けんこう

大東
だいとう

21 大東市
だいとうし

健康
けんこう

増進
ぞうしん

計画
けいかく

 

          

大阪府
おおさかふ

の計画
けいかく

 

          

国
くに

の計画
けいかく

 

          

 

  

第
だい

４次
じ

大東市
だいとうし

障
しょう

害
がい

者
しゃ

長期
ちょうき

計
け い

画
か く

 

第
だい

４次
じ

大阪府障
おおさかふしょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

（ H
えいち

24～ H
えいち

33年
ねん

度
ど

） 

第
だい

4期
き

 

大阪府障
おおさかふしょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

（H
えいち

27～29年度
ね ん ど

） 

第
だい

5期
き

 

大阪府
おおさかふ

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

第
だ い

6期
き

 

大
お お

阪
さ か

府
ふ

障
しょう

がい福
ふ く

祉
し

計
け い

画
か く

 

障
しょう

害
が い

者
し ゃ

基
き

本
ほ ん

計
け い

画
か く

（第
だ い

３次
じ

） 

H
えいち

25～29年度
ね ん ど

 

大東市障害福祉計画 
（第４期） 

 

第
だい

7期
き

 

大阪府障
おおさかふしょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

第
だい

4期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

27年度
ね ん ど

～29年度
ね ん ど

） 

第
だい

5期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～32年度
ね ん ど

） 

 

第
だい

6期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

33年度
ね ん ど

～35年度
ね ん ど

） 

 

第
だい

7期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

36年度
ね ん ど

～38年度
ね ん ど

） 

 

第
だい

３期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

26年度
ね ん ど

～30年度
ね ん ど

） 
 

第
だい

4期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

31年度
ね ん ど

～35年度
ね ん ど

） 

 

第
だい

5期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

36年度
ね ん ど

～40年度
ね ん ど

） 

 

第
だい

４次
じ

計画
けいかく

：基本
き ほ ん

構想
こうそう

（平成
へいせい

13年度
ね ん ど

～42年度
ね ん ど

） 

 

（平成
へいせい

27年度
ね ん ど

～31年度
ね ん ど

） 

 

第
だい

3期
き

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

33年度
ね ん ど

～42年度
ね ん ど

） 
 

第
だい

２期
き

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

23年度
ね ん ど

～32年度
ね ん ど

） 
 

第
だい

6期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

27年度
ね ん ど

～29年度
ね ん ど

） 

第
だい

7期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～32年度
ね ん ど

） 

 

第
だい

8期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

33年度
ね ん ど

～35年度
ね ん ど

） 

 

第
だい

9期
き

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

36年度
ね ん ど

～38年度
ね ん ど

） 

 
 

（平成
へいせい

32年度
ね ん ど

～36年度
ね ん ど

） 

 

（平成
へいせい

37年度
ね ん ど

～41年度
ね ん ど

） 

 

大東市
だいとうし

健康
けんこう

増進
ぞうしん

計画
けいかく

（第
だい

2次
じ

）（ H
えいち

27～ H
えいち

36年度
ね ん ど

） 

4 
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５  計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

 

① 大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

作成
さくせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

 

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたっては、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

に関わる
か か   

幅広い
はばひろ  

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

の意見
い け ん

を聴く
き  

とともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

等
とう

を含めた
ふく    

当事者
とうじしゃ

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させること

が不可欠
ふ か け つ

であることから、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

をはじめ障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）団体
だんたい

、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

、教育
きょういく

・雇用
こ よ う

機関
き か ん

関係者
かんけいしゃ

、公募
こ う ぼ

市民
し み ん

からなる大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

作成
さくせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

し、審議
し ん ぎ

します。 

 

② 大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

庁内
ちょうない

関係
かんけい

各課
か く か

からなる大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

し、審議
し ん ぎ

します。 

 

③ 団体
だんたい

・事業所
じぎょうしょ

へのアンケート
あ ん け ー と

（一部
い ち ぶ

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

）調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

や医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

等
とう

さまざまな面
めん

での現状
げんじょう

と課題
か だ い

を把握
は あ く

す

るため、障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）団体
だんたい

および事業所
じぎょうしょ

に対
たい

してアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

およびヒアリング
ひ あ り ん ぐ

調査
ちょうさ

（一部
い ち ぶ

）を実施
じ っ し

します。 

 

 

 

5 
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６  これまでの取
と

り組
く

みと課題
か だ い

 

6
６

-１
－ １

  総括
そうかつ

 

第 3 次
だ い  じ

計画
けいかく

（後期
こ う き

計画
けいかく

）についての取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

するため、関係課
かんけいか

に対する
たい    

事業
じぎょう

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。基本
き ほ ん

目標
もくひょう

別
べつ

の事業数
じぎょうかず

と達成度
たっせいど

評価
ひょうか

は下表
かひょう

のとおりです。 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅳ
よん

の「地域
ち い き

でいきいきと活動
かつどう

するために」が 0.866 で最
もっと

も高
たか

く、次
つ

いで

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅰ
いち

の「障害
しょうがい

のある子
こ

どもの力
ちから

を伸
の

ばすために」が 0.863、基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅴ
ご

の

「安心
あんしん

して暮
く

らせる環境
かんきょう

をつくるために」が 0.788 で最
もっと

も低
ひく

く、全体
ぜんたい

としては 230

事業
じぎょう

、0.828 の達成度
たっせいど

となっています。 

■基本
き ほ ん

目標
もくひょう

別
べつ

実施
じ っ し

事業数
じぎょうすう

および達成度
たっせいど

評価
ひょうか

 

単位
た ん い

（上段
じょうだん

：事業
じぎょう

、下段
げ だ ん

： ％
ぱーせんと

） 

基
き

 本
ほん

 目
もく

 標
ひょう

 事業数
じぎょうすう

 Ａ
えー

 Ｂ
びー

 Ｃ
しー

 Ｄ
でー

 
達成度
たっせいど

 

（平均
へいきん

ポイント
ぽ い ん と

） 

Ⅰ 障害
しょうがい

のある子
こ

どもの力
ちから

を伸
の

ばすために  
62 35 22 3 2 0.863 

100 56.5 35.5 4.8 3.2   

Ⅱ 地域
ち い き

でのふれあい、支
ささ

えあいを進
すす

めるために 
41 10 30 1 0 0.805 

100 24.4 73.2 2.4 0.0   

Ⅲ 地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るために 
73 27 39 5 2 0.812 

100 37.0 53.4 6.8 2.7 
 

Ⅳ 地域
ち い き

でいきいきと活動
かつどう

するために  
28 13 15 0 0 0.866 

100 46.4 53.6 0.0 0.0 
 

Ⅴ 安心
あんしん

して暮
く

らせる環境
かんきょう

をつくるために  
26 5 20 1 0 0.788 

100 19.2 76.9 3.8 0.0 
 

全
ぜん

   体
たい

 
230 90 126 10 4 0.828 

100 39.1 54.8 4.3 1.7 
 

注
ちゅう

）達成度
たっせいど

の評価
ひょうか

の基準
きじゅん

（上記
じょうき

の表
ひょう

は、個別
こ べ つ

の事業
じぎょう

ごとに評価
ひょうか

したものを合計
ごうけい

して算出
さんしゅつ

） 

Ａ
えー

 計画
けいかく

通
どお

りに進捗
しんちょく

しており、概
おおむ

ね順 調
じゅんちょう

で、かなりの成果
せ い か

を上
あ

げることができた。 

Ｂ
びー

 現在
げんざい

、着手
ちゃくしゅ

はしており、一定
いってい

の成果
せ い か

を上
あ

げているが、課題
か だ い

もある。 

Ｃ
しー

 計
けい

画
かく

通
どお

りには進
すす

まず、大幅
おおはば

に遅
おく

れており、あまり成果
せ い か

はあがっていない。 

Ｄ
でー

 着手
ちゃくしゅ

していない。 

  

6 

6-1 
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6-２  基本
き ほ ん

目標
もくひょう

別
べつ

 

 

Ⅰ 障害
しょうがい

のある子
こ

どもの力
ちから

を伸
の

ばすために ＜重点
じゅうてん

課題
か だ い

⑤障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

への

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

＞ 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅰ
いち

については、評価
ひょうか

Ａ
えー

は35事業
じぎょう

（56.5 ％
ぱーせんと

）、Ｂ
びー

は22事業
じぎょう

（35.5 ％
ぱーせんと

）、

Ｃ
しー

は３事業
じぎょう

（4.8 ％
ぱーせんと

）、Ｄ
でー

は２事業
じぎょう

（3.2 ％
ぱーせんと

）でした。 

 

（１）障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

 

乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

・すこやか健
けん

診
しん

・専門
せんもん

職
しょく

による保健
ほ け ん

相談
そうだん

等
とう

や親子
お や こ

教室
きょうしつ

等
とう

、就学
しゅうがく

予定児
よ て い じ

健康
けんこう

診断
しんだん

等
とう

により、障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

とともに早期
そ う き

療育
りょういく

へのつながりに努めて
つ と   

きまし

た。しかしながら受診
じゅしん

をされていない場合
ば あ い

や受診後
じゅしんご

のフォロ
ふ ぉ ろ

ー
ー

を望まない
の ぞ     

方
かた

もおられ、

また集団
しゅうだん

に入りにくい
はい       

親子
お や こ

もみられることから、今後
こ ん ご

ともきめ細やか
こま    

な配慮
はいりょ

による

取り組み
と  く  

が望まれます
の ぞ      

。 

また保育所
ほいくしょ

（園
えん

）への巡回
じゅんかい

相談
そうだん

を行い
おこな 

、幼児
よ う じ

の発達
はったつ

障害
しょうがい

や発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

と

する子
こ

どもの早期
そ う き

発見
はっけん

と相談
そうだん

支援
し え ん

に努めて
つと    

きました。対象児
たいしょうじ

が増えて
ふ  

いることや認定
にんてい

こども園
えん

（１号
 ご う

認定
にんてい

）も対象
たいしょう

となることから、相談
そうだん

回数
かいすう

の増加
ぞ う か

や相談員
そうだんいん

の研修
けんしゅう

の

充実
じゅうじつ

が求められて
も と      

います。 

 

（２）保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

保育所
ほいくしょ

（園
えん

）では障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

を保育士
ほ い く し

の加配
か は い

により受け入れて
う  い   

います。保育士
ほ い く し

不足
ぶ そ く

や対象
たいしょう

児童
じ ど う

の増加
ぞ う か

等
とう

により、安定
あんてい

した受け入れ
う   い   

体制
たいせい

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

となっていま

す。 

6-2 
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就学
しゅうがく

にあたっては、小学校
しょうがっこう

での指導
し ど う

が円滑
えんかつ

に行える
おこな   

よう、保育所
ほいくしょ

（園
えん

）入所児
にゅうしょこ

全員
ぜんいん

の保育
ほ い く

要録
ようろく

、要支援
ようしえん

児童
じ ど う

には個別
こ べ つ

指導
し ど う

計画
けいかく

を作成
さくせい

しています。徐々
じょじょ

に支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

に

努めて
つと    

きた結果
け っ か

、すべての支援
し え ん

学級
がっきゅう

在籍
ざいせき

児童
じ ど う

生徒
せ い と

について、個別
こ べ つ

教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

・指導
し ど う

計画
けいかく

を作成
さくせい

することができました。 

通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

に通う
かよ  

児童
じ ど う

生徒
せ い と

についても作成
さくせい

状 況
じょうきょう

は 100 ％
ぱーせんと

です。通常
つうじょう

の

学級
がっきゅう

に所属
しょぞく

する支援
し え ん

の必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

の計画
けいかく

の作成
さくせい

は不十分
ふじゅうぶん

な状 況
じょうきょう

にあります。 

各学校
かくがっこう

（園
えん

）には豊富
ほ う ふ

な経験
けいけん

と高い
たか  

専門性
せんもんせい

を持つ
も  

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で い ね ー た ー

が

配置
は い ち

されており、その専門性
せんもんせい

の継承
けいしょう

が必要
ひつよう

となっています。 

 

（３）放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

では、指導員
しどういん

の加配
か は い

により 1年生
ねんせい

から 6年生
ねんせい

まで受け入れて
う  い   

いま

す。今後
こ ん ご

も障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が安心
あんしん

して活動
かつどう

できるよう、条件
じょうけん

整備
せ い び

に取り組んで
と  く   

いく

ことが必要
ひつよう

です。 

「放課後
ほ う か ご

子ども
こ   

教室
きょうしつ

推進
すいしん

事業
じぎょう

」は、事業
じぎょう

内容
ないよう

や対象
たいしょう

学年
がくねん

が講師
こ う し

で決まったり
き    

、週
しゅう

１回
 か い

程度
て い ど

なので、参加
さ ん か

しにくい状 況
じょうきょう

であり、「こども会
かい

育成
いくせい

振興
しんこう

事業
じぎょう

」は、こども会
かい

加入者数
かにゅうしゃすう

自体
じ た い

が減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の加入率
かにゅうりつ

も減少
げんしょう

しています。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

は 9カ所
か し ょ

（平成
へいせい

27年
ねん

8月
がつ

時点
じ て ん

）あります。今後
こ ん ご

は学習
がくしゅう

障害
しょうがい

や高機能
こうきのう

広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障害
しょうがい

等
とう

のある児童
じ ど う

への支援
し え ん

が求められて
も と      

います。 

「高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）プール
ぷ ー る

開放
かいほう

事業
じぎょう

」は、参加者数
さんかしゃかず

が少ない
すく    

という理由
り ゆ う

で平成
へいせい

25年度
ね ん ど

に廃止
は い し

されています。 
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地域
ち い き

におけるスポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

やこども会
かい

の活動
かつどう

においても、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が安心
あんしん

して楽しく
たの    

参加
さ ん か

できるように取り組んで
と  く   

いくことが必要
ひつよう

です。 

 

（４）生活
せいかつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

については一定
いってい

の事業所数
じぎょうしょすう

は充実
じゅうじつ

してきましたが、障害
しょうがい

の

ある児童
じ ど う

が利用
り よ う

できる短期
た ん き

入所
にゅうしょ

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

また、市内
し な い

には医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

への居宅
きょたく

サービス
さ ー び す

の事業所
じぎょうしょ

が

なく、充実
じゅうじつ

が求められて
もと       

います。 

「機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

（医療的
いりょうてき

ケア
け あ

加算
か さ ん

事業
じぎょう

）」は、大東市
だいとうし

で喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

の登録
とうろく

をしている

事業所
じぎょうしょ

が少ない
すく    

ことが現状
げんじょう

となっています。 

 

 

Ⅱ 地域
ち い き

でのふれあい、支
ささ

えあいを進
すす

めるために 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅱ
に

については、評価
ひょうか

Ａ
えー

は10事業
じぎょう

（24.4 ％
ぱーせんと

）、Ｂ
びー

は30事業
じぎょう

（73.2 ％
ぱーせんと

）、

Ｃ
しー

は 1事業
じぎょう

（2.4 ％
ぱーせんと

）、Ｄ
でー

は 0事業
じぎょう

でした。 

 

（１） 人権
じんけん

意識
い し き

・福祉
ふ く し

意識
い し き

の高揚
こうよう

 ＜重点
じゅうてん

課題
か だ い

①人権
じんけん

意識
い し き

・福祉
ふ く し

意識
い し き

の高揚
こうよう

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

および福祉
ふ く し

について、広報誌
こうほうし

を通じて
つう    

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、住まい
す   

の

確保
か く ほ

等
とう

をテーマ
て ー ま

に啓発
けいはつ

記事
き じ

を掲載
けいさい

しています。障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

については、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

より障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

を作成
さくせい

し啓発
けいはつ

を行って
おこな   

き

ました。 

また市民
し み ん

を対象
たいしょう

として、「憲法
けんぽう

週間
しゅうかん

記念
き ね ん

のつどい」や「人権
じんけん

週間
しゅうかん

記念
き ね ん

のつどい」



第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたって 

15 

 

では憲法
けんぽう

の尊重
そんちょう

と人権
じんけん

意識
い し き

の高揚
こうよう

を図り
はか  

、障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

においては障害
しょうがい

福祉
ふ く し

につい

ての関心
かんしん

と理解
り か い

を深める
ふか    

ための「
”

“共
とも

に生きる
い   

ということ”を考える
かんが    

つどい」を開催
かいさい

し、さらに市民
し み ん

講座
こ う ざ

等
とう

において、人権
じんけん

についての啓発
けいはつ

や障害
しょうがい

のある人
ひと

への理解
り か い

を促進
そくしん

する取り組み
と  く  

を行って
おこな   

います。 

「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
かん    

条約
じょうやく

」の市民
し み ん

への周知
しゅうち

は、関連
かんれん

する催 物
もよおしもの

において

触れた
ふ   

ことはありますが、特化
と っ か

した啓発
けいはつ

は行って
おこな   

いませんので、平成
へいせい

26年
ねん

１月
 が つ

に批准
ひじゅん

され、法
ほう

整備
せ い び

がなされてきたため、今後
こ ん ご

はさらなる啓発
けいはつ

が求められます
も と        

。 

小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

における大東市
だいとうし

人権
じんけん

教育
きょういく

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

では人権
じんけん

教育
きょういく

研究
けんきゅう

の推進校
すいしんこう

を

委嘱
いしょく

し、また大東市
だいとうし

教育
きょういく

研究
けんきゅう

フォーラム
ふ ぉ ー ら む

においては全教職員
ぜんきょうしょくいん

対象
たいしょう

に支援
し え ん

教育
きょういく

に

ついての研修
けんしゅう

を行って
おこな    

います。職員
しょくいん

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

においては、職員
しょくいん

および教 職 員
きょうしょくいん

を

対象
たいしょう

に人権
じんけん

研修
けんしゅう

を行って
おこな    

います。 

事業所
じぎょうしょ

に対して
たい    

は、人権
じんけん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

を促進
そくしん

しています。また大東市
だいとうし

ケアマネジャ
け あ ま ね じ ゃ ー

ー

研究会
けんきゅうかい

においても実施
じ っ し

していますが、介護
か い ご

職員
しょくいん

は一部
い ち ぶ

の参加
さ ん か

に限られて
か ぎ     

います。 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
せ こ う

を踏まえ
ふ   

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

の尊重
そんちょう

については、

今後
こ ん ご

とも多様
た よ う

な媒体
ばいたい

や方法
ほうほう

を活用
かつよう

して取り組んで
と  く   

いく必要
ひつよう

があります。 

 

（２） 地域
ち い き

のふれあい、支
ささ

えあい活動
かつどう

の促進
そくしん

 

おおむね小学
しょうがっ

校区
こ う く

（１５カ所
   か し ょ

）における小地域
しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

活動
かつどう

において、子育
こ そ だ

て

サロン
さ ろ ん

や障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・人
ひと

との交流会
こうりゅうかい

を開催
かいさい

しており、全校区
ぜんこうく

での開催
かいさい

（現在
げんざい

６カ所
 か し ょ

）をめざしています。 
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中
ちゅう

学校区
がっこうく

（8カ所
か し ょ

）では、話し合い
はな   あ   

や悩み
な や み

相談
そうだん

の場
ば

で必要
ひつよう

に応じて
おう    

関係
かんけい

機関
き か ん

につ

なげていくお茶
ちゃ

のみ休憩所
きゅうけいじょ

の全校区
ぜんこうく

での開設
かいせつ

（現在
げんざい

4カ所
か し ょ

）をめざしています。ま

た地域
ち い き

教 育 協
きょういくきょう

議会
ぎ か い

の開設
かいせつ

により学校力
がっこうりょく

は次第
し だ い

に高まって
た か     

きています。地域
ち い き

を

挙げて
あ   

のフェスタ
ふ ぇ す た

等
とう

には地域
ち い き

在住
ざいじゅう

の支援
し え ん

学校
がっこう

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が参加
さ ん か

しており、障害
しょうがい

のあ

る児童
じ ど う

・生徒
せ い と

と顔見知り
か お み し   

になった地域
ち い き

の方
かた

が声
こえ

かけをしています。 

人権
じんけん

文化
ぶ ん か

センター
せ ん た ー

では、誰
だれ

もが気軽
き が る

に交流
こうりゅう

できる居場所
い ば し ょ

を提供
ていきょう

しています。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家庭
か て い

にきめ細か
こ ま か

な福祉
ふ く し

活動
かつどう

を展開
てんかい

できるよう、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の養成
ようせい

講座
こ う ざ

を開催
かいさい

しており、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の減少
げんしょう

と高齢化
こうれいか

への対応
たいおう

に努
つと

めています。

また、市民
し み ん

活動
かつどう

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

を実施
じ っ し

しているＮＰＯ
えぬぴーおー

団体
だんたい

との市民
し み ん

協働
きょうどう

事業
じぎょう

に

取り組んで
と  く   

います。 

地域
ち い き

や企業
きぎょう

に対して
たい    

は、出前
で ま え

講座
こ う ざ

により障害
しょうがい

のある人
ひと

への理解
り か い

を促進
そくしん

するととも

に、大東市
だいとうし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

により障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

との交流
こうりゅう

を深め
ふか  

、理解
り か い

の促進
そくしん

を図って
はか    

います。 

 

（３）地域
ち い き

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

の推進
すいしん

 

地域
ち い き

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

理念
り ね ん

について、障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

や出前
で ま え

講座
こ う ざ

、広報誌
こうほうし

において

市民
し み ん

への啓発
けいはつ

に努めて
つと    

います。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

における活動
かつどう

や、障害
しょうがい

のある人
ひと

が集う
つど  

自主
じ し ゅ

グループ
ぐ る ー ぷ

への

支援
し え ん

を通じて
つう    

、障害
しょうがい

のある人
ひと

がいきいきと健康
けんこう

に生活
せいかつ

できるように努めて
つと    

います。 
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Ⅲ 地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るために 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅲ
さん

については、評価
ひょうか

Ａ
えー

は27事業
じぎょう

（37.0 ％
ぱーせんと

）、Ｂ
びー

は39事業
じぎょう

（53.4 ％
ぱーせんと

）、

Ｃ
しー

は 5事業
じぎょう

（6.8 ％
ぱーせんと

）、Ｄ
でー

は 2事業
じぎょう

（2.7 ％
ぱーせんと

）でした。 

 

（１） 情報
じょうほう

提供
ていきょう

・相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

（
か

４カ所
 か し ょ

）において、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

・生活
せいかつ

相談
そうだん

等
とう

についての相
そう

談
だん

支援
し え ん

を行って
おこな   

います。障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

とともに、平成
へいせい

25年
ねん

８月
 が つ

に設置
せ っ ち

された大東市
だいとうし

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

で行って
おこな    

いる３障害
しょうがい

ワンストップ
わ ん す と っ ぷ

相談
そうだん

窓
まど

口
くち

の周知
しゅうち

を図る
はか  

必要
ひつよう

があります。 

地域
ち い き

では、民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

が相談員
そうだんいん

としての役割
やくわり

を果たして
は     

います。また障害
しょうがい

に

応
おう

じて身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

が配置
は い ち

されてい

ます。 

情報
じょうほう

提供
ていきょう

については、広報誌
こうほうし

やホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

の他
ほか

に、2年
ねん

に 1回
かい

、冊子
さ っ し

「障害
しょうがい

の

ある人
ひと

のための暮
く

らしの情報
じょうほう

」を発行
はっこう

しており、障害
しょうがい

のある人
ひと

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、

民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

に幅広
はばひろ

く提供
ていきょう

しています。また、出前
で ま え

講座
こ う ざ

等
とう

においても情報
じょうほう

提供
ていきょう

の機会
き か い

と捉
とら

え、対象
たいしょう

に応
おう

じた情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努めています。 

（２） 人権
じんけん

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

の障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の施行
せ こ う

により、障害
しょうがい

のある人
ひと

への虐待
ぎゃくたい

の

防止
ぼ う し

に向けた
む   

取り組み
と   く   

を進めて
すす    

きました。大東市
だいとうし

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

し、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図り
はか  

、虐待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

および早期
そ う き

発見
はっけん

等
とう

に努めて
つと    

います。 

また大東市
だいとういち

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
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、虐待
ぎゃくたい

の初期
し ょ き

対応
たいおう

とともに、虐待
ぎゃくたい
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防止
ぼ う し

の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

に取り組んで
と  く   

います。児童
じ ど う

および高齢者
こうれいしゃ

への虐待
ぎゃくたい

については、

大東市
だいとうし

児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

、大東市
だいとうし

高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

委員会
いいんかい

とも連携
れんけい

を図り
はか  

対応
たいおう

をしています。 

判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい    

は、日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
か ん り

等
とう

により

在宅
ざいたく

生活
せいかつ

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

を実施
じ っ し

しています。また財産
ざいさん

管理
か ん り

等
とう

につ

いては、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

と利用
り よ う

の促進
そくしん

を図って
はか    

いますが、制度
せ い ど

の複雑
ふくざつ

さや本人
ほんにん

の

理解
り か い

が得られない
え    

等
とう

の課題
か だ い

もあります。また法人
ほうじん

後見
こうけん

・市民
し み ん

後見人
こうけんにん

について検討
けんとう

が

必要
ひつよう

です。 

（３）福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

  

＜重点
じゅうてん

課題
か だ い

③障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

＞ 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に基づき
もと    

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を図り
はか  

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の

必要
ひつよう

とするサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

に努めて
つと    

います。サービス
さ ー び す

の支給
しきゅう

決定
けってい

は、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

の適切
てきせつ

な設定
せってい

に基づいて
も と     

います。苦情
くじょう

解決
かいけつ

については、個別
こ べ つ

の申し出
もう   で

により関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

の上
うえ

、対応
たいおう

しています。 

市内
し な い

には入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が１カ所
 か し ょ

ありますが、重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある方
かた

が多
おお

く、地域
ち い き

生活
せいかつ

へ

の移行
い こ う

はあまり進んで
すす    

いません。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の住まい
す   

の場
ば

の確保
か く ほ

のため、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の設置
せ っ ち

・改修
かいしゅう

について

の補助
ほ じ ょ

制度
せ い ど

を設置
せ っ ち

し、制度
せ い ど

を活用
かつよう

して徐々に整備
せ い び

が進んで
すす    

います。今後
こ ん ご

とも、中
ちゅう

・重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

の受け入れ
う   い   

を含めて
ふく    

設置数
せっちかず

の増加
ぞ う か

が望まれます
の ぞ      

。また、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

に

ついても、設置
せ っ ち

の補助
ほ じ ょ

制度
せ い ど

を設けて
もう    

おり、今後
こ ん ご

の設置
せ っ ち

の増加
ぞ う か

が望まれます
の ぞ      

。医療的
いりょうてき

ケア
け あ
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が必要
ひつよう

な方
かた

の通所
つうしょ

での受け入れ
う   い   

は進んで
すす    

いますが、訪問
ほうもん

による居宅
きょたく

でのサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

については進んで
すす    

いないのが実情
じつじょう

です。 

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

の自己
じ こ

評価
ひょうか

の公開
こうかい

と第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

については、サービス
さ ー び す

の自己
じ こ

評価
ひょうか

の情報
じょうほう

公開
こうかい

について客観的
きゃくかんてき

な指標
しひょう

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

となっています。 

＜重点
じゅうてん

課題
か だ い

⑥医療的
いりょうてき

ケア
け あ

等
とう

への対応
たいおう

＞ 

訪問
ほうもん

看護
か ん ご

利用料
りようりょう

の助成
じょせい

を通じて
つう    

、在宅
ざいたく

医療
いりょう

を推進
すいしん

し、重度
じゅうど

障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

ならびに経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図って
はか    

います。平成
へいせい

25年度
ね ん ど

の対象者数
たいしょうしゃかず

は18人
にん

、

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

の対象者数
たいしょうしゃかず

は23人
にん

でした。 

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

「医療
いりょう

と福祉
ふ く し

」部会
ぶ か い

において、勉強会
べんきょうかい

等
とう

を開催
かいさい

し、

地域
ち い き

の事業所
じぎょうしょ

に啓発
けいはつ

を行って
おこな   

います。また、通所
つうしょ

事業所
じぎょうしょ

に対して
たい    

は医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする人
ひと

に対して
たい    

の受け入れ
う   い   

を依頼
い ら い

しています。通所
つうしょ

においては３カ所
 か し ょ

の喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

登録
とうろく

事業所
じぎょうしょ

ができましたが、訪問
ほうもん

系
けい

事業所
じぎょうしょ

においては登録
とうろく

事業所
じぎょうしょ

がありません。

引き続き
ひ   つづ  

制度
せ い ど

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努め
つと  

、事業所数
じぎょうしょすう

の増加
ぞ う か

を図って
はか    

いく必要
ひつよう

があります。 

（４） 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービスの充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の保健
ほ け ん

・医療
いりょう

については、40歳
さい

未満
み ま ん

健
けん

診
しん

や 40歳
さい

以上
いじょう

74歳
さい

以下
い か

の

国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

加入者
かにゅうしゃ

に対する
た い す る

特定
とくてい

健
けん

診
しん

・特定
とくてい

保健
ほ け ん

指導
し ど う

の中
なか

で対応
たいおう

をしています。 

また、重度
じゅうど

の身体
しんたい

障害
しょうがい

および知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人の医療費
いりょうひ

を助成
じょせい

しています。 

（５） 暮
く

らしの場
ば

の確保
か く ほ

 ＜重点
じゅうてん

課題
か だ い

②住
す

まいの確保
か く ほ

＞ 

住まい
す   

の場
ば

であるグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

は、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

に約
やく

100人
にん

が利用
り よ う

しています。

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の設置
せ っ ち

については、平成
へいせい

25年
ねん

9月
がつ

に設置
せ っ ち

・改修
かいしゅう

のための補助
ほ じ ょ

制度
せ い ど

を
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創設
そうせつ

し、これまで平成
へいせい

25年度
ね ん ど

～27年度
ね ん ど

設置
せ っ ち

１件
 け ん

、改修
かいしゅう

１件
 け ん

の利用
り よ う

実績
じっせき

があります。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や当事者
とうじしゃ

および家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の高齢化
こうれいか

に伴
ともな

い、

中度
ちゅうど

・重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

がこれからますます求められます
もと         

。グ
ぐ

ループホーム
る ー ぷ ほ ー む

開設
かいせつ

等
とう

補助
ほ じ ょ

金
きん

制度
せ い ど

を活用
かつよう

していただく他
ほか

、公営
こうえい

住宅
じゅうたく

や市有地
し ゆ う ち

の活用
かつよう

を

含めて
ふく    

、事業所
じぎょうしょ

を支援
し え ん

する方策
ほうさく

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

です。 

保証人
ほしょうじん

等
とう

の理由
り ゆ う

により、一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

困難
こんなん

な人
ひと

に対して
たい    

は、居住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

により、契約
けいやく

手続き
て つ づ き

の支援
し え ん

や居住
きょじゅう

支援
し え ん

を行って
おこな   

います。 

（６）ケアマネジメントシステム
け あ ま ね じ め ん と し す て む

の確立
かくりつ

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

する障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
た い し て

、個別
こ べ つ

に計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

し、個人
こ じ ん

の状 況
じょうきょう

に応じて
おう    

必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

していくための体制
たいせい

は整って
ととの   

きま

した。今後
こ ん ご

は相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

に努めて
つと    

いくことが必要
ひつよう

です。 

（７）家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

に対し
たい  

、手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

時
じ

に「障害
しょうがい

のある人
ひと

のための

暮らし
く   

の情報
じょうほう

」等
とう

により情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行って
おこな   

います。相談
そうだん

窓口
まどぐち

に来れない
こ   

人
ひと

への

情報
じょうほう

提供
ていきょう

や、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

等
とう

の家族会
かぞくかい

のない介護者
かいごしゃ

に対
たい

しての情報
じょうほう

提供
ていきょう

が

課題
か だ い

となっています。 
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Ⅳ 地域
ち い き

でいきいきと活動
かつどう

するために 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅳ
よん

については、評価
ひょうか

Ａ
えー

は13事業
じぎょう

（46.4 ％
ぱーせんと

）、Ｂ
びー

は15事業
じぎょう

（53.6 ％
ぱーせんと

）、

Ｃ
しー

およびＤ
でー

は 0事業
じぎょう

でした。 

（１）雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

の強化
きょうか

 ＜重点
じゅうてん

課題
か だ い

④雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

の強化
きょうか

＞ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

について、企業
きぎょう

への理解
り か い

を促進
そくしん

するため、障害者
しょうがいしゃ

事業所
じぎょうしょ

の見
けん

学会
がくかい

の開催
かいさい

（平成
へいせい

27年
ねん

３月
  がつ

から）や、ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

で国
くに

等
とう

の助成
じょせい

制度
せ い ど

の

紹介
しょうかい

を行って
おこな   

います。 

市内
し な い

３カ所
  かしょ

の地域
ち い き

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

では、就労
しゅうろう

支援
し え ん

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

を配置
は い ち

し、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の就労
しゅうろう

相談
そうだん

を受け付けて
う  つ   

います。引
ひ

き続
つづ

き相談
そうだん

を必要
ひつよう

とする方
かた

の

掘り起こし
ほ  お   

が必要
ひつよう

です。またハローワーク
は ろ ー わ ー く

や北河内
きたがわち

東障害者
ひがししょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

により、雇用
こ よ う

や就労
しゅうろう

相談
そうだん

を進めて
すす    

います。 

企業
きぎょう

等
とう

に就労
しゅうろう

した障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

しては、所属
しょぞく

していた障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

より支援員
しえんいん

を派遣
は け ん

する等
とう

により職場
しょくば

定着
ていちゃく

を支援
し え ん

しており、今後
こ ん ご

の利用
り よ う

の増加
ぞ う か

が望まれます
の ぞ      

。 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

では、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

等
とう

の就労
しゅうろう

系
けい

サービス
さ ー び す

の支給
しきゅう

決定
けってい

を行い
おこな 

、

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をめざした支援
し え ん

を行って
おこな   

います。 

身体
しんたい

障害
しょうがい

および知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

の福祉
ふ く し

店舗
て ん ぽ

を設置
せ っ ち

し運営
うんえい

しています。製品
せいひん

の

販売先
はんばいさき

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

となっています。 

庁内
ちょうない

では、法定
ほうてい

雇用
こ よ う

を達成
たっせい

するとともに、インターンシップ
い ん た ー ん し っ ぷ

事業
じぎょう

により、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の職場
しょくば

体験
たいけん

に取り組んで
と  く   

います。今後
こ ん ご

とも各課
か く か

の理解
り か い

と受け入れ
う  い  

の促進
そくしん

が必要
ひつよう
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です。指定
し て い

管理者
かんりしゃ

においても、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

が達成
たっせい

され、指定
し て い

管理
か ん り

を行って
おこな   

いる施設
し せ つ

の

うち５つの指定
し て い

管理
か ん り

施設
し せ つ

においては障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

が行われて
おこな     

います。 

（２）生
い

きがいづくりの促進
そくしん

 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

と市民
し み ん

の交流
こうりゅう

の場
ば

として、毎年
まいねん

「愛
あい

あい広場
ひ ろ ば

」を開催
かいさい

しています。ま

た障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

のため、マイクロバス
ま い く ろ ば す

等
とう

の貸出
かしだし

を行って
おこな   

います。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

のスポーツ
す ぽ ー つ

への参加
さ ん か

について、毎年
まいねん

ニュースポーツフェスティバル
に ゅ ー す ぽ ー つ ふ ぇ す て ぃ ば る

を開催
かいさい

し、ニュースポーツ
に ゅ ー す ぽ ー つ

の紹介
しょうかい

・体験
たいけん

を行って
おこな   

います。ニュースポーツ
に ゅ ー す ぽ ー つ

は手軽
て が る

に

取り組める
と  く   

スポーツ
す ぽ ー つ

であるため、幅広
はばひろ

い年齢層
ねんれいそう

に多
おお

くの種目
しゅもく

を普及
ふきゅう

できるよう、展開
てんかい

していくことが望まれます
の ぞ      

。大阪府
おおさかふ

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

や京阪
けいはん

ブロック
ぶ ろ っ く

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

についても、若
わか

い選手
せんしゅ

の増加
ぞ う か

が望まれて
の ぞ     

います。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

への参加
さ ん か

について、障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

講座
こ う ざ

開催
かいさい

等
とう

事業
じぎょう

として、講座
こ う ざ

や展示会
てんじかい

を開催
かいさい

しています。より多
おお

くの方
かた

が参加
さ ん か

できるよう周知
しゅうち

が必要
ひつよう

です。文化
ぶ ん か

ホール
ほ ー る

事業
じぎょう

として、視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

が楽しめる
た の     

展示
て ん じ

や介助
かいじょ

犬
けん

を使った
つか    

体験
たいけん

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

しています。 

（３）外出
がいしゅつ

の支援
し え ん

 

外出
がいしゅつ

時
じ

の移動
い ど う

支援
し え ん

として、個別
こ べ つ

の状 況
じょうきょう

に応じて
お う   

ヘルパー
へ る ぱ ー

の支給
しきゅう

決定
けってい

を行う
おこな 

とと

もに、福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

利用券
りようけん

の交付
こ う ふ

および福祉
ふ く し

車両
しゃりょう

による移送
い そ う

サービス
さ ー び す

を行って
おこな   

いま

す。 

外出
がいしゅつ

時
じ

の意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

するため、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい    

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の

派遣
は け ん

や、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

（文字
も じ

通訳
つうやく

）の派遣
は け ん

を行って
おこな   

います。 
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Ⅴ 安心
あんしん

して暮
く

らせる環境
かんきょう

をつくるために 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅴ
ご

については、評価
ひょうか

Ａ
えー

は 5事業
じぎょう

（19.2 ％
ぱーせんと

）、Ｂ
びー

は 20事業
じぎょう

（76.9 ％
ぱーせんと

）、

Ｃ
しー

は 1事業
じぎょう

（3.8 ％
ぱーせんと

）、Ｄ
でー

は 0事業
じぎょう

でした。 

 

（１）だれもが快適
かいてき

で生活
せいかつ

しやすい環境
かんきょう

づくり 

「大阪府
おおさかふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」やバリアフリー
ば り あ ふ り ー

新法
しんぽう

に基づき
もと    

、市
し

役所
やくしょ

をはじめ

公共
こうきょう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を進めて
すす    

います。また、大東市
だいとうし

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

に

基づき
もと    

、多
おお

くの高齢者
こうれいしゃ

や障害
しょうがい

のある人
ひと

が利用
り よ う

する生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

や生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
け い ろ

の

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を進めて
すす    

います。 

放置
ほ う ち

自転車
じてんしゃ

等
とう

防止
ぼ う し

の街頭
がいとう

啓発
けいはつ

や、放置
ほ う ち

自転車
じてんしゃ

等
とう

の移送
い そ う

を行って
おこな   

います。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

への住
じゅう

宅
たく

改修
かいしゅう

相談
そうだん

を通じて
つ う   

暮らしやすい
く    

住
じゅう

環境
かんきょう

を促進
そくしん

しています。 

 

（２）犯罪
はんざい

を防止
ぼ う し

し、災害
さいがい

時
じ

にも安心
あんしん

できる地域
ち い き

づくり 

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センター
せ ん た ー

では、悪質
あくしつ

商法
しょうほう

や詐欺
さ ぎ

行為
こ う い

の被害
ひ が い

に遭った
あ   

市民
し み ん

を救済
きゅうさい

するため

に相談
そうだん

・斡旋
あっせん

を行う
おこな 

とともに、被害
ひ が い

を未然
み ぜ ん

に防ぐ
ふせ  

ために相談員
そうだんいん

が各地域
かくちいき

に出向き
で む   

啓発
けいはつ

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

するほか、広報誌
こうほうし

に連続
れんぞく

コラム
こ ら む

を掲載
けいさい

しています。今後
こ ん ご

とも消費
しょうひ

生活
せいかつ

センター
せ ん た ー

の周知
しゅうち

に努める
つと    

必要
ひつよう

があります。 

大東市
だいとうし

の防犯
ぼうはん

活動
かつどう

は、各自治会
か く じ ち か い

の防犯
ぼうはん

委員
い い ん

の活動
かつどう

によるところが大
おお

きく、防犯
ぼうはん

委員会
いいんかい

に補助
ほ じ ょ

金
きん

を交付
こ う ふ

し、支援
し え ん

しています。 

防災
ぼうさい

対策
たいさく

としては、毎年
まいねん

１回
  かい

、住民
じゅうみん

参加型
さんかがた

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を実施
じ っ し

していますが、障害
しょうがい



24 

 

のある人
ひと

と自治会
じ ち か い

・自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

との関わり
かか    

が少ない
すく    

ため、障害
しょうがい

のある人
ひと

の避難
ひ な ん

訓練
くんれん

への参加
さ ん か

が少ない
すく    

状 況
じょうきょう

にあります。災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

を受けて
う   

、一定
いってい

条件
じょうけん

の

該当者
がいとうしゃ

を対象
たいしょう

に、該当者
がいとうしゃ

の同意
ど う い

があれば自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

に対して
たい    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

が可能
か の う

と

なる要支援者
ようしえんしゃ

リスト
り す と

を作成
さくせい

する必要
ひつよう

があります。 

消防
しょうぼう

訓練
くんれん

や救命
きゅうめい

講習
こうしゅう

を依頼
い ら い

により行って
おこな   

いますが、障害
しょうがい

のある人
ひと

への対策
たいさく

を

主眼
しゅがん

とした訓練
くんれん

等
とう

も、今後
こ ん ご

充実
じゅうじつ

していく必要
ひつよう

があります。 
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  基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 

すべての市民
し み ん

は、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、等しく
ひと    

基本的
きほんてき

人権
じんけん

を有する
ゆう    

かけがえの

ない存在
そんざい

です。 

しかしながら、障害
しょうがい

のある人
ひと

にとっては、その障害
しょうがい

により、また障害
しょうがい

があること

による事物
じ ぶ つ

・制度
せ い ど

・慣行
かんこう

・観念
かんねん

等
とう

の様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により、日常
にちじょう

生活
せいかつ

および社会
しゃかい

生活
せいかつ

において継続的
けいぞくてき

な制限
せいげん

を受ける
う   

状態
じょうたい

にあります。 

すべての市民
し み ん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分け隔てられる
わ   へ だ      

ことなく、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を

実現
じつげん

していくためには、一人
ひ と り

ひとりが障害
しょうがい

についての理解
り か い

を深める
ふか    

ことにより、互いに
たが    

人格
じんかく

を尊重
そんちょう

し合う
 あ  

ことが大切
たいせつ

です。 

そのうえで、一人
ひ と り

ひとりが障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不合理
ふ ご う り

な差別
さ べ つ

について気付き
き づ  

、障害
しょうがい

の

特性
とくせい

に応じて
おう    

適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行う
おこな 

という合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

のもとに差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

していく必要
ひつよう

があります。 

本市
ほ ん し

では、これまでノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

社会
しゃかい

の実現
じつげん

、地域
ち い き

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

社会
しゃかい

の実現
じつげん

、ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

のまちづくりを基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

に取
と

り組
く

ん

できました。これらの基本
き ほ ん

理念
り ね ん

は引
ひ

き続
つづ

き計画
けいかく

の根底
こんてい

にあるものと考えます
かんが     

。 

そして、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、共
とも

に支えあい
さ さ     

、共
とも

に生きる
いき    

社会
しゃかい

こそが、私達
わたしたち

が

めざす理想的
りそうてき

な社会
しゃかい

であるとの認識
にんしき

を共
きょう

有
ゆう

し、その実現
じつげん

に向けて
む   

不断
ふ だ ん

に努力
どりょく

していく

ことが今後
こ ん ご

も求められます
も と       

。 

 

1 
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このような考
かんが

え方
かた

を踏まえ
ふ   

、本計画
ほんけいかく

のめざすべき社会像
しゃかいぞう

を「障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわら

ず一人
ひ と り

ひとりの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、すべての人
ひと

が共
とも

に支えあい
ささ      

共
とも

に生きる
い   

社会
しゃかい

」と

します。 

 

 

＜計画
けいかく

のめざす姿
すがた

＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本
き ほ ん

視点
し て ん

 

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を実現
じつげん

するために、「障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

できるまちづくり」に
  

引
ひ

き続
つづ

き

取り組んで
と  く   

いきます。障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、すべての市民
し み ん

が一人
ひ と り

の人間
にんげん

として、

尊重
そんちょう

され、共
とも

に暮
く

らし、共
とも

に生
い

きることのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

となるよう、本計画
ほんけいかく

を遂行
すいこう

す

る際
さい

にすべての施策
せ さ く

を貫く
つらぬ 

視点
し て ん

として、次
つぎ

のように考えます
かんが     

。 

 

（１）障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

と主体性
しゅたいせい

の尊重
そんちょう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

も、障害
しょうがい

のない人
ひと

と等しく
ひと    

基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

され、また自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

について、自ら
みずか 

の意思
い し

で選択
せんたく

し、決定
けってい

する主体
しゅたい

として尊重
そんちょう

されるようにします。 

 

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず一人
ひ と り

ひとりの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、 

すべての人
ひと

が共
とも

に支えあい
さ さ     

共
とも

に生きる
い   

社会
しゃかい

 

2 
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（２）障害
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

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

として、差別
さ べ つ

や権利
け ん り

侵害
しんがい

を被
こうむ

ることが

あってはなりません。障害
しょうがい

のある人
ひと

が、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

において必要
ひつよう

とする様々
さまざま

な

ことがらを進めて
すす    

いく上
うえ

での社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

については、必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

により

除去
じょきょ

されなければなりません。 

 

（３）障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

としての尊重
そんちょう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、生活
せいかつ

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

での支援
し え ん

を受けながら
う    

、どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

する

のかについて選択
せんたく

する機会
き か い

が確保
か く ほ

されるとともに、地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して

暮らして
 く      

いけるようにします。 

 

（４）多様
た よ う

な主体
しゅたい

の協働
きょうどう

による推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

への支援
し え ん

は、社会的
しゃかいてき

、経済的
けいざいてき

、文化的
ぶんかてき

な様々
さまざま

な方面
ほうめん

にわたるもので

あり、また一つ
ひ と つ

ひとつの支援
し え ん

が複合的
ふくごうてき

な主体
しゅたい

によって取り組まれる
と く   

ことも多く
おお  

なって

います。今後
こ ん ご

ますます障害
しょうがい

のある人
ひと

のニーズ
に ー ず

や支援
し え ん

が多様化
た よ う か

、複雑化
ふくざつか

していく中
なか

で、

市
し

、市民
し み ん

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

、ＮＰＯ
えぬぴーおー

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、企業
きぎょう

、学校
がっこう

・園
えん

等
とう

多様
た よ う

な主体
しゅたい

の協働
きょうどう

に

よって取り組んで
と  く   

いきます。 
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  基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

 

Ⅰ 人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し権利
け ん り

を擁護
よ う ご

する 

 

すべての人々が互いの人権を尊重し、権利を擁護する意識を持ち、擁護の体制を

整えていくことをめざします。特に障害のある人に対する虐待については、絶対に

あってはならないこととの認識を強く持ち、誰もが虐待の早期発見をすることが大

切です。障害のある人への差別のない社会づくりをめざします。 

 

 

 

Ⅱ 障害
しょうがい

のある子
こ

どもの生
い

きる力
ちから

を育む
はぐく 

 

 

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

から早期
そ う き

療育
りょういく

につなげ、また必要とする教育を十分に受けるこ

とにより、障害のある子どもの個性と有する能力を最大限に伸ばし、将来において

自分らしく生きる力を養えるよう支援の充実をめざします。 

 

Ⅲ 地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

る 

 

障害のある人が、地域で自立し社会参加していくために必要とする、相談支援、

住まい、就労、余暇、介護、保健・医療等、様々な面にわたる支援の基盤を整え、

一人ひとりの障害の特性や状況に応じてサービスが提供できることをめざします。 

 

 

 

Ⅳ 地域
ち い き

で心
こころ

豊
ゆた

かに活動
かつどう

する 

 

障害のある人が就労を通じた社会参加を実現できるよう、関係機関や事業所等と

の連携により、雇用に向けた企業への働きかけや一般就労への取り組み等、就労支

援を強化します。安心できる居場所をもち、楽しく余暇を過ごすことができること

をめざします。 

 

 

 

3 

すべての人々
ひとびと

が互
たが

いの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、権利
け ん り

を擁護
よ う ご

する意識
い し き

を持
も

ち、擁護
よ う ご

の体制
たいせい

を整えて
ととの   

いくことをめざします。特
とく

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

については、絶
ぜっ

対
たい

にあってはならないこととの認識
にんしき

を強
つよ

く持
も

ち、誰
だれ

もが虐待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

をするこ

とが大切
たいせつ

です。障害
しょうがい

のある人
ひと

への差別
さ べ つ

のない社会
しゃかい

づくりをめざします。 

 

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

から早期
そ う き

療育
りょういく

につなげ、また必要
ひつよう

とする教育
きょういく

を十分
じゅうぶん

に受
う

け

ることにより、障害
しょうがい

のある子
こ

どもの個性
こ せ い

と有
ゆう

する能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

に伸
の

ばし、将来
しょうらい

において自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きる力
ちから

を養
やしな

えるよう支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

をめざします。 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、地域
ち い き

で自立
じ り つ

し社会
しゃかい

参加
さ ん か

していくために必要
ひつよう

とする、相談
そうだん

支援
し え ん

、

住まい
す   

、就労
しゅうろう

、余暇
よ か

、介護
か い ご

、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

等
とう

、様々
さまざま

な面
めん

にわたる支援
し え ん

の基
き

盤
ばん

を整
ととの

え、

一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

の特性
とくせい

や状 況
じょうきょう

に応
おう

じてサービス
さ ー び す

が提供
ていきょう

できることをめざし

ます。 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が就労
しゅうろう

を通
つう

じた社会
しゃかい

参加
さ ん か

を実現
じつげん

できるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

や事業所
じぎょうしょ

等
とう

との連携
れんけい

により、雇用
こ よ う

に向けた
む   

企業
きぎょう

への働
はたら

きかけや一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への取
と

り組
く

み

等
とう

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

を強化
きょうか

します。安心
あんしん

できる居場所
い ば し ょ

をもち、楽
たの

しく余暇
よ か

を過
す

ごすこ

とができることをめざします。 
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Ⅴ 地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らす 

 

障害のある人が地域の人々のつながりを深めることにより、地域社会の一員とし

て安心して暮らすことができます。また誰もが快適に移動し、生活できるよう施

設
せつ

・交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

や、意思
い し

疎通面
そつうめん

等
とう

でのバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

をめざします。また消費者
しょうひしゃ

として犯罪
はんざい

から守られる
まも      

こと、災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

や安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

等
とう

、地域ぐるみ
ち い き     

の防災
ぼうさい

対策
たいさく

や支援
し え ん

体制づくり
たいせい      

を推進
すいしん

します。 

 

 

 重点
じゅうてん

課題
か だ い

 

 

（１）差別
さ べ つ

解消
かいしょう

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

 

障害があるという理由で差別を受けることがないよう、市民および民間事業者に

啓発を行うとともに、市においては必要な合理的配慮についての対応について要領

の策定、相談窓口、職員研修を行うことが必要です。 

また、判断能力が十分でない障害のある人に対しては、金銭管理や財産管理等に

ついての支援の充実が必要です。 

 

 

 

 

 

（2）地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

の推進
すいしん

 

 

入院・入所している障害のある人が地域で生活ができるよう、大阪府や医療機関、

施設等との連携により、支援の充実が必要です。 

 

 

 

  

4 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

の人々
ひとびと

のつながりを深める
ふか    

ことにより、地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して暮
く

らすことができます。また誰
だれ

もが快適
かいてき

に移動
い ど う

し、生活
せいかつ

できるよ

う施設
し せ つ

・交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

や、意思
い し

疎通面
そつうめん

等
とう

でのバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

をめざします。ま

た消費者
しょうひしゃ

として犯罪
はんざい

から守
まも

られること、災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

や安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

等
とう

、地域
ち い き

ぐるみ

の防災
ぼうさい

対策
たいさく

や支援
し え ん

体制
たいせい

づくりを推進
すいしん

します。 

 

入院
にゅういん

・入所
にゅうしょ

している障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

ができるよう、大阪府
おおさかふ

や医療
いりょう

機関
き か ん

、施設
し せ つ

等
とう

との連携
れんけい

により、支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

障害
しょうがい

があるという理由
り ゆ う

で差別
さ べ つ

を受
う

けることがないよう、市民
し み ん

および民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

に啓発
けいはつ

を行
おこな

うとともに、市
し

においては必要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

についての対応
たいおう

に

ついて要領
ようりょう

の策定
さくてい

、相談
そうだん

窓口
まどぐち

、職員
しょくいん

研修
けんしゅう

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

また、判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

しては、金銭
きんせん

管理
か ん り

や財産
ざいさん

管理
か ん り

等
とう

についての支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 
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（3）地域
ち い き

で暮
く

らすための住まい
す   

の確保
か く ほ

 

 

地域生活へ移行する人や住み慣れた地域で暮らしていけるよう、住まいの場の確保が必要

であり、グループホームや一般住宅への居住についての支援の充実が必要です。 

 

 

 

 

（4）雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

の強化
きょうか

 

 

障害のある人が自立して心豊かに生活を送ることができるよう、企業での雇用や

就労の支援の強化が必要です。 

 

 

 

（5）重
じゅう

度
ど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 

医療的ケアが必要な重症心身障害のある人等重度の障害のある人への必要なサ

ービスの充実が必要です。 

 

 

 

（6）施策
せ さ く

の谷間
た に ま

にあった障害
しょうがい

のある人
ひと

への支援
し え ん

の推進
すいしん

 

これまで施策
せ さ く

の谷間
た に ま

にあった、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

および児童
じ ど う

、盲
もう

ろう者
しゃ

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

のある人
ひと

、難病
なんびょう

・慢性
まんせい

疾患
しっかん

患者
かんじゃ

等
とう

に対して
た い し て

、必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

が

必要
ひつよう

です。 

地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

する人
ひと

や住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で暮
く

らしていけるよう、住
す

まいの場
ば

の

確保
か く ほ

が必要
ひつよう

であり、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

への居住
きょじゅう

についての支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が自立
じ り つ

して心
こころ

豊
ゆた

かに生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、企業
きぎょう

での

雇用
こ よ う

や就労
しゅうろう

の支援
し え ん

の強化
きょうか

が必要
ひつよう

です。 

 

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

への必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

これまで施策
せ さ く

の谷間
た に ま

にあった、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

および児童
じ ど う

、盲
もう

ろう者
しゃ

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

のある人
ひと

、難病
なんびょう

・慢性
まんせい

疾患
しっかん

患者
かんじゃ

等
とう

に対
たい

して、必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 
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１  施策
せ さ く

の体系
たいけい

 

本計画
ほんけいかく

がめざすべき将来像
しょうらいぞう

の実現
じつげん

に向けて
む   

、５つの基本
き ほ ん

目標
もくひょう

のもとに、18の施策
せ さ く

の

方向
ほうこう

により、施策
せ さ く

の体系
たいけい

を設定
せってい

します。 

 

 

 

 

  

1 

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず一人
ひ と り

ひとりの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、 

すべての人
ひと

が共
とも

に支
ささ

えあい共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

 
 

(1) 相談
そうだん

支援
し え ん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

(2) 家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

への支援
し え ん

 

(3) 福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

(4) 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

(5) 暮
く

らしの場
ば

の確保
か く ほ

 

 

(1) 人権
じんけん

意識
い し き

・福祉
ふ く し

意識
い し き

の高揚
こうよう

 

(2) 障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

(3) 差別
さ べ つ

解消
かいしょう

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

Ⅱ
に

 障害
しょうがい

のある子
こ

ども 

  の生
い

きる力
ちから

を育
はぐく

む 

(1) 障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

 

(2) 保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

(3) 放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

(4) 生活
せいかつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

Ⅲ
さん

 地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

 

  を送
おく

る 

 

Ⅳ
よん

 地域
ち い き

で 心
こころ

豊
ゆた

かに

活動
かつどう

する 

(1) 雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

の強化
きょうか

 

(2) 居場所
い ば し ょ

・生
い

きがいづくりの促進
そくしん

 

 

Ⅴ
ご

 地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

ら 

  す 

   

(1) 地域
ち い き

のふれあい、支
ささ

えあい活動
かつどう

の促進
そくしん

 

(2) だれもが快適
かいてき

で生活
せいかつ

しやすい

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

な環境
かんきょう

づくり 

(3) 防犯
ぼうはん

の地域
ち い き

づくり 

(4) 災害
さいがい

時
じ

も安心
あんしん

できる地域
ち い き

づくり 

 

Ⅰ
いち

 人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し 

  権利
け ん り

を擁護
よ う ご

する 

【基本
き ほ ん

目標
もくひょう

】                  【施策
せ さ く

の方向
ほうこう

】 

めざすべき 

将
しょう

  来
らい

  像
ぞう
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２  施策
せ さ く

の展開
てんかい

 

基本目標Ⅰ 人権を尊重し権利を擁護する 

 

施策の方向１ 人権意識・福祉意識の高揚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

の

推進
すいしん

 

人権
じんけん

意識
い し き

や福祉
ふ く し

意識
い し き

を高
たか

めるため、本計画
ほんけいかく

の

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

について、広報
こうほう

をはじめ様々
さまざま

な媒体
ばいたい

や

機会
き か い

を通
つう

じて市民
し み ん

に周知
しゅうち

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

人権室
じんけんしつ

 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

についての理解
り か い

や認識
にんしき

を

深
ふか

めるための講演会
こうえんかい

や懇談会
こんだんかい

等
とう

の開催
かいさい

を推進
すいしん

し

ます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

人権室
じんけんしつ

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

に関
かん

する学習
がくしゅう

機会
き か い

の

提供
ていきょう

 

市民
し み ん

を対象
たいしょう

に、障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

について

学習
がくしゅう

する機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 
障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

人権室
じんけんしつ

 

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

への市民
し み ん

の理解
り か い

の促進
そくしん

 

●
まる

障害
しょうがい

のある人
ひと

への市
し

職員
しょくいん

や教 職 員
きょうしょくいん

の理解
り か い

の促進
そくしん

 

●
まる

子
こ

どもの頃
ころ

からの障害
しょうがい

のある人
ひと

との交流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

への理解
り か い

を深
ふか

め、人権
じんけん

を尊重
そんちょう

する意識
い し き

と福祉
ふ く し

の意識
い し き

を育
はぐく

むため

の啓発
けいはつ

や学習
がくしゅう

、研修
けんしゅう

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

子
こ

どもの頃
ころ

から障害
しょうがい

のある人
ひと

・子
こ

どもと接
せっ

することにより、障害
しょうがい

への理解
り か い

を深
ふか

め、共生
きょうせい

意識
い し き

を育
はぐく

む取
と

り組
み

みを充実
じゅうじつ

します。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

2 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 Ⅰ 人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し権利
け ん り

を擁護
よ う ご

する 

 

Ⅰ
いち

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

１ 人権
じんけん

意識
い し き

・福祉
ふ く し

意識
い し き

の高揚
こうよう
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

 市
し

と大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

が連携
れんけい

し、

障害
しょうがい

のある人
ひと

に関
かん

する啓発
けいはつ

事業
じぎょう

や広報
こうほう

活動
かつどう

を

推進
すいしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 大東市
だいとうし

人権
じんけん

教育
きょういく

研究
けんきゅう

推進校
すいしんこう

の取
と

り組
く

み内容
ないよう

に

ついて、保護者
ほ ご し ゃ

や市民
し み ん

対象
たいしょう

に、広
ひろ

く学校
がっこう

だより

やホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

により啓発
けいはつ

・広報
こうほう

を図
はか

ります。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

人権
じんけん

研修
けんしゅう

の推進
すいしん

 市
し

職員
しょくいん

に対
たい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

への理解
り か い

を含
ふく

め

た人権
じんけん

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
人事課
じ ん じ か

 

 学校
がっこう

管理
か ん り

職
しょく

に対
たい

する支援
し え ん

教育
きょういく

の研修会
けんしゅうかい

を実施
じ っ し

するとともに、研修
けんしゅう

内容
ないよう

を全教職員
ぜんきょうしょくいん

に広
ひろ

め、

共有
きょうゆう

できるよう努
つと

めます。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 市民
し み ん

と接
せっ

する機会
き か い

の多
おお

い業務
ぎょうむ

について、市
し

と

業務
ぎょうむ

委託
い た く

契約
けいやく

締結事
ていけつじ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、人権
じんけん

研修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

するなど人権
じんけん

啓発
けいはつ

の推進
すいしん

に努
つと

めるよう人権
じんけん

啓発
けいはつ

研修
けんしゅう

条項
じょうこう

を入
い

れます。 

契約課
けいやくか

 

人権室
じんけんしつ

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 大東市
だいとうし

ケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ ー

研究会
けんきゅうかい

において、人権
じんけん

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

するとともに、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

に対
たい

する人権
じんけん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

を

促進
そくしん

します。 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

 

② 障害
しょうがい

のある人
ひと

への理解
り か い

と交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

や

障害
しょうがい

についての

理解
り か い

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

と障害
しょうがい

のない児童
じ ど う

との相互
そ う ご

理解
り か い

と交流
こうりゅう

を深
ふか

めるための活動
かつどう

を一層
いっそう

推進
すいしん

し

ます。 

子
こ

ども室
しつ

 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

等
とう

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

す

る理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めるための体験
たいけん

学習
がくしゅう

や、

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

との交流
こうりゅう

によるボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体験
たいけん

学習
がくしゅう

などを進
すす

めます。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 地域
ち い き

で障害
しょうがい

のある人
ひと

を支援
し え ん

するなどの地域
ち い き

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するため、民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

、校区
こ う く

福祉
ふ く し

委員
い い ん

等
とう

地域
ち い き

の福祉
ふ く し

活動
かつどう

の担
にな

い手
て

に対
たい

して、

障害
しょうがい

についての理解
り か い

や障害
しょうがい

のある人
ひと

を支援
し え ん

す

るために必要
ひつよう

な基本的
きほんてき

知識
ち し き

の普及
ふきゅう

を図
はか

ります。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか
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施策の方向２ 障害者虐待の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●家族
か ぞ く

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

、就労先
しゅうろうさき

等
とう

からの虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

 

●虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

のためのネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

 

●虐待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と被害
ひ が い

を受
う

けた障害
しょうがい

のある人
ひと

の支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 

 

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の施行
せ こ う

を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

のある人
ひと

への虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

の一層
いっそう

の

推進
すいしん

を図
はか

ります。虐待
ぎゃくたい

が身近
み じ か

な関係者
かんけいしゃ

により行
おこな

われることが多
おお

いことから、家族
か ぞ く

を含
ふく

む市民
し み ん

および社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

への啓発
けいはつ

を進
すす

めるとともに、早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

め、

虐待
ぎゃくたい

を受
う

けた被害者
ひがいしゃ

への適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

２ 障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し
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①虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

≪重点
じゅうてん

≫ 

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関する
か ん す る

意識
い し き

啓発
けいはつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

するため、

市民
し み ん

や社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めるための啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

大東市
だいとうし

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
せ ん た ー

による支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の施行
せ こ う

に伴
ともな

い設置
せ っ ち

した

大東市
だいとうし

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
せ ん た ー

において、

障害
しょうがい

のある人
ひと

への虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

とともに、虐待
ぎゃくたい

を受
う

けた障害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

への支援
し え ん

を行
おこな

いま

す。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係者
かんけいしゃ

会議
か い ぎ

の推進
すいしん

 ≪新規
し ん き

≫ 

大東市
だいとうし

における障害
しょうがい

のある人
ひと

への虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

のため、関係
かんけい

機関
き か ん

が有機的
ゆうきてき

な連携
れんけい

を図
はか

り、虐待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

および早期
そ う き

発見
はっけん

と、虐待
ぎゃくたい

を受
う

けた障害
しょうがい

のある人
ひと

および養護者
ようごしゃ

への支援
し え ん

を行
おこな

う虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

運営
うんえい

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

への虐待
ぎゃくたい

については大東市
だいとうし

児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

、障害
しょうがい

のある高齢者
こうれいしゃ

へ

の虐待
ぎゃくたい

については大東市
だいとうし

高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
し た い

対策
たいさく

委員会
いいんかい

との連携
れんけい

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

子
こ

ども室
しつ

 

≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

虐待
ぎゃくたい

等
とう

人権
じんけん

侵害
しんがい

へ

の対応
たいおう

 

養護者
ようごしゃ

、企業
きぎょう

、施設
し せ つ

職員
しょくいん

等
とう

に対
たい

し、障害
しょうがい

のある

人
ひと

への様々
さまざま

な生活
せいかつ

場面
ば め ん

での虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

する等
とう

、

人権
じんけん

を守
まも

るため働
はたら

きかけるとともに、相談
そうだん

や

通報
つうほう

に対
たい

して大東市
だいとうし

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
せ ん た

ー
ー

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

をとり適切
てきせつ

な対応
たいおう

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か
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施策の方向３ 差別解消・権利擁護体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

について

の啓発
けいはつ

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

け、

当事者
とうじしゃ

・家族
か ぞ く

、市民
し み ん

および事
じ

業者
ぎょうしゃ

を対象
たいしょう

に啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

市
し

の差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の取
と

り組
く

みに関
かん

する対
たい

応
よう

要領
ようりょう

策定
さくてい

と実施
じ っ し

 

市
し

は不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつかい

の禁止
き ん し

および合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を確実
かくじつ

なものとするための対応
たいおう

要領
ようりょう

を策定
さくてい

します。また、職員
しょくいん

を対象
たいしょう

に

研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

等
とう

を実施
じ っ し

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

への差別
さ べ つ

解消
かいしょう

についての啓発
けいはつ

 

●学校
がっこう

、職場
しょくば

、仕事
し ご と

を探
さが

すとき等
とう

での差別
さ べ つ

やいやな思
おも

いの解消
かいしょう

 

●学校
がっこう

での障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

への見守
み ま も

り 

 

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
せ こ う

を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

け、

当事者
とうじしゃ

、家族
か ぞ く

、市民
し み ん

および事業者
じぎょうしゃ

、学校
がっこう

等
とう

へ幅広
はばひろ

く啓発
けいはつ

を進
すす

め、市
し

庁内
ちょうない

において

も不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いがなく、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

ができるよう体制
たいせい

の整備
せ い び

を

図
はか

ります。また市域
し い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

による取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

や財産
ざいさん

管理
か ん り

等
とう

権利
け ん り

の擁護
よ う ご

についての取
と

り組
く

みの

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

３ 差別
さ べ つ

解消
かいしょう

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

への差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を効果的
こうかてき

に推進
すいしん

するため、市域
し い き

における様々
さまざま

な関係
かんけい

機関
き か ん

が、市域
し い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

のための取
と

り組
く

み

を主体的
しゅたいてき

に行
おこな

うネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こうちく

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 

②権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の確立
かくりつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

制度
せ い ど

の

利用
り よ う

促進
そくしん

 

判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

等
とう

が、生活
せいかつ

の自立
じ り つ

の援助
えんじょ

や福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

が図
はか

られ

るよう、日常生活
にちじょうせいかつ

において金銭
きんせん

管理
か ん り

やサービス
さ ー び す

利用
り よ う

支援
し え ん

等
とう

を受
う

けることができる日常
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

について当事者
とうじしゃ

や家族
か ぞ く

に対
たい

する

周知
しゅうち

を図
はか

り、利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

 判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

等
とう

が、生活
せいかつ

の自立
じ り つ

の援助
えんじょ

や福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

が図
はか

られ

るよう、当事者
とうじしゃ

や家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

し成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の

周知
しゅうち

を図
はか

り、利用
り よ う

を促進
そくしん

します。また、法人
ほうじん

後見
こうけん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

するとともに、市民
し み ん

後見人
こうけんにん

について

検討
けんとう

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

制度
せ い ど

の

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

 

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

や成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

につい

て、障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

をはじめ、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、居宅
きょたく

介護
か い ご

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の介護
か い ご

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

を推進
すいしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

≪新規
し ん き

≫ 

選挙
せんきょ

の支援
し え ん

 

障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じ
お う じ

、選挙
せんきょ

等
とう

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

や投票所
とうひょうしょ

における投票
とうひょう

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

、代理
だ い り

投票
とうひょう

の適切
てきせつ

な実施
じ っ し

等
とう

選挙
せんきょ

における配慮
はいりょ

を行
おこな

い

ます。 

選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

事務局
じむきょく
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基本目標Ⅱ 障害のある子どもの生きる力を育む 
 

 

施策の方向１ 障害の早期発見・早期療育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

のための健
けん

診
しん

の勧奨
かんしょう

とフォロ
ふ ぉ ろ ー

－の推進
すいしん

 

●発達
はったつ

相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

 

●重度
じゅうど

障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

め、適切
てきせつ

な早期
そ う き

療育
りょういく

につなぐことができるよう、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

等
とう

の受診
じゅしん

を勧奨
かんしょう

するとともに、専門
せんもん

機関
き か ん

との連携
れんけい

のもとフォロー
ふ ぉ ろ ー

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

においても発達
はったつ

障害
しょうがい

のある子
こ

どもや発達
はったつ

の遅
おく

れのある

子
こ

どもに対
たい

しての相談
そうだん

・支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

します。また、障害
しょうがい

のある子
こ

どもの保護者
ほ ご し ゃ

に

対
たい

して、将来
しょうらい

にわたる不安
ふ あ ん

の緩和
か ん わ

・解消
かいしょう

に向
む

けた情報
じょうほう

提供
ていきょう

を図
はか

ります。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 Ⅰ 障害
しょうがい

のある子
こ

どもの生
い

きる力
ちから

を育
はぐく

む Ⅱ
に

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

１ 障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく
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①障害
しょうがい

の原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よ ぼ う

・早期
そ う き

発見
はっけん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

等
とう

と

フォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

やすこやか健
けん

診
しん

、未熟児
みじゅくじ

健
けん

診
しん

・未熟児
みじゅくじ

交流会
こうりゅうかい

、また、保健師
ほ け ん し

の家庭
か て い

訪問
ほうもん

や保護者
ほ ご し ゃ

から

の相談
そうだん

等
とう

により、速
すみ

やかに療育
りょういく

につなげるよう

支援
し え ん

を行
おこ

い、各関係
かくかんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

のもとに子育
こ そ だ

て支援
し え ん

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

 乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

でフォロー
ふ ぉ ろ ー

が必要
ひつよう

とされた乳幼児
にゅうようじ

に

対
たい

し、親子
お や こ

で一緒
いっしょ

に遊
あそ

びながら育児
い く じ

の方法
ほうほう

を学
まな

び、安心
あんしん

して子
こ

育
そだ

てができるように育成
いくせい

し、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

のもとに支援
し え ん

します。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の健康
けんこう

診断
しんだん

の推進
すいしん

 

小学校
しょうがっこう

入学前
にゅうがくまえ

児童
じ ど う

に、疾病
しっぺい

等
とう

が見
み

つかった

場合
ば あ い

、あらかじめ必要
ひつよう

な治療
ちりょう

を勧め
す す め

、学校
がっこう

での

集団
しゅうだん

生活
せいかつ

に備
そな

えることを目的
もくてき

に健康
けんこう

診断
しんだん

を

実施
じ っ し

します。また、障害
しょうがい

のある子
こ

どもの就学
しゅうがく

に

ついての相談
そうだん

案内
あんない

および療育
りょういく

相談
そうだん

の支援
し え ん

をし

ます。 

学校
がっこう

管理課
か ん り か

 

 小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

における児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の健康
けんこう

保持
ほ じ

と

疾病
しっぺい

等
とう

予防
よ ぼ う

を推進
すいしん

するため、小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

にお

ける健康
けんこう

診断
しんだん

の実施
じ っ し

とフォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

を進
すす

めま

す。また、家庭
か て い

と連携
れんけい

し健康
けんこう

診断
しんだん

結果
け っ か

の活用
かつよう

を進
すす

めます。 

学校
がっこう

管理課
か ん り か
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②療育
りょういく

・訓練
くんれん

等
とう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

相談
そうだん

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 運動
うんどう

発達
はったつ

に遅
おく

れのある子
こ

どもや発達
はったつ

のつまづ

き、言葉
こ と ば

の遅
おく

れなどの発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

とす

る就学前
しゅうがくまえ

の乳幼児
にゅうようじ

に対
あい

して、自由
じ ゆ う

遊
あそ

びや設定
せってい

遊
あそ

び、個別
こ べ つ

指導
し ど う

、機能
き の う

訓練
くんれん

などに子
こ

どもが主体的
しゅたいてき

に

取
と

り組
く

むことにより発達
はったつ

を促
うなが

します。また、

保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する療育
りょういく

指導
し ど う

を行
おこな

います。 

子
こ

ども室
しつ

 

 

 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支
ささ

えるため、

必要
ひつよう

に応
おう

じて相談
そうだん

を受
う

け、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の支給
しきゅう

決定
けってい

を行
おこな

います。 

子
こ

ども室
しつ

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 発達
はったつ

に配慮
はいりょ

を要
よう

する幼児
よ う じ

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

および

保護者
ほ ご し ゃ

や教職員
きょうしょくいん

に対
たい

し、臨床
りんしょう

心理士
し ん り し

等
とう

による

保育
ほ い く

・授業
じゅぎょう

観察
かんさつ

を実施
じ っ し

し、助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

います。 

子
こ

ども室
しつ

 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

≪新規
し ん き

≫ 

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある乳幼児
にゅうようじ

・児童
じ ど う

の早期
そ う き

療育
りょういく

や保護者
ほ ご し ゃ

の将来
しょうらい

の不安
ふ あ ん

を解消
かいしょう

していくために必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を図
はか

ります。 

子
こ

ども室
しつ

 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

等
とう

への

対応
たいおう

 

保育所
ほいくしょ

（園
えん

）に対
たい

して、発達
はったつ

相談員
そうだんいん

が対象
たいしょう

児童
じ ど う

の状 況
じょうきょう

を確認
かくにん

するため保育所
ほいくしょ

を訪問
ほうもん

します。

また、保育所
ほいくしょ

職員
しょくいん

または保護者
ほ ご し ゃ

に児童
じ ど う

の接
せっ

し方
かた

等
とう

の相談
そうだん

に応
おう

じたり、助言
じょげん

を行
おこな

います。 

子
こ

ども室
しつ

 

 保育所
ほいくしょ

（園
えん

）や認定
にんてい

こども園
えん

、幼稚園
ようちえん

において、

発達
はったつ

障害
しょうがい

や発達上
はったつじょう

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

としている子
こ

どもの早期
そ う き

発見
はっけん

が行
おこな

えるよう、保育士
ほ い く し

や幼稚園
ようちえん

教諭
きょうゆ

の研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

子
こ

ども室
しつ

 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 幼稚園
ようちえん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

からの発達
はったつ

相談
そうだん

依頼
い ら い

に対
たい

し、巡回
じゅんかい

により各校
かくこう

園
えん

において、子
こ

ども

（保護者
ほ ご し ゃ

）、学校
がっこう

（園
えん

）、発達
はったつ

相談員
そうだんいん

の三者
さんしゃ

で、

発達
はったつ

検査
け ん さ

を伴
ともな

う相談
そうだん

を実施
じ っ し

します。検査後
け ん さ ご

に

保護者
ほ ご し ゃ

相談
そうだん

、教職員
きょうしょくいん

相談
そうだん

も実施
じ っ し

します。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ
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施策の方向２ 保育・教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①障害
しょうがい

のある就学前
しゅうがくまえ

児童
じ ど う

の保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

、人権
じんけん

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、ともに学び
ま な び

、ともに

育
そだ

つことができるような視点
し て ん

での保育
ほ い く

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

子
こ

ども室
しつ

 

 子
こ

どもが生命
せいめい

の大切
たいせつ

さや多様性
たようせい

を認
みと

め合
あ

えるよ

う、また、子
こ

どもの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、一人
ひ と り

ひとり

の子
こ

どもの特性
とくせい

や発達
はったつ

段階
だんかい

での課題
か だ い

に対応
たいおう

でき

るよう、保育所
ほいくしょ

（園
えん

）、認定
にんてい

こども園
えん

、幼稚園
ようちえん

で

の人権
じんけん

教育
きょういく

の研究
けんきゅう

と実践
じっせん

に努
つと

めます。 

子
こ

ども室
しつ

 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

関係
かんけい

機関
き か ん

・関係課
かんけいか

等
とう

の連携
れんけい

強化
きょうか

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもの成長
せいちょう

に応
おう

じて引継
ひ き つ

ぎがで

きるよう、関係課
かんけいか

および関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を強化
きょうか

します。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

 

●軽
けい

度
ど

障害
しょうがい

および発達
はったつ

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の教育
きょういく

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

●
まる

小学校
しょうがっこう

支援
し え ん

学級
がっきゅう

や支援
し え ん

学校
がっこう

の充実
じゅうじつ

 

●一貫
いっかん

した教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

 

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもが、一人
ひ と り

ひとりの個性
こ せ い

や障害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、適切
てきせつ

な

保育
ほ い く

・教育
きょういく

を受
う

けることができるよう支援
し え ん

します。また、障害
しょうがい

のある子
こ

どもと

障害
しょうがい

のない子
こ

どもが「ともに学
まな

び、ともに育
そだ

つ」ことによって、幼
おさな

いころからお

互
たが

いの人権
じんけん

尊重
そんちょう

の意識
い し き

を育
はぐく

むことができるよう努
つと

めます。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

２ 保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

 保育所
ほいくしょ

（園
えん

）、認定
にんてい

こども園
えん

に入所
にゅうしょ

している

全児童
ぜんじどう

の保育
ほ い く

要録
ようろく

、また対象
たいしょう

となる個別
こ べ つ

指導
し ど う

計画
けいかく

を作成
さくせい

し、小学校
しょうがっこう

での指導
し ど う

が円滑
えんかつ

に行
おこな

え

るよう、各
かく

小学校
しょうがっこう

に送付
そ う ふ

し、連携
れんけい

を深
ふか

めます。 

子
こ

ども室
しつ

 

教職員
きょうしょくいん

研修
けんしゅう

の

充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

の程度
て い ど

や発達
はったつ

の段階
だんかい

に応
おう

じて、一人
ひ と り

ひとり

の可能性
かのうせい

を伸
の

ばせるよう、保育所
ほいくしょ

（園
えん

）や認定
にんてい

こ

ども園
えん

、幼稚園
ようちえん

の教職員
きょうしょくいん

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

に努
つｔ

めま

す。 

子
こ

ども室
しつ

 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 

 

②学校
がっこう

教育
きょういく

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

適正
てきせい

な就学
しゅうがく

指導
し ど う

 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、障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

、発達
はったつ

段階
だんかい

、教育
きょういく

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じた適切
てきせつ

な教育
きょういく

・療育
りょういく

が

受
う

けられるよう、相談
そうだん

体制の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 円滑
えんかつ

な就学
しゅうがく

が図
はか

られるよう、私
し

立
りつ

幼稚園
ようちえん

との

連携
れんけい

を密
みつ

にする中
なか

で就学
しゅうがく

相談
そうだん

を実施
じ っ し

していき

ます。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

、

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもがその持
も

てる可能性
かのうせい

を

最大限
さいだいげん

に伸
の

ばし、将来
しょうらい

自
みずか

らの選択
せんたく

に基
もと

づき

自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、「個別
こ べ つ

の

教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

・指導
し ど う

計画
けいかく

」に基
もと

づき、きめ細
こま

か

な教育
きょういく

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

≪新規
し ん き

≫ 

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

 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を含
ふく

む必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら、

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が「ともに

学
まな

び、ともに育
そだ

つ」ために、学校
がっこう

卒業
そつぎょう

までの個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

の実現
じつげん

に向
む

け、小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

におけ

る通常
つうじょう

学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

など「多様
た よ う

な学
まな

びの場
ば

」における

教育
きょういく

環境
かんきょう

および支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する教職員
きょうしょくいん

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

の程度
て い ど

や発達
はったつ

の段階
だんかい

に応
おう

じて、一人
ひ と り

ひとり

の可能性
かのうせい

を伸
の

ばし、生
い

きる力
ちから

を育
はぐく

めるよう、

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関する
か ん す る

教職員
きょうしょくいん

研修
けんしゅう

の充
じゅう

実
じつ

に

努
つと

めます。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

教育
きょういく

に関
かん

する豊富
ほ う ふ

な経験
けいけん

と高
たか

い専門性
せんもんせい

を若
わか

い

教員
きょういん

に継承
けいしょう

していく校内
こうない

システム
し す て む

の構築
こうちく

を進
すす

めます。 

障害
しょうがい

についての

理解
り か い

・認識
にんしき

の啓発
けいはつ

 

保護者
ほ ご し ゃ

をはじめ地域
ち い き

住民
じゅうみん

に対
たい

して、障害
しょうがい

や心
こころ

の健康
けんこう

などについて理解
り か い

や認識
にんしき

を深
ふか

められるよ

う、学校
がっこう

の保護者会
ほ ご し ゃ か い

活動
かつどう

や講演会
こうえんかい

等
とう

を通
つう

じて

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

自立
じ り つ

に向
む

けての

総合的
そうごうてき

な 教育
きょういく

の

推進
すいしん

 

各学校
かくがっこう

において、将来
しょうらい

の進路
し ん ろ

を展望
てんぼう

した

キャリア
き ゃ り あ

教育
きょういく

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 

③医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とする子
こ

どもへの対応
たいおう

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の活用
かつよう

 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とする子
こ

どもが安心
あんしん

して学校
がっこう

等
とう

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、医療
いりょう

機関
き か ん

との

密接
みっせつ

な連携
れんけい

を図
はか

り、専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の配置
は い ち

や研修
けんしゅう

の

実施
じ っ し

などの取
と

り組
く

みの充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

子
こ

ども室
しつ

 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 

④学校
がっこう

等
とう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

・耐震化
たいしんか

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

学校
がっこう

等
とう

施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の改修
かいしゅう

 

学校
がっこう

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

については一定
いってい

の基準
きじゅん

を

達成
たっせい

しており、今後
こ ん ご

は合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の必要
ひつよう

に応
おう

じ

て、行
おこな

っていきます。 

学校
がっこう

管理課
か ん り か

 

 障害児
しょうがいじ

教育
きょういく

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に即
そく

し、在学児
ざいがくじ

個々
こ こ

の

障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

に合
あ

わせた施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の改修
かいしゅう

を、

必要
ひつよう

に応
おう

じて行
おこな

っていきます。 

学校
がっこう

管理課
か ん り か

 

学校
がっこう

等
など

施設
し せ つ

の

耐震化
たいしんか

の推進
すいしん

 

保育所
ほいくしょ

や認定
にんてい

こども園
えん

、幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

等
とう

におい

て、耐震
たいしん

診断
しんだん

に基
もと

づき、順次
じゅんじ

耐震化
たいしんか

を進
すす

めます。

また、私
し

立
りつ

保育園
ほいくえん

については、耐震化
たいしんか

を支援
し え ん

し

ます。 

子
こ

ども室
しつ

 

学校
がっこう

管理課
か ん り か
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施策の方向３ 放課後活動等の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①遊び場
あ そ び ば

や居場所づくり
い ば し ょ づ く り

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

安全
あんぜん

で安心
あんしん

して遊
あそ

べる場
ば

の提供
ていきょう

 

子
こ

どもが安心
あんしん

して遊
あそ

べるよう、都市
と し

公園
こうえん

の

計画的
けいかくてき

なリニューアル
り に ゅ ー あ る

を進
すす

めます。 

みどり課
か

 

放課後
ほ う か ご

の子
こ

どもの

居場所
い ば し ょ

づくり 

市内
し な い

小学校
しょうがっこう

において、地域
ち い き

の高齢者
こうれいしゃ

・育成者
いくせいしゃ

の

協 力
きょうりょく

を得
え

て、放課後
ほ う か ご

および土
ど

・日曜日
にちようにち

に安全
あんぜん

・

安心
あんしん

な子
こ

どもの居場所
い ば し ょ

や学習
がくしゅう

の場
ば

を確保
か く ほ

しま

す。 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

 昼間
ひ る ま

就労
しゅうろう

等
とう

により、保護者
ほ ご し ゃ

のいない児童
じ ど う

を

対象
たいしょう

に放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

や市内
し な い

の放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

に当該
とうがい

小学校
しょうがっこう

の児童
じ ど う

だけでなく、

支援
し え ん

学校
がっこう

に登校
とうこう

する児童
じ ど う

を受
う

け入
い

れます。 

子
こ

ども室
しつ

 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

 

●障害
しょうがい

のある子
こ

どもの放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

●
まる

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が安心
あんしん

して遊
あそ

べる場
ば

づくり 

●
まる

地域
ち い き

における居場所
い ば し ょ

づくり 

●
まる

スポーツ
す ぽ ー つ

や文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を通
つう

じた豊
ゆた

かな経験
けいけん

 

 

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもが安心
あんしん

して遊
あそ

べる公園
こうえん

づくりや、放課後
ほ う か ご

に多様
た よ う

な過
す

ごし方
かた

が

できる居場所
い ば し ょ

づくり、地域
ち い き

における居場所
い ば し ょ

づくりに努
つと

めます。また地域
ち い き

でスポーツ
す ぽ ー つ

や文化
ぶ ん か

等
とう

の面
めん

で豊
ゆた

かな体験
たいけん

ができるよう支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

します。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

３ 放課後
ほ う か ご

活動
かつどう

等
とう

の充実
じゅうじつ

 



第
だい

３章
しょう

 個別
こ べ つ

施策
せ さ く

の展開
てんかい

 

45 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

地域
ち い き

での居場所
い ば し ょ

の

確保
か く ほ

 

学齢
がくれい

障害児
しょうがいじ

を対象
たいしょう

に療育
りょういく

の観点
かんてん

から個別
こ べ つ

療育
りょういく

や集団
しゅうだん

療育
りょういく

を行
おこな

う放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

を

促進
そくしん

します。 

子
こ

ども室
しつ

 

 学校
がっこう

・地域
ち い き

・家庭
か て い

等
とう

が相互
そ う ご

に連携
れんけい

し、多
おお

くの人々
ひとびと

が子
こ

どもにかかわることで子
こ

どもの健全
けんぜん

育成
いくせい

を

図
はか

る地域
ち い き

教育協
きょういくきょう

議会
ぎ か い

活動
ど う を

を促進
そくしん

します。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 地域
ち い き

住民
じゅうみん

や地域
ち い き

団体
だんたい

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

、ＮＰＯ
えぬぴーおー

、

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

が連携
れんけい

し、誰
だれ

もが気軽
き が る

に集
つど

い、

交流
こうりゅう

できる憩
いこ

いの場
ば

づくりを促進
そくしん

します。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

 

②豊
ゆた

かな体験
たいけん

や交流
こうりゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

地域
ち い き

での子
こ

ども

同士
ど う し

や世代間
せだいかん

交流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもが、地域
ち い き

の中
なか

で交流
こうりゅう

が図
はか

ら

れるよう、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と公立
こうりつ

保育所
ほいくしょ

との交流
こうりゅう

を推進
すいしん

します。 

子
こ

ども室
しつ

 

公民館
こうみんかん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもが、地域
ち い き

の中
なか

で豊
ゆた

かな体験
たいけん

や

交流
こうりゅう

が図
はか

られるよう、公民館
こうみんかん

における体験
たいけん

学習
がくしゅう

や映画
え い が

上映
じょうえい

等
とう

、参加
さ ん か

しやすい事業
じぎょう

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

スポーツ
す ぽ ー つ

の機会
き か い

の

提供
ていきょう

 

スポ
す ぽ

ー
ー

ツ
つ

に親
した

しみながら地域
ち い き

での交流
こうりゅう

を深
ふか

め

られるよう行
おこな

われる地域
ち い き

ファミリースポーツ
ふ ぁ み り ー す ぽ ー つ

大会
たいかい

への障害
しょうがい

のある子
こ

どもや人
ひと

の参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

スポーツ
す ぽ ー つ

振興課
しんこうか

 

 地域
ち い き

での複数
ふくすう

のスポーツ
す ぽ ー つ

を指導
し ど う

しながら、地域
ち い き

の子
こ

育
そだ

てを共
とも

に考
かんが

えたり、交流
こうりゅう

を深
ふか

めるため、

総合型
そうごうがた

スポーツクラブ
す ぽ ー つ く ら ぶ

事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。 

スポーツ
す ぽ ー つ

振興課
しんこうか

 

大東市
だいとうし

こども会
かい

育成
いくせい

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

の

支援
し え ん

 

スポーツ
す ぽ ー つ

や文化
ぶ ん か

活動
かつどう

に障害
しょうがい

のある子
こ

どもの

参加
さ ん か

を促進
そくしん

し、地域
ち い き

での子
こ

ども同士
ど う し

の交流
こうりゅう

を広
ひろ

げられるよう、大東市
だいとうし

こども会
かい

育成
いくせい

連絡協
らくきょうぎ

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

 

  



46 

 

施策の方向４ 生活支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に基
もと

づくサービス
さ ー び す

の

提供
ていきょう

 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもが、必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の提供
ていきょう

を受
う

けら

れるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に基
もと

づくサービス
さ ー び す

の

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ

 

 参入
さんにゅう

があまり進
すす

んでいない短期
た ん き

入所
にゅうしょ

や行動
こうどう

援護
え ん ご

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 ≪重点
じゅうてん

≫医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

の

ホームヘルプサービス
ほ ー む へ る ぷ さ ー び す

を行
おこな

える事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 

  

 

●在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

する上
うえ

での支援
し え ん

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

●
まる

経済的
けいざいてき

支援
し え ん

や経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

 

 

 

 

在宅
ざいたく

での生活
せいかつ

を支援
し え ん

するための居宅
きょたく

介護
か い ご

や短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、通所
つうしょ

支援
し え ん

等
とう

のサービス
さ ー び す

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また子
こ

育
そだ

てについての経済的
けいざいてき

支援
し え ん

や医療費
いりょうひ

等
とう

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

る

制度
せ い ど

の実施
じ っ し

を行
おこな

います。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

４ 生活
せいかつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ
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②各種
かくしゅ

手当
て あ て

の助成
じょせい

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

養育
よういく

・医療費
いりょうひ

の

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 

中学校
ちゅうがっこう

終 了
しゅうりょう

までを対象
たいしょう

とした児童
じ ど う

手当
て あ て

を

保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

して支給
しきゅう

します。 

子
こ

ども室
しつ

 

 ひとり親
おや

家庭
か て い

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

の支給
しきゅう

を行
おこな

います。（支給
しきゅう

要件
ようけん

や

所得
しょとく

制限
せいげん

があります。） 

子
こ

ども室
しつ

 

 日本
に ほ ん

国内
こくない

に住所
じゅうしょ

があって、20歳
さい

未満
み ま ん

で中
ちゅう

程度
て い ど

以上
いじょう

の障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

を養護
よ う ご

している保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に対
たい

し、特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
あ て を

を支給
しきゅう

します。

（支給
しきゅう

要件
ようけん

や所得
しょとく

制限
せいげん

があります。） 

子
こ

ども室
しつ

 

 市内
し な い

に住所
じゅうしょ

を有
ゆう

する１５歳
さい

到達
とうたつ

年度
ね ん ど

末
まつ

までの

子
こ

どもの入院
にゅういん

、通院
つういん

にかかる医療費
いりょうひ

自己
じ こ

負担
ふ た ん

金
きん

の一部
い ち ぶ

を公費
こ う ひ

で助成
じょせい

します。また、１５歳
さい

到達
とうたつ

年度
ね ん ど

末
まつ

までの子
こ

どもにかかる入院
にゅういん

時
じ

食事
しょくじ

療養費
りょうようひ

を助成
じょせい

します。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

 児童
じ ど う

と母
はは

または父
ちち

、両親
りょうしん

のいない児童
じ ど う

と

養育者
よういくしゃ

、両親
りょうしん

のいずれかまたは両親
りょうしん

が重度
じゅうど

障害
しょうがい

のある人
ひと

の世帯
せ た い

について、18歳
さい

に達
たっ

する

日
にち

の属
ぞく

する年度
ね ん ど

末
まつ

までの児童
じ ど う

、父
ちち

、母
はは

、養育者
よういくしゃ

の

入院
にゅういん

・通院
つういん

について、保険
ほ け ん

診療
しんりょう

の自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

の

一部
い ち ぶ

を公費
こ う ひ

で助成
じょせい

します（所得
しょとく

制限
せいげん

がありま

す）。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

 重度
じゅうど

障害
しょうがい

のために、日常
にちじょう

生活
せいかつ

において常時
じょうじ

特別
とくべつ

な介護
か い ご

を要
よう

する在宅
ざいたく

の20歳
さい

未満
み ま ん

の人
ひと

に、

経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するため障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

を

支給
しきゅう

します（支給
しきゅう

要件
ようけん

や所得
しょとく

制限
せいげん

があります）。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

１・２級
きゅう

と療育
りょういく

手帳
てちょう

Ａ
えー

を併
あわ

せ

持
も

つ重度
じゅうど

障害
しょうがい

のある人
ひと

（児
じ

）の介護者
かいごしゃ

に対
たい

し、

経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するため大阪府
おおさかふ

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）介護
か い ご

手当
て あ て

を支給
しきゅう

します（支給
しきゅう

要件
ようけん

があり

ます）。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

保育
ほ い く

・教育費
きょういくひ

の

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 

子
こ

ども発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

や児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

に通所
つうしょ

している場合
ば あ い

に、その弟妹
ていまい

の保育料
ほいくりょう

を

減額
げんがく

します。また、子
こ

ども発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

に

通所
つうしょ

している児童
じ ど う

に、同時
ど う じ

に保育所
ほいくしょ

や認定
にんてい

こど

も園
えん

、幼稚園
ようちえん

に在籍
ざいせき

している兄
あに

姉
あね

がいる場合
ば あ い

に、

子
こ

ども発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

に通所
つうしょ

している児童
じ ど う

の

子
こ

ども室
しつ
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

利用料
りようりょう

を一部
い ち ぶ

減額
げんがく

します。 

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

在籍
ざいせき

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の家庭
か て い

に対
たい

し、

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

就学
しゅうがく

奨励費
しょうれいひ

による教育
きょういく

扶助
ふ じ ょ

を

行
おこな

います。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ
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基本目標Ⅲ 地域で自立した生活を送る 
 

 

施策の方向１ 相談支援・情報提供の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●相談
そうだん

支援
し え ん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

とケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の確立
かくりつ

 

●相談
そうだん

支援員
しえんいん

の充実
じゅうじつ

とネットワーク
ね っ と わ ー く

づくり 

●気軽
き が る

に相談
そうだん

できる場
ば

の充実
じゅうじつ

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の障害
しょうがい

の特性
とくせい

や多様
た よ う

なニーズ
に ー ず

等
とう

に応
おう

じて必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

が適切
てきせつ

に利用
り よ う

できるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

および情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りま

す。計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

はサービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

全員
ぜんいん

を対象
たいしょう

としており、社会
しゃかい

資源
し げ ん

の活用
かつよう

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

に基
もと

づき、一人
ひ と り

ひとりのケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

を充実
じゅうじつ

します。 

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

において、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

によるネットワーク
ね っ と わ ー く

を

構築
こうちく

していきます。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 Ⅰ 地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

る Ⅲ
さん

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

１ 相談
そうだん

支援
し え ん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ
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①情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や各種
かくしゅ

制度
せ い ど

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に

配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

や

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

別
べつ

などわかりやすいサービス
さ ー び す

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

「障害
しょうがい

のある人
ひと

のための暮
く

らしの情報
じょうほう

」を

発行
はっこう

するとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の身近
み じ か

な

相談員
そうだんいん

として、民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

、校区
こ う く

福祉
ふ く し

委員
い い ん

、各障害者
かくしょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

等
とう

に対
たい

する研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

 介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

について、市
し

職員
しょくいん

が行
おこな

う出前
で ま え

講座
こ う ざ

や地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の職員
しょくいん

が地域
ち い き

で

実施
じ っ し

している活動
かつどう

を通
つう

じて、介護
か い ご

保険
ほ け ん

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

や健康
けんこう

・福祉
ふ く し

・医療
いりょう

等
など

の勉強会
べんきょうかい

等
など

を実施
じ っ し

し

ます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

 各団体
かくだんたい

等
とう

からの依頼
い ら い

に基
もと

づき、公民館
こうみんかん

や

集会所
しゅうかいしょ

、老人
ろうじん

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

や施設
し せ つ

等
とう

において

介護
か い ご

予防
よ ぼ う

や生活
せいかつ

習慣病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

、元気
げ ん き

でまっせ

体操
たいそう

、物忘れ
ものわすれ

予防
よ ぼ う

講座
こ う ざ

、健康
けんこう

チェック
ち ぇ っ く

などの出前
で ま え

講座
こ う ざ

を行
おこな

います。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

 

 

②相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の

確保
か く ほ

と支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

の

向上
こうじょう

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

や障害
しょうがい

の程度
て い ど

、家族
か ぞ く

の状 況
じょうきょう

などによ

る様々
さまざま

なニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できるよう、障害
しょうがい

特性
とくせい

の

理解
り か い

や地域
ち い き

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

に必要
ひつよう

な制度
せ い ど

や地域
ち い き

での

支援
し え ん

活動
かつどう

の把握
は あ く

、支援
し え ん

手法
しゅほう

の習得
しゅうとく

等
とう

、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

と支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

を図
はか

り

ます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ

 

ニーズ
に ー ず

の把握
は あ く

とき

め細
こま

やかな相談
そうだん

支援
し え ん

 

保育所
ほいくしょ

、認定
にんてい

こども園
えん

、幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

等
とう

と福祉
ふ く し

・

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

等
とう

との連携
れんけい

によるニーズ
に ー ず

の把握
は あ く

とき

め細
こま

やかな相談
そうだん

支援
し え ん

のあり方
かた

を大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

で検討
けんとう

していきます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

身近
み ぢ か

な地域
ち い き

での

相談
そうだん

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

に即
そく

した課題
か だ い

に対
たい

す

る相談
そうだん

や、当事者
とうじしゃ

相談
そうだん

、サービス
さ ー び す

利用
り よ う

に関
かん

する

相談
そうだん

などに対応
たいおう

するため、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 障害
しょうがい

の特性
とくせい

やニーズ
に ー ず

に応
おう

じた支援
し え ん

を行
おこな

うため

配置
は い ち

されている身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

について、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

や家族
か ぞ く

に対
たい

して周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

は、地域
ち い き

の最
もっと

も身近
み じ か

な相談員
そうだんいん

として周知
しゅうち

を強化
きょうか

します。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

 

地域
ち い き

で暮
く

らす高齢者
こうれいしゃ

を介護
か い ご

・福祉
ふ く し

・健康
けんこう

・医療
いりょう

な

ど様々
さまざま

な面
めん

から総合的
そうごうてき

に支
ささ

えている３カ所
か し ょ

の

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

について、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

に向
む

け、その機能
き の う

の充実
じゅうじつ

に

努
つと

めます。 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

 中
ちゅう

学校区
がっこうく

に配置
は い ち

しているコミュニティソーシ
こ み ゅ に て ぃ そ ー し

ャルワーカー
ゃ る わ ー か ー

について、福祉
ふ く し

の何
なん

でも相談
そうだん

窓口
まどぐち

として対応
たいおう

する機能
き の う

として市民
し み ん

に広
ひろ

く周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との

連携
れんけい

による相談
そうだん

支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の充
じゅう

実
じつ

 

大阪府
おおさかふ

をはじめ、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

様々
さまざま

な専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

との連携
れんけい

を

強化
きょうか

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

の多様
た よ う

な

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

したきめ細か
こ ま か

な支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 

 

③多様
た よ う

な支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

づくり 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の機能
き の 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

をはじめ、地域
ち い き

の 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

システム
し す て む

を構築
こうちく

するための中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を果
は

たす協議
きょうぎ

の場
ば

として、「大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
ご う し

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」のもと、今後
こ ん ご

も制度
せ い ど

等
とう

を超
こ

えた

ネットワーク
ね っ と わ ー く

づくりをするためのシステム
し す て む

につ

いて検討
けんとう

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

ネットワーク
ね っ と わ ー く

等
とう

と

障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

る

ため、市
し

内通所
ないつうしょ

施設
し せ つ

の多
おお

くが加盟
か め い

している組織
そ し き

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

の連携
れんけい

 であり、今後
こ ん ご

も、障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

や

健康
けんこう

の保持
ほ じ

・増進
ぞうしん

などのための行事
ぎょうじ

や活動
かつどう

など

を促進
そくしん

するとともに、協議体
きょうぎたい

として連携
れんけい

を図
はか

り

ます。 

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の

ネットワーク
ね っ と わ ー く

によ

る支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

、コミュニティソーシャル
こ み ゅ に て ぃ そ ー し ゃ る

ワーカー
わ ー か ー

等
とう

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、支援
し え ん

を必要
ひつよう

とす

る障害
しょうがい

のある人
ひと

の把握
は あ く

に努
つと

めるとともに、適切
てきせつ

なサービス
さ ー び す

利用
り よ う

につなげ、自立
じ り つ

の支援
し え ん

を図
はか

りま

す。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

子
こ

ども室
しつ

 

 

④関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

の連携
れんけい

によるケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

重層的
じゅうそうてき

なネットワ
ね っ と わ

ー
ー

ク
く

の形成
けいせい

 

相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の現状
げんじょう

把握
は あ く

や分析
ぶんせき

により、重層的
じゅうそうてき

なネットワーク
ね っ と わ ー く

体制
たいせい

の形成
けいせい

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ
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施策の方向２ 家族介護者への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の健康
けんこう

支援
し え ん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の健康
けんこう

状態
じょうたい

の把握
は あ く

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の家族
か ぞ く

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の

利用
り よ う

相談
そうだん

等
とう

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や市
し

担当課
たんとうか

の窓口
まどぐち

での相談
そうだん

に対応
たいおう

する際
さい

に、家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の健康
けんこう

状態
じょうたい

についても把握
は あ く

するなどの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に

努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ

 

 

  

 

●家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

 

●
まる

家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

同士
ど う し

の情報
じょうほう

交換
こうかん

や交流
こうりゅう

の機会
き か い

づくり 

 

 

 

家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の健康
けんこう

状態
じょうたい

を把握
は あ く

するとともに、家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

同士
ど う し

の悩
なや

み相談
そうだん

や情報
じょうほう

交換
こうかん

等
とう

の交流
こうりゅう

の機会
き か い

づくりを支援
し え ん

し、また心身
しんしん

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

のためのサービス
さ ー び す

利用
り よ う

の確保
か く ほ

・充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

２ 家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

への支援
し え ん
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②家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の交流
こうりゅう

支援
し え ん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

家族
か ぞ く

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

や

情報
じょうほう

交換
こうかん

の機会
き か い

の

提供
ていきょう

 

家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

が悩み
な や み

を相談
そうだん

したり、介護
か い ご

等
とう

につい

ての情報
じょうほう

交換
こうかん

や交流
こうりゅう

を図
はか

れるよう、家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

の機会
き か い

づくりを支援
し え ん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ

 

 高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

等
とう

の当事者
とうじしゃ

組織
そ し き

や家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の会
かい

がまだ立
た

ち上
あ

がっていない場合
ば あ い

、当事者
とうじしゃ

組織
そ し き

あるいは家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の会
かい

づくりを支援
し え ん

しま

す。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ

 

 

③福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

家族
か ぞ く

介護者
かいごしゃ

の心身
しんしん

の負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

や日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

等
とう

サービス
さ ー び す

の確保
か く ほ

・

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か
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施策の方向３ 福祉サービスの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

提供
ていきょう

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

支援
し え ん

 

入所
にゅうしょ

または入院
にゅういん

している障害
しょうがい

のある人
ひと

が、

退所
たいしょ

・退院
たいいん

して地域
ち い き

で安心
あんしん

して快適
かいてき

な生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

をはじめ様々
さまざま

な

生活
せいかつ

支援
し え ん

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の高齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

や親
おや

亡
な

き後
あと

を

見据
み す

え、障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する

機能
き の う

の集約
しゅうやく

を行
おこな

う拠点
きょてん

として、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 

●入所者
にゅうしょしゃ

・入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

の強化
きょうか

 

●難病
なんびょう

患者
かんじゃ

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

●重度
じゅうど

障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

●障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

と高齢者
こうれいしゃ

施策
せ さ く

の連携
れんけい

強化
きょうか

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、施設
し せ つ

・病院
びょういん

を退所
たいしょ

・退院
たいいん

して地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

し、また住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で生活
せいかつ

を続
つづ

けていけるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
など

の

提供
ていきょう

を充実
じゅうじつ

します。 

また、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の制度
せ い ど

の内容
ないよう

について周知
しゅうち

するとともに、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の実情
じつじょう

に応
おう

じたサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

を充実
じゅうじつ

します。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

３ 福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に基
もと

づくサービス
さ ー び す

の

提供
ていきょう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の

提供
ていきょう

を受
う

けられるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に基
もと

づ

くサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 参入
さんにゅう

があまり進
すす

んでいないグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

等
とう

不足
ふ そ く

しているサービス
さ ー び す

について、

「大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」において実態
じったい

と課題
か だ い

の把握
は あ く

に努
つと

めるとともに、課題
か だ い

解決
かいけつ

のた

めの方策
ほうさく

の検討
けんとう

を行
おこな

い、事業所
じぎょうしょ

の参入
さんにゅう

を促進
そくしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 ≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

を促進
そくしん

する

ため、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

および就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

や企業
きぎょう

との連携
れんけい

を図
はか

ります。 

産業
さんぎょう

労働課
ろうどうか

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

による

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は地域
ち い き

生活
せいかつ

への準備
じゅんび

の場
ば

として、地域
ち い き

活動
かつどう

への参加
さ ん か

支援
し え ん

や地域
ち い き

生活
せいかつ

へのステップ
す て っ ぷ

アップ
あ っ ぷ

を進
すす

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

として、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えるサービス
さ ー び す

の供 給
きょうきゅう

拠点
きょてん

となるよう、施設
し せ つ

に対
たい

して働
はたら

きかけます。 

障害福祉課 

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な障害
しょうがい

のある人
ひと

へ

の対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

 

重度
じゅうど

障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して居宅
きょたく

において

支援
し え ん

が受
う

けられるよう、医療
いりょう

機関
き か ん

が実施
じ っ し

する

訪問
ほうもん

看護
か ん ご

の利用
り よ う

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

 ≪重点
じゅうてん

≫ 

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

等
とう

に対
たい

して、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の拡充
かくじゅう

と短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業所
じぎょうしょ

、訪問
ほうもん

系
けい

事業所
じぎょうしょ

の参入
さんにゅう

を促進
そくしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

≪新規
し ん き

≫ 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

が、療養上
りょうようじょう

、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の悩
なや

みや

不安
ふ あ ん

等
とう

を解消
かいしょう

し、地域
ち い き

で自立
じ り つ

し安心
あんしん

して生活
せいかつ

で

きるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

およびホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

サービス
さ ー び す

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

の

生活
せいかつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

等
とう

に

基づく
も と づ く

介護
か い ご

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

高齢
こうれい

の障害
しょうがい

のある人
ひと

が、必要
ひつよう

な介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

を安心
あんしん

して利用
り よ う

できるよう、利用
り よ う

の

実態
じったい

や課題
か だ い

を把握
は あ く

するとともに、介護
か い ご

サービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

介護
か い ご

保険課
ほ け ん か

 

福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

やオストメイト
お す と め い と

使用者
しようしゃ

、脊椎
せきつい

損傷者
そんしょうしゃ

等
とう

に対応
たいおう

した各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

機器
き き

、補
ほ

装具
そ う ぐ

の

給付
きゅうふ

を進
すす

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

人材
じんざい

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

 大阪府
おおさかふ

等
など

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、人材
じんざい

の確保
か く ほ

・定着
ていちゃく

に向
む

け、労働
ろうどう

条件
じょうけん

や労働
ろうどう

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

を大阪府
おおさかふ

を通
つう

じて国
くに

へ働
はたら

きかけていきます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 

②利用者本
りようしゃほん

位
い

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

制度
せ い ど

内容
ないよう

の周知
しゅうち

と

事業者
じぎょうしゃ

・施設
し せ つ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

を利用
り よ う

できるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し情報
じょうほう

提供
ていきょう

を進
すす

めるとともに、

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

等
とう

が身近
み じ か

な地域
ち い き

の公的
こうてき

施設
し せ つ

で確認
かくにん

できるようにします。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の

高齢化
こうれいか

に伴
ともな

う

支援
し え ん

のあり方
かた

の

検討
けんとう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の高齢化
こうれいか

に伴
ともな

う支援
し え ん

について

対応
たいおう

するとともに、そのあり方
かた

について検討
けんとう

し

ます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

介護
か い ご

保険課
ほ け ん か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとり

の実情
じつじょう

に応
おう

じた

支給
しきゅう

決定
けってい

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

に適
てき

したサービス
さ ー び す

の利用
り よ う

促進
そくしん

を

図
はか

るため、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

の適切
てきせつ

な認定
にんてい

や利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの実情
じつじょう

に応
おう

じた支給
しきゅう

決定
けってい

に努
つと

めま

す。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ

 

 障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

等
とう

に不服
ふ ふ く

がある場合
ば あ い

、大阪府
おおさかふ

に対
たい

して提起
て い き

できる審査
し ん さ

請求
せいきゅう

制度
せ い ど

について、

十分
じゅうぶん

な周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の

向上
こうじょう

 

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、事業
じぎょう

に対
たい

する

第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

を促進
そくしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ

 

 サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

の苦情
くじょう

解決
かいけつ

のため、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

への相談
そうだん

などの体制
たいせい

整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

子
こ

ども室
しつ
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施策の方向４ 保健・医療サービスの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

への保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

●
まる

身近
み ぢ か

な医療
いりょう

機関
き か ん

での障害
しょうがい

のある人
ひと

への理解
り か い

の促進
そくしん

 

●
まる

地域
ち い き

での介護
か い ご

予防
よ ぼ う

の取
と

り組
く

みの推進
すいしん

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

のための取
と

り組
く

みを進
すす

めるとともに、身近
み じ か

な

医療
いりょう

機関
き か ん

で適切
てきせつ

に医療
いりょう

を受
う

けることができるように図
はか

ります。また高齢期
こうれいき

における

介護
か い ご

予防
よ ぼ う

のため、地域
ち い き

での取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

４ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ
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①生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

健康診査
けんこうしんさ

や保健
ほ け ん

指導
し ど う

の推進
すいしん

 

学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

の障害
しょうがい

のある人
ひと

の健康
けんこう

管理
か ん り

や

生活
せいかつ

・活動
かつどう

支援
し え ん

を行
おこな

うため、事業所
じぎょうしょ

訪問
ほうもん

による

巡回
じゅんかい

相談
そうだん

を進
すす

めます。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

 学校
がっこう

や事業所
じぎょうしょ

で健
けん

診
しん

を受
う

ける機会
き か い

のない15歳
さい

以上
いじょう

40歳
さい

未満
み ま ん

の市民
し み ん

を対象
たいしょう

に、健康診査
けんこうしんさ

を

実施
じ っ し

し、健
けん

診
しん

結果
け っ か

については、生活
せいかつ

習慣病
しゅうかんびょう

の

予防
よ ぼ う

の観点
かんてん

から手渡
て わ た

しを原則
げんそく

とし、同時
ど う じ

に保健
ほ け ん

指導
し ど う

を行
おこな

います。要医療者
よういりょうしゃ

が増
ふ

えている中
なか

で、

フォロー
ふ ぉ ろ ー

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

 生活
せいかつ

習慣病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

や介護
か い ご

予防
よ ぼ う

のため、40歳
さい

～

74歳
さい

で国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

に加入
かにゅう

している市民
し み ん

を

対象
たいしょう

に、特定
とくてい

健
けん

診
しん

や特定
とくてい

保健
ほ け ん

指導
し ど う

を実施
じ っ し

しま

す。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

地域
ち い き

での健康
けんこう

づく

りの促進
そくしん

 

生活
せいかつ

習慣病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

を意識
い し き

し、若
わか

い頃
ころ

からの正
ただ

しい食生活
しょくせいかつ

や運動
うんどう

習慣
しゅうかん

を身
み

につけるための

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を各地域
かくちいき

で行
おこな

います。ウォーキング
う ぉ ー き ん ぐ

の

きっかけづくりとなるエンジョイウォーク
え ん じ ょ い う ぉ ー く

事業
じぎょう

等
とう、

、健康
けんこう

づくりを図
はか

ることができるよう支援
し え ん

し

ます。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

 

②保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・介護
か い ご

との連携
れんけい

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

障害
しょうがい

・疾患
しっかん

の早期
そ う き

発見
はっけん

からリハビリテーショ
り は び り て ー し ょ

ン
ん

・医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

およびその原因
げんいん

となる疾患
しっかん

の発見
はっけん

から、

早期
そ う き

治療
ちりょう

、リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

、福祉
ふ く し

サービ
さ ー び

ス
す

、介護
か い ご

サービス
さ ー び す

へと適切
てきせつ

に支援
し え ん

するため、

ケース
け ー す

に応
おう

じて関係課
かんけいか

と連携
れんけい

を進
すす

めます。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

子
こ

ども室
しつ

 

≪新規
し ん き

≫ 

医療
いりょう

機関
き か ん

への啓発
けいはつ

の

推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が身近
み じ か

な医療
いりょう

機関
き か ん

で受診
じゅしん

しや

すい体制
たいせい

となるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、医療
いりょう

機関
き か ん

への啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

みます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

への対応
たいおう

 在宅
ざいたく

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

を送
おく

れ

るよう、訪問
ほうもん

指導
し ど う

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るなど、

総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の確保
か く ほ

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

へ

の支援
し え ん

 

成人期
せいじんき

の発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

に、地域
ち い き

生活
せいかつ

および就労
しゅうろう

支援
し え ん

のための標準的
ひょうじゅんてき

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

について、大阪府
おおさかふ

が開発
かいはつ

した「相談
そうだん

支援
し え ん

窓口
まどぐち

のための発達障
はったつしょう

がい支援
し え ん

プログラ
ぷ ろ ぐ ら

ム
む

」を参考
さんこう

にするとともに、「大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」などで検討
けんとう

を進
すす

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

への支援
し え ん

 

大阪府
おおさかふ

の8つの二次
に じ

医療圏域
いりょうけんいき

ごとに構築
こうちく

され

た「高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

地域
ち い き

支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

」

と連携
れんけい

して、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

のある人
ひと

とその

家族
か ぞ く

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 関係課
かんけいか

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

のある人
ひと

の家族
か ぞ く

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

機会
き か い

などの提供
ていきょう

等
とう

、新
あら

たな家族
か ぞ く

介護
か い ご

の会
かい

の組織化
そ し き か

を検討
けんとう

しま

す。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

自殺
じ さ つ

の予防
よ ぼ う

とこころの

健康
けんこう

づくりの推進
すいしん

 

保健所
ほけんしょ

と連携
れんけい

し、こころの健康
けんこう

相談
そうだん

機能
き の う

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

り、自殺
じ さ つ

防止
ぼ う し

や引
ひ

きこもり等
とう

への

対応
たいおう

を図
はか

るとともに、こころの健康
けんこう

づくりを

地域
ち い き

全体
ぜんたい

で取
と

り組
く

めるよう啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

医療費
いりょうひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の等級
とうきゅう

が１・２級
きゅう

の人
ひと

、

判定
はんてい

機関
き か ん

において知的
ち て き

障害
しょうがい

の程度
て い ど

が重度
じゅうど

で

あると判定
はんてい

された人
ひと

または身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
ちょうを

を所持
し ょ じ

し、かつ知的
ち て き

障害
しょうがい

の程度
て い ど

が中度
な か ど

である

人
ひと

について医療費
いりょうひ

自己
じ こ

負担
ふ た ん

金
きん

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

し

ます。（所得
しょとく

制限
せいげん

があります。） 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

 65歳
さい

以上
いじょう

で次
つぎ

の（１）～（５）の条件
じょうけん

を満
み

た

す人
ひと

について医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

金
きん

の一部
い ち ぶ

を

助成
じょせい

します。（所得
しょとく

制限
せいげん

があります。） 

（１） 障害者
しょうがいしゃ

医療
いりょう

の要件
ようけん

に該当
がいとう

する人
ひと

 

（２） ひとり親
おや

家庭
か て い

医療
いりょう

に該当
がいとう

する人
ひと

 

（３） 感染症
かんせんしょう

の予防
よ ぼ う

および感染症
かんせんしょう

の患者
かんじゃ

に

対
たい

する医療
いりょう

に関
かん

する法律
ほうりつ

の適用
てきよう

を受
う

けている

人
ひと

 

（４） 特定
とくてい

疾患
しっかん

を有
ゆう

する人
ひと

のうち、対象
たいしょう

の

疾患
しっかん

を有
ゆう

する人
ひと

 

（５） 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

を受
う

けている人
ひと

 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか
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③地域
ち い き

での連携
れんけい

による介護
か い ご

予防
よ ぼ う

の支援
し え ん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

当事者
とうじしゃ

および家族
か ぞ く

の会
かい

と地域
ち い き

との

交流
こうりゅう

 

当事者
とうじしゃ

および家族
か ぞ く

等
とう

と地域
ち い き

住民
じゅうみん

や地域
ち い き

団体
だんたい

等
とう

との交流
こうりゅう

の中
なか

で、心身
しんしん

の機能
き の う

の維持
い じ

や生活
せいかつ

習慣病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

などを推進
すいしん

します。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

専門家
せんもんか

による連携
れんけい

の推進
すいしん

 

発症
はっしょう

から維持期
い じ き

まで途切
と ぎ

れることなく

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

を継続
けいぞく

するため、理学
り が く

療法士
りょうほうし

等
とう

専門家
せんもんか

や関係
かんけい

機関
き か ん

同士
ど う し

の情報
じょうほう

交換
こうかん

や、

医療
いりょう

・介護
か い ご

・障害
しょうがい

などの制度
せ い ど

改正
かいせい

についての

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

い、専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

に努
つと

め

ます。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

介護
か い ご

予防
よ ぼ う

サポータ
さ ぽ ー た

ー
ー

の養成
ようせい

と活動
かつどう

促進
そくしん

 

内部
な い ぶ

障害
しょうがい

等
とう

、中途
ちゅうと

障害
しょうがい

を予防
よ ぼ う

するとともに、

身体
しんたい

機能
き の う

の維持
い じ

を図
はか

るため、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

とし

て「元気
げ ん き

でまっせ体操
たいそう

」のサポーター
さ ぽ ー た ー

養成
ようせい

講座
こ う ざ

を

開催
かいさい

し、サポーター
さ ぽ ー た ー

の養成
ようせい

を推進
すいしん

します。また、

地域
ち い き

での「元気
げ ん き

でまっせ体操
たいそう

」グループ
ぐ る ー ぷ

の運営
うんえい

サポーター
さ ぽ ー た ー

としての活動
かつどう

を促進
そくしん

します。 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

地域
ち い き

あんしん

システム
し す て む

の活用
かつよう

 

地域
ち い き

の閉
と

じこもり高齢者
こうれいしゃ

などの要援護者
ようえんごしゃ

の

情報
じょうほう

を関係
かんけい

機関
き か ん

が入手
にゅうしゅ

して対応
たいおう

できるよう、

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

において地域
ち い き

あんしん

システム
し す て む

のネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こうちく

・運営
うんえい

し、閉
と

じ

こもり高齢者
こうれいしゃ

等
とう

が地域
ち い き

社会
しゃかい

に参加
さ ん か

し、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

が図
はか

られるよう活用
かつよう

を推進
すいしん

します。 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か
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施策の方向５ 暮らしの場の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

が生涯
しょうがい

を安心
あんしん

して暮
く

らせるグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の増設
ぞうせつ

 

●利用者
りようしゃ

のニーズ
に ー ず

（高齢化
こうれいか

、重度化
じゅうどか

等
とう

）に応
おう

じたグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

●グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

増設
ぞうせつ

・改修
かいしゅう

における資金
し き ん

とマンパワー
ま ん ぱ わ ー

の確保
か く ほ

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

での生活
せいかつ

や地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

のニーズ
に ー ず

の増大
ぞうだい

と、

当事者
とうじしゃ

の高齢化
こうれいか

と保護者
ほ ご し ゃ

のさらなる高齢化
こうれいか

に伴
ともな

う、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

へのニーズ
に ー ず

の高
たか

まりに応
おう

じ、その設置
せ っ ち

等
とう

への支援
し え ん

を進
すす

めます。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

５ 暮
く

らしの場
ば

の確保
か く ほ
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①多様
た よ う

な住居
じゅうきょ

の場
ば

の確保
か く ほ

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

≪重点
じゅうてん

≫ 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の

設置
せ っ ち

促進
そくしん

 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の安定
あんてい

した運営
うんえい

を確保
か く ほ

するた

め、利用者
りようしゃ

の障害
しょうがい

の程度
て い ど

やニーズ
に ー ず

に配慮
はいりょ

し、

大阪府
おおさかふ

と連携
れんけい

して支援
し え ん

を行
おこな

います。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

や医療
いりょう

法人
ほうじん

、NPO
えぬぴーおー

法人
ほうじん

等
とう

に

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の設置
せ っ ち

を働
はたら

きかけ、民間
みんかん

住宅
じゅうたく

の活用
かつよう

や市営
し え い

住宅
じゅうたく

、府営
ふ え い

住宅
じゅうたく

の活用
かつよう

を

促進
そくしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

都市
と し

政策課
せいさくか

 

住宅
じゅうたく

管理課
か ん り か

 

 ≪新規
し ん き

≫ 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

し、また地域
ち い き

生活
せいかつ

へ円滑
えんかつ

に移行
い こ う

して

いくため、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の開設
かいせつ

等
とう

に対
たい

し、

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 ≪新規
し ん き

≫ 

中
ちゅう

・重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の

開設
かいせつ

について支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、事業所
じぎょうしょ

に

働
はたら

きかけを行
おこな

います。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

住宅
じゅうたく

への居住
きょじゅう

支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の住宅
じゅうたく

への居住
きょじゅう

を支援
し え ん

するた

め、居住
きょじゅう

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か
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基本目標Ⅳ 地域で心豊かに活動する 
 

 

 

施策の方向１ 雇用・就労支援の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じた就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

●市内
し な い

企業
きぎょう

への啓発
けいはつ

および雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

●障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

と企業
きぎょう

や学校
がっこう

との連携
れんけい

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するため、ハローワーク
は ろ ー わ ー く

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

による事業
じぎょう

主
ぬし

等
とう

への啓発
けいはつ

を強化
きょうか

するとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

お

よび障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

の受注
じゅちゅう

機会
き か い

の確保
か く ほ

等
とう

のための支援
し え ん

を行
おこな

います。 

市
し

庁内
ちょうない

でも、インターンシップ
い ん た ー ん し っ ぷ

事業
じぎょう

を充実
じゅうじつ

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの受注
じゅちゅう

の機会
き か い

を確保
か く ほ

します。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 Ⅰ 地域
ち い き

で心
こころ

豊か
ゆ た か

に活動
かつどう

する Ⅳ
よん

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

１ 雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

の強化
きょうか
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①雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の促進
そくしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

≪重点
じゅうてん

≫ 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に

関する
か ん す る

理解
り か い

の啓発
けいはつ

強化
きょうか

 

市民
し み ん

や事業
じぎょう

主
ぬし

が障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に関
かん

する理解
り か い

と

認識
にんしき

を深
ふか

めることができるよう、ハローワーク
は ろ ー わ ー く

等
とう

と連携
れんけい

し啓発
けいはつ

を強化
きょうか

します。 

産業
さんぎょう

労働課
ろうどうか

 

≪重点
じゅうてん

≫ 

雇用
こ よ う

に関
かん

する助成
じょせい

制度
せ い ど

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

ハローワーク
は ろ ー わ ー く

等
とう

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に関
かん

する

事業所
じぎょうしょ

への助成
じょせい

制度
せ い ど

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

い、

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を働
はたら

きかけます。 

産業
さんぎょう

労働課
ろうどうか

 

≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

職場
しょくば

定着
ていちゃく

への支援
し え ん

 

企業
きぎょう

等
とう

において就労
しゅうろう

する障害
しょうがい

のある人
ひと

の職場
しょくば

生活
せいかつ

の自立
じ り つ

を図
はか

るため、職場
しょくば

での定着
ていちゃく

を支援
し え ん

し

ます。 

産業
さんぎょう

労働課
ろうどうか

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

ショッ
し ょ っ

プ
ぷ

等
とう

福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の

場
ば

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

による授産
じゅさん

製品
せいひん

の製作
せいさく

・販売
はんばい

の場
ば

として福祉
ふ く し

ショップ
し ょ っ ぷ

を設置
せ っ ち

するとともに、雇用
こ よ う

および福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

就労
しゅうろう

相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

 障害
しょうがい

等
とう

により就労
しゅうろう

できない人
ひと

に対
たい

する雇用
こ よ う

・

就労
しゅうろう

支援
し え ん

を図
はか

るため、市内
し な い

3か所
しょ

に設置
せ っ ち

してい

る地域
ち い き

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

に配置
は い ち

している就労
しゅうろう

支援
し え ん

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

により相談
そうだん

を行
おこな

い、

雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

へつなげていきます。 

産業
さんぎょう

労働課
ろうどうか

 

雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の確保
か く ほ

等
とう

の検討
けんとう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

や就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するため、

雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の場
ば

の確保
か く ほ

や働
はたら

き続
つづ

けるための

支援
し え ん

、職場
しょくば

実習
じっしゅう

等
とう

、大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

において協議
きょうぎ

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

企業
きぎょう

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

の強化
きょうか

 

企業
きぎょう

への障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

についての理解
り か い

を促進
そくしん

す

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

の受注
じゅちゅう

機会
き か い

を

確保
か く ほ

するための支援
し え ん

を行
おこな

います。 

産業
さんぎょう

労働課
ろうどうか

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か
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②職 業
しょくぎょう

教育
きょういく

や職場
しょくば

実習
じっしゅう

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

大阪府
おおさかふ

等
とう

との連携
れんけい

による職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

の機会
き か い

の提供
ていきょう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

を高
たか

めるため、大阪
おおさか

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発校
かいはつこう

における訓練
くんれん

など、

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

行政
ぎょうせい

における

インターンシップ
い ん た ー ん し っ ぷ

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

一般
いっぱん

の企業
きぎょう

・事業所
じぎょうしょ

で働
はたら

きたいと思
おも

っている

障害
しょうがい

のある人
ひと

に、その第一歩
だいいっぽ

として市
し

役所
やくしょ

で

研修生
けんしゅうせい

として働
はたら

く体験
たいけん

の機会
き か い

の提供
ていきょう

に努
つと

めま

す。 

産業
さんぎょう

労働課
ろうどうか

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

人事課
じ ん じ か

 

 

③行政
ぎょうせい

における雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

公的
こうてき

部門
ぶ も ん

の取
と

り組
く

みの推進
すいしん

 

行政
ぎょうせい

のあらゆる分野
ぶ ん や

において施策
せ さ く

の創意
そ う い

工夫
く ふ う

や改善
かいぜん

を通
つう

して、障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の

機会
き か い

を創出
そうしゅつ

する取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

産業
さんぎょう

労働課
ろうどうか

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 ≪重点
じゅうてん

・新規
し ん き

≫ 

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

で就労
しゅうろう

する障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

の自立
じ り つ

の促進
そくしん

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
など

の供 給
きょうきゅう

する物品
ぶっぴん

や役務
え き む

に対
たい

する発注
はっちゅう

を推進
すいしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 市
し

役所
やくしょ

における障害
しょうがい

のある人
ひと

の法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の

達成
たっせい

と維持
い じ

を図
はか

ります。 

人事課
じ ん じ か

 

指定
し て い

管理者
かんりしゃ

制度
せ い ど

等
とう

の活用
かつよう

 

障害者
しょうがいしゃ

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

を達成
たっせい

している企業
きぎょう

を指定
し て い

管理者
かんりしゃ

の応募
お う ぼ

要件
ようけん

とする等
とう

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

企画
き か く

経営課
けいえいか
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施策の方向２ 居場所・生きがいづくりの促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域
ち い き

での連携
れんけい

による仲間
な か ま

づくり支援
し え ん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

事業所
じぎょうしょ

における

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

でいきいきとした日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

における活動
かつどう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

を知
し

ってもらうため、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

を今後
こ ん ご

も支援
し え ん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

障害者
しょうがいしゃ

相互
そ う ご

の支援
し え ん

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

言語
げ ん ご

障害
しょうがい

のある人
ひと

への支援
し え ん

を図
はか

り、

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

方法
ほうほう

や自主
じ し ゅ

訓練
くんれん

指導
し ど う

、嚥下
え ん げ

困難者
こんなんしゃ

の嚥下
え ん げ

機能
き の う

評価
ひょうか

および生活
せいかつ

方法
ほうほう

への指導
し ど う

を行
おこな

う言語
げ ん ご

障害者
しょうがいしゃ

自主
じ し ゅ

グループ
ぐ る ー ぷ

の活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

団体間
だんたいかん

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

が実施
じ っ し

する野外
や が い

活動
かつどう

等
とう

の行事
ぎょうじ

に障害
しょうがい

のある人
ひと

の移動
い ど う

手段
しゅだん

として、

マイクロバス
ま い く ろ ば す

等
とう

を貸
か

し出
だ

すことにより障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

が気軽
き が る

に集
つど

える居場所
い ば し ょ

づくり 

●
まる

障害
しょうがい

のある人
ひと

の余暇
よ か

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず共
とも

に仲間
な か ま

づくりを進
すす

めることを支援
し え ん

するとともに、より豊
ゆた

かな生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を充実
じゅうじつ

さ

せ、スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

や芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を促進
そくしん

します。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

２ 居場所
い ば し ょ

・生
い

きがいづくりの促進
そくしん
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取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

地域
ち い き

での 交流
こうりゅう

の

促進
そくしん

 

地域
ち い き

で障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ誰
だれ

もが気軽
き が る

に集
つど

うことができる場
ば

づくりを促進
そくしん

します。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

 

②スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の

振興
しんこう

 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

の振興
しんこう

・充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

のすそ野
の

の拡大
かくだい

や選手
せんしゅ

の

競技力
きょうぎりょく

向上
こうじょう

に向
む

けた各種
かくしゅ

の障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

振興
しんこう

に関
かん

する取
と

り組
く

みを一層
いっそう

、促進
そくしん

します。 

スポーツ
す ぽ ー つ

振興課
しんこうか

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

スポーツ
す ぽ ー つ

やレクリ
れ く り

エーション
え ー し ょ ん

活動
かつどう

に

参加
さ ん か

できる機会
き か い

づ

くり 

スポーツ
す ぽ ー つ

やレクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

を通
つう

じて

障害
しょうがい

のある人
ひと

の体力
たいりょく

向上
こうじょう

を図
はか

り、近隣市
きんりんし

の

障害
しょうがい

のある人
ひと

の親睦
しんぼく

と交流
こうりゅう

の輪
わ

を広
ひろ

げます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

のデモンストレーション
で も ん す と れ ー し ょ ん

と

体験
たいけん

、ニュースポーツ
に ゅ ー す ぽ ー つ

の紹介
しょうかい

や体験
たいけん

などの機会
き か い

を提供
ていきょう

するなど、障害
しょうがい

のある人
ひと

、子
こ

ども、

高齢者
こうれいしゃ

が一緒
いっしょ

に参加
さ ん か

して、体力
たいりょく

などに応
おう

じた

範囲
は ん い

で誰
だれ

もが参加
さ ん か

、競技
きょうぎ

できるスポーツ
す ぽ ー つ

の祭典
さいてん

を開催
かいさい

します。 

スポーツ
す ぽ ー つ

振興課
しんこうか

 

 

③芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

各種
かくしゅ

講座
こ う ざ

や観賞
かんしょう

の

機会
き か い

の提供
ていきょう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の趣味
し ゅ み

や創作
そうさく

活動
かつどう

等
とう

を行
おこな

う講座
こ う ざ

等
とう

の機会
き か い

について周知
しゅうち

を図
はか

り、障害
しょうがい

のある人
ひと

の

社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

への参加
さ ん か

や鑑賞
かんしょう

の

機会
き か い

の拡充
かくじゅう

を図
はか

ります。 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

地域
ち い き

で の 活動
かつどう

の

促進
そくしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ、誰
だれ

もが気軽
き が る

に交流
こうりゅう

を

する中
なか

で趣味
し ゅ み

の活動
かつどう

などを続
つづ

けられるよう、

公民館
こうみんかん

や集
しゅう

会所
かいしょ

などを活用
かつよう

した地域
ち い き

での

サークル
さ ー く る

活動
かつどう

を促進
そくしん

します。 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか
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基本目標Ⅴ 地域で安心して暮らす 
 

 

施策の方向１ 地域のふれあい、支えあい活動の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

と地域
ち い き

のつながりの強化
きょうか

 

●障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

と地域
ち い き

の交流
こうりゅう

の機会
き か い

づくり 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

を支援
し え ん

するボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

やＮＰＯ
えぬぴーおー

の充実
じゅうじつ

 

 

 

地域
ち い き

と障害
しょうがい

のある人
ひと

および障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

・事業所
じぎょうしょ

とのふれあいや交流
こうりゅう

の機会
き か い

づ

くりの促進
そくしん

により、障害
しょうがい

のある人
ひと

と地域
ち い き

とのつながりが生
う

まれ、一人
ひ と り

ひとりが安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

づくりを促進
そくしん

します。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 Ⅰ 地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らす Ⅴ
ご

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

１ 地域
ち い き

のふれあい、支
ささ

えあい活動
かつどう

の促進
そくしん
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①ふれあいの機会
き か い

づくり 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

地域
ち い き

でのふれあい

交流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

やその家族
か ぞ く

等
とう

が、身近
み じ か

な地域
ち い き

で

地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

と交流
こうりゅう

ができるよう、子育
こ そ だ

てサロン
さ ろ ん

活動
かつどう

等
とう

校区
こ う く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

の活動
かつどう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 子
こ

どもから高齢者
こうれいしゃ

まで、また、障害
しょうがい

のある人
ひと

な

ど誰
だれ

でも気軽
き が る

に集
つど

い、話
はなし

をしたり遊
あそ

んだり、

悩み
な や み

を相談
そうだん

したりできるような場
ば

づくりを推進
すいしん

します。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 地域
ち い き

の高齢者
こうれいしゃ

と小学校
しょうがっこう

の児童
じ ど う

が、小学校
しょうがっこう

で

交流
こうりゅう

しながら学校
がっこう

給 食
きゅうしょく

を食
た

べ、高齢者
こうれいしゃ

の生
い

き

がいと栄養
えいよう

改善
かいぜん

など、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

を推進
すいしん

しま

す。 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

 支援
し え ん

学校
がっこう

児童
じ ど う

等
とう

および保護者
ほ ご し ゃ

と地域
ち い き

の支援
し え ん

学級
がっきゅう

在籍
ざいせき

児童
じ ど う

等
とう

と保護者
ほ ご し ゃ

の交流
こうりゅう

行事
ぎょうじ

を促進
そくしん

します。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 地域
ち い き

でのふれあいの機会
き か い

の充実
じゅうじつ

と地域
ち い き

住民
じゅうみん

の

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、中
ちゅう

学校区
がっこうく

での拠点
きょてん

整備
せ い び

を進
すす

めます。 

教育
きょういく

政策室
せいさくしつ

 

 ≪新規
し ん き

≫ 

地域
ち い き

と障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

によ

り、地域
ち い き

住民
じゅうみん

と障害
しょうがい

のある人
ひと

のふれあいと

交流
こうりゅう

の機会
き か い

をつくり、障害
しょうがい

のある人
ひと

および

事業所
じぎょうしょ

への理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

小地域
しょうちいき

ネットワー
ね っ と わ ー

ク
く

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

小学
しょうがっ

校区
こ う く

を基盤
き ば ん

に、校区
こ う く

福祉
ふ く し

委員
い い ん

が要援護者
ようえんごしゃ

を

見守
み ま も

り、声
こえ

かけ訪問
ほうもん

などを行
おこな

うとともに、

小地域
しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

活動
かつどう

として地域
ち い き

でのふれあ

いの場
ば

となるサロン
さ ろ ん

の設置
せ っ ち

などを促進
そくしん

します。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

相互
そ う ご

の

交流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

同士
ど う し

が相互
そ う ご

の理解
り か い

を深
ふか

めることが

できるよう、交流
こうりゅう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

と

相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

 

地域
ち い き

で障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

や相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そくしん

するため、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、市民
し み ん

の手話
し ゅ わ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、音訳
おんやく

、

点訳
てんやく

の学習
がくしゅう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか
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②ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

・ＮＰＯ
えぬぴーおー

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

、 NPO
えぬぴーおー

の

育成
いくせい

・支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

やその家庭
か て い

に対
たい

してきめ細か
こ ま か

な

福祉
ふ く し

活動
かつどう

を展開
てんかい

できるよう、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

や

NPO
えぬぴーおー

活動
かつどう

の育成
いくせい

・支援
し え ん

を図
はか

ります。 

自治
じ ち

推進室
すいしんしつ

 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービ
さ ー び

ス
す

と地域
ち い き

での見守
み ま も

り ・ 支援
し え ん

活動
かつどう

の

連携
れんけい

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るこ

とができるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

するとともに、

校区
こ う く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

等
とう

の見守
み ま も

り・支援
し え ん

活動
かつどう

等
とう

を促進
そくしん

し、それぞれが連携
れんけい

・

協 力
きょうりょく

してきめ細
こま

かなサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

に努
つと

めま

す。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか

 

企業
きぎょう

やその職員
しょくいん

等
とう

の社会
しゃかい

貢献
こうけん

活動
かつどう

の

促進
そくしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
た よ う

なニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するため、

大東市
だいとうし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

等
とう

との連携
れんけい

を図
はか

り、企業
きぎょう

や商店
しょうてん

等
とう

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

等
とう

企業
きぎょう

の貢献
こうけん

活動
かつどう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

福祉
ふ く し

政策課
せいさくか
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施策の方向２ だれもが快適で生活しやすいバリアフリーな環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

のための住宅
じゅうたく

や、公共
こうきょう

施設
し せ つ

、道路
ど う ろ

、交通
こうつう

環境
かんきょう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

の外出
がいしゅつ

支援
し え ん

や意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

が的確
てきかく

に行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

を得
え

ることができる支援
し え ん

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、快適
かいてき

に生活
せいかつ

し、施設
し せ つ

を利用
り よ う

し、円滑
えんかつ

に移動
い ど う

できるよう、住
す

ま

いや公共
こうきょう

施設
し せ つ

、道路
ど う ろ

、交通
こうつう

環境
かんきょう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

します。外出
がいしゅつ

に際
さい

して

は、移動
い ど う

支援
し え ん

のための人的
じんてき

サービス
さ ー び す

や移送
い そ う

サービス
さ ー び す

を充実
じゅうじつ

するとともに、様々
さまざま

な

場面
ば め ん

での意思
い し

疎通
そ つ う

のための支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

します。 

行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

については、障害
しょうがい

のある人
ひと

に的確
てきかく

に伝
つた

わるよう、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じ

た方法
ほうほう

による提供
ていきょう

を充実
じゅうじつ

します。 

「大東市
だいとうし

こころふれあう手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

」の理念
り ね ん

に基
もと

づき、手話
し ゅ わ

の理解
り か い

および普及
ふきゅう

ならびに手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

しやすい環境
かんきょう

づくりに努
つと

めます。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

２ だれもが快適
かいてき

で生活
せいかつ

しやすいバリアフリー
ば り あ ふ り ー

な環境
かんきょう

づくり 
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①利用
り よ う

しやすい快適
かいてき

な施設
し せ つ

づくり 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

「大阪府
おおさかふ

福祉
ふ く し

のま

ちづくり条例
じょうれい

」に

基
もと

づく公共
こうきょう

施設
し せ つ

の

整備
せ い び

・改善
かいぜん

 

「大阪府
おおさかふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」やバリア
ば り あ

フリー
ふ り ー

新法
しんほう

に基
もと

づき、新設
しんせつ

施設
し せ つ

の整備
せ い び

や既存
き ぞ ん

施設
し せ つ

の改善
かいぜん

を計画的
けいかくてき

に進
すす

めます。 

関係
かんけい

各課
か く か

 

民間
みんかん

・公益
こうえき

施設
し せ つ

について、「大阪府
おおさかふ

福祉
ふ く し

のまち

づくり条例
じょうれい

」に基
もと

づく改善
かいぜん

を働
はたら

きかけます。 

建築課
けんちくか

 

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

の推進
すいしん

 

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

基本
き ほ ん

構想
こうそう

に基
もと

づき、住
すみの

道
どう

・野崎
の ざ き

・

四条畷駅
しじょうなわてえき

周辺
しゅうへん

地区
ち く

の生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
け い ろ

の整備
せ い び

を

計画的
けいかくてき

に進
すす

めます。 

都市
と し

政策課
せいさくか

 

道路課
ど う ろ か

 

 

②利用
り よ う

しやすい快適
かいてき

な交通
こうつう

環境づくり
かんきょうづくり

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

計画的
けいかくてき

な道路
ど う ろ

の新
しん

設
せつ

・改良
かいりょう

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ、だれもが移動
い ど う

しやすい

よう、段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

等
とう

利用
り よ う

しやすい道路
ど う ろ

の計画的
けいかくてき

な整備
せ い び

を進
すす

めます。 

道路課
ど う ろ か

 

 交通
こうつう

安全
あんぜん

機器
き き

施設
し せ つ

については、警察
けいさつ

と連携
れんけい

して

設置
せ っ ち

について進
すす

めていきます。 

道路課
ど う ろ か

 

移動
い ど う

の利便性
りべんせい

の

確保
か く ほ

 

市内
し な い

全域
ぜんいき

の交通
こうつう

不便
ふ べ ん

・空白
くうはく

地域
ち い き

を中心
ちゅうしん

に、公共
こうきょう

交通
こうつう

システム
し す て む

の構築
こうちく

を計画的
けいかくてき

に図
はか

ります。 

交通
こうつう

対策課
たいさくか

 

放置
ほ う ち

自転車
じてんしゃ

等
とう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

駅
えき

周辺
しゅうへん

の良好
りょうこう

な環境
かんきょう

を維持
い じ

し、車
くるま

いす等
とう

の

利用者
りようしゃ

にとって利用
り よ う

しやすいまちとなるよう、

放置
ほ う ち

自転車
じてんしゃ

等
とう

解消
かいしょう

の街頭
がいとう

啓発
けいはつ

や移送
い そ う

を行
おこな

いま

す。 

交通
こうつう

対策課
たいさくか

 

道路
ど う ろ

利用
り よ う

のマナー
ま な ー

の向上
こうじょう

 

車
くるま

いす利用
り よ う

の人
ひと

などが移動
い ど う

しやすいように、

自転車
じてんしゃ

の歩道
ほ ど う

走行
そうこう

や歩道上
ほどうじょう

の駐車
ちゅうしゃ

・駐輪
ちゅうりん

、商品
しょうひん

のはみ出
だ

し展示
て ん じ

など、通行
つうこう

の妨げ
さまたげ

となる行為
こ う い

を

なくすよう、市民
し み ん

のマナー
ま な ー

の向上
こうじょう

を呼
よ

びかけま

す。 

道路課
ど う ろ か

 

環境課
かんきょうか
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③外出
がいしゅつ

の支援
し え ん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

の

推進
すいしん

 

外出
がいしゅつ

において支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

で、外出
がいしゅつ

時
じ

に車
くるま

いすを常用
じょうよう

している人
ひと

などに対
たい

し、ヘルパー
へ る ぱ ー

に

よる外出
がいしゅつ

時
じ

の移動
い ど う

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

移送
い そ う

サービス
さ ー び す

利用
り よ う

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

重度
じゅうど

障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

の利便性
りべんせい

の向上
こうじょう

および経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

利用券
りようけん

を交
こう

付
ふ

します。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

で公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

して移動
い ど う

することが困難
こんなん

な人
ひと

を対象
たいしょう

に、通院
つういん

や通所
つうしょ

、

レジャー
れ じ ゃ ー

等
とう

を目的
もくてき

に有償
ゆうしょう

で行
おこな

う福祉
ふ く し

車両
しゃりょう

によ

る移送
い そ う

サービス
さ ー び す

について、事業所
じぎょうしょ

および運転者
うんてんしゃ

の増加
ぞ う か

を図
はか

ります。 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

交通
こうつう

運賃
うんちん

等
とう

の割引
わりびき

や税
ぜい

の軽減
けいげん

につい

ての制度
せ い ど

の周知
しゅうち

 

身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

や知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

が

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を使
つか

う場合
ば あ い

の各種
かくしゅ

運賃
うんちん

や料金
りょうきん

の

割引
わりびき

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 

④意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

《新規
し ん き

》 

手話
し ゅ わ

の理解
り か い

・普及
ふきゅう

、

手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

しやす

い環境
かんきょう

づくりの

推進
すいしん

 

「手話
し ゅ わ

に関
かん

する施策
せ さ く

を推進
すいしん

するための方針
ほうしん

」に

基
もと

づき、施策
せ さ く

を取
と

り組
く

みます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

の

派遣
は け ん

や人材
じんざい

育成
いくせい

の

充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のため意思
い し

疎通
そ つ う

に困難
こんなん

を抱
かか

える人
ひと

に対
たい

し

て意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

るため、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

、盲
もう

ろう通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

等
とう

の派遣
は け ん

、設置
せ っ ち

等
とう

の

支援
し え ん

や養成
ようせい

研修
けんしゅう

等
とう

の実施
じ っ し

により人材
じんざい

の育成
いくせい

を

図
はか

ります。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か
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⑤行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

し

た情報
じょうほう

の提供
ていきょう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

への行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

の向上
こうじょう

の

ため、ルビ
る び

、点字
て ん じ

、音訳
おんやく

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

な

ど、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した方法
ほうほう

による行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

関係
かんけい

各課
か く か

 

 

⑥生活
せいかつ

しやすい住
す

まいづくり 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

市営
し え い

住宅
じゅうたく

のバリア
ば り あ

フリー化
ふ り ー か

の計画的
けいかくてき

整備
せ い び

・改修
かいしゅう

 

市営
し え い

住宅
じゅうたく

の建
た

て替
か

えにあたっては、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

に配慮
はいりょ

した住宅
じゅうたく

を建設
けんせつ

するとともに、既存
き ぞ ん

住宅
じゅうたく

について、高齢化
こうれいか

対応
たいおう

として便器
べ ん き

の改修
かいしゅう

（和式
わ し き

から洋式
ようしき

）および手摺
て す り

の設置
せ っ ち

（便所
びんしょ

・

浴室
よくしつ

・玄関
げんかん

）などのバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を順次
じゅんじ

進
すす

め

ます。 

建築課
けんちくか

 

住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

の促進
そくしん

 大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

の中
なか

で、

「居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

」として住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

を

行
おこな

います。また利用
り よ う

に際
さい

し、訪問
ほうもん

による改修
かいしゅう

プラン
ぷ ら ん

の助言
じょげん

を行
おこな

います。 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

による住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

について、安全
あんぜん

で

安心
あんしん

して暮
く

らせる住
す

まいの確保
か く ほ

に向
む

けて改修
かいしゅう

が必要
ひつよう

な住宅
じゅうたく

に対
たい

して、適切
てきせつ

にサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

が行
おこな

えるよう、助言
じょげん

や指導
し ど う

を行
おこな

います。 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

地域
ち い き

保健課
ほ け ん か

 

高齢
こうれい

支援課
し え ん か

 

介護
か い ご

保険課
ほ け ん か
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施策の方向３ 防犯の地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①防
ぼう

犯
はん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

消費
しょうひ

トラブル
と ら ぶ る

の

防止
ぼ う し

と対応
たいおう

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して大東市
だいとうし

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センタ
せ ん た

ー
ー

の周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

に出向
で む

いた啓発
けいはつ

活動
かつどう

を進
すす

めます。 

生活
せいかつ

安全課
あんぜんか

 

地域
ち い き

での防犯
ぼうはん

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

地域
ち い き

から犯罪
はんざい

をなくすため、防犯員
ぼうはんいん

などによる

地域
ち い き

での見回
み ま わ

り活動
かつどう

を促進
そくしん

するとともに、

自治会
じ ち か い

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

の協 力
きょうりょく

により地域
ち い き

ぐるみ

の防犯
ぼうはん

体制
たいせい

づくりを進
すす

めます。 

生活
せいかつ

安全課
あんぜんか

 

 

 

  

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

を悪質
あくしつ

商法
しょうほう

や詐欺
さ ぎ

等
とう

の被害
ひ が い

から守
まも

ること 

●
まる

障害
しょうがい

のある人
ひと

のための地域
ち い き

での防犯
ぼうはん

活動
かつどう

の取
と

り組
く

み 

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、悪質
あくしつ

商法
しょうほう

や詐欺
さ ぎ

等
とう

の被害
ひ が い

を受
う

けることがないよう、当事者
とうじしゃ

お

よび家族
か ぞ く

への啓発
けいはつ

を進
すす

めるとともに、地域
ち い き

での見守
み ま も

りにおいて障害
しょうがい

のある人
ひと

を

視野
し や

に入
い

れた防犯
ぼうはん

活動
かつどう

の促進
そくしん

と体制
たいせい

づくりを進
すす

めます。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

３ 防犯
ぼうはん

の地域づくり
ち い き づ く り

 



第
だい

３章
しょう

 個別
こ べ つ

施策
せ さ く

の展開
てんかい
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施策の方向４ 災害時も安心できる地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●災害
さいがい

時
じ

に配慮
はいりょ

すべき障害
しょうがい

のある人
ひと

の把握
は あ く

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

の災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

 

●障害
しょうがい

のある人
ひと

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、災害
さいがい

時
じ

の要配慮者
ようはいりょしゃ

として日常的
にちじょうてき

に把握
は あ く

され、また地域
ち い き

での

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

にも参加
さ ん か

して、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

には地域
ち い き

の協 力
きょうりょく

を得
え

ながら速
すみや

やかに避難
ひ な ん

し、

安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるように体制
たいせい

を整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

します。 

課
か

 題
だい

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

 

施策
せ さ く

の方向
ほうこう

４ 災害
さいがい

時
じ

も安心
あんしん

できる地域
ち い き

づくり 
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①防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

   容
よう

 担当課
たんとうか

 

≪新規
し ん き

≫ 

災害
さいがい

時
じ

要配慮者
かなめはいりょしゃ

の

把握
は あ く

 

災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

・救助
きゅうじょ

を円滑
えんかつ

に進
すす

めるために、

災害
さいがい

時
じ

安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

登録者
とうろくしゃ

の情報
じょうほう

を集
あつ

め、災害
さいがい

時
じ

の

避難
ひ な ん

に特
とく

に配慮
はいりょ

を要
よう

する障害
しょうがい

のある人
ひと

の名簿
め い ぼ

（「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

」）を作成
さくせい

します。 

危機
き き

管理室
かんりしつ

 

≪新規
し ん き

≫ 

災害
さいがい

時
じ

要配慮者
かなめはいりょしゃ

の

避難
ひ な ん

等
とう

体制
たいせい

づくり 

災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

に特
とく

に配慮
はいりょ

を要
よう

する者
もの

の名簿
め い ぼ

（「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

」）を消防
しょうぼう

、民生
みんせい

委員
い い ん

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

へ情報
じょうほう

提供
ていきょう

できるように体制
たいせい

を

整備
せ い び

します。 

危機
き き

管理室
かんりしつ

 

 災害
さいがい

時
じ

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して避難
ひ な ん

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、福祉
ふ く し

避難所
ひなんしょ

運営
うんえい

マニュアル
ま に ゅ あ る

を作成
さくせい

し、避難所
ひなんしょ

の整備
せ い び

と周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

危機
き き

管理室
かんりしつ

 

 

 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して適切
てきせつ

に

情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

できるよう、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

し

た情報
じょうほう

伝達
でんたつ

の体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

危機
き き

管理室
かんりしつ

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

地域
ち い き

での防災
ぼうさい

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

地域
ち い き

での自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

の結成
けっせい

を進
すす

めるととも

に、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、障害
しょうがい

のある

人
ひと

なども参加
さ ん か

した避難
ひ な ん

訓練
くんれん

等
とう

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

を

促進
そくしん

します。 

危機
き き

管理室
かんりしつ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第
だい

４章
しょう

 
 

計画
けいかく

を実効
じっこう

あるもの 
にするために 
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１  計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

 

（1）全庁的
ぜんちょうてき

な取
と

り組
く

み 

本計画
ほんけいかく

における取り組み
と   く   

は、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

、人権
じんけん

、教育
きょういく

、産業
さんぎょう

・雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

、

スポーツ
す ぽ ー つ

・文化
ぶ ん か

、住宅
じゅうたく

、交通
こうつう

、まちづくり、防災
ぼうさい

等
とう

、多分野
た ぶ ん や

に渡って
わた    

います。 

また平成
へいせい

28年
  ねん

4月
  がつ

の障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
せ こ う

に伴い
ともな 

、指定
し て い

管理者
かんりしゃ

を含め
ふく  

、

全庁的
ぜんちょうてき

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい    

は「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつかい

」がなく、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」

を行う
おこな 

ことが必要
ひつよう

となります。 

このため、本計画
ほんけいかく

の推進
すいしん

にあたっては全庁的
ぜんちょうてき

な取り組み
と  く  

を推進
すいしん

します。また本計画
ほんけいかく

の具体的
ぐたいてき

な事業
じぎょう

の展開
てんかい

については、大東市
だいとうし

総合
そうごう

計画
けいかく

の実施
じ っ し

計画
けいかく

の中
なか

で実施
じ っ し

していきま

す。 

 

（２）大
だい

東市
と う し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の策定
さくてい

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の目標値
もくひょうち

と見込量
みこみりょう

については、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基づいて
も と     

策定
さくてい

する障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

において具体的
ぐたいてき

に設定
せってい

しています。 

本計
ほんけい

画期
か く き

間中
かんちゅう

は、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

～平成
へいせい

29年度
ね ん ど

は第4期
だい  き

計画
けいかく

で設定
せってい

されており、そ

れ以降
い こ う

は第5期
だい  き

から第7期
だい  き

において設定
せってい

します。 

 

（３）市
し

、当事者
とうじしゃ

、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、企業
きぎょう

等
とう

多様
た よ う

な主体
しゅたい

の協働
きょうどう

による取り組み
と  く  

 

本計画
ほんけいかく

において示されて
し め     

いる、障害
しょうがい

および障害
しょうがい

のある人
ひと

についての理解
り か い

と啓発
けいはつ

や、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の提供
ていきょう

、障害
しょうがい

のある人
ひと

と地域
ち い き

の関わり
かか    

、防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

活動
かつどう

等
とう

、多く
おお  

の取り組み
と  く  

は、多
た

様
よう

な主体
しゅたい

の参画
さんかく

が不可欠
ふ か け つ

となっており、すでに市
し

だけでなく、大阪
おおさか

1 
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府
ふ

をはじめ大東市
だいとうし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

、校区
こ う く

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

や地域
ち い き

団体
だんたい

、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、企業
きぎょう

等
とう

との連携
れんけい

と協働
きょうどう

により進んで
すす    

います。 

このため、今後
こ ん ご

とも、障害
しょうがい

のある人
ひと

の多様
た よ う

なニーズ
に ー ず

に応じて
おう    

いくため、市
し

、当事者
とうじしゃ

、

市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、企業
きぎょう

等
とう

多様
た よ う

な主体
しゅたい

の協働
きょうどう

による取り組み
と  く  

を推進
すいしん

していきます。 

 

２  計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

 

 

本計画
ほんけいかく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

・評価
ひょうか

等
とう

進行
しんこう

管理
か ん り

については、本市
ほ ん し

が行って
おこな   

いる事業
じぎょう

評価
ひょうか

を参考
さんこう

にしながら実施
じ っ し

します。障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基づき
もと    

策定
さくてい

された障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に

おいて記載
き さ い

されたサービス
さ ー び す

については、定期的
ていきてき

に調査
ちょうさ

、分析
ぶんせき

および評価
ひょうか

を行い
おこな 

、必要
ひつよう

が

あると認めた
みと    

ときは変更
へんこう

等
とう

を行う
おこな 

ことになっており、毎年
まいねん

進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

していき

ます。 

また、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

をはじめサービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

から構成
こうせい

されている「大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」による提言
ていげん

を受
う

け、必要
ひつよう

に応
おう

じて本計画
ほんけいかく

の施策
せ さ く

に取り込む
と  こ  

と

ともに、専門
せんもん

部会
ぶ か い

で協議
きょうぎ

する等
とう

、市
し

と連携
れんけい

して進めて
すす    

いきます。 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
 

 

  

 

 

資料編
しりょうへん

 
 



資料編
しりょうへん
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１  計画
けいかく

の策定
さくてい

経過
け い か

および策定
さくてい

体制
たいせい

 

■第
だい

４次
じ

大東市
だいとういち

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

の経過
け い か

 

 

年月日
ねんがっぴ

 事
じ

  項
こう

 内
ない

  容
よう

 

平成
へいせい

27年
ねん

 

6月
がつ

30日
にち

 

第
だい

１回
かい

 

第
だい

4 次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

1 議事
ぎ じ

 

(１)第
だい

4次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

の概要
がいよう

につい

て 

(２)計画
けいかく

策定
さくてい

の進
すす

め方
かた

およびスケジュール
す け じ ゅ ー る

について 

7月
がつ

9日
にち

 

第
だい

１回
かい

 

第
だい

４ 次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

作成
さくせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

 

1 委嘱状
いしょくじょう

交付
こ う ふ

 

2 会長
かいちょう

・副会長
ふくかいちょう

選出
せんしゅつ

 

3 議事
ぎ じ

 

(１)第
だい

4次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

の概要
がいよう

につい

て 

(２)計画
けいかく

策定
さくてい

の進
すす

め方
かた

およびスケジュール
す け じ ゅ ー る

について 

(３)市民
し み ん

会議
か い ぎ

傍聴
ぼうちょう

規則
き そ く

について 

７月
がつ

24日
にち

～

9月
がつ

7日
にち

 

障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

・

事業所
じぎょうしょ

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

およびヒアリング
ひ あ り ん ぐ

調査
ちょうさ

 

第
だい

4次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

に向
む

けた取
と

り組
く

みの一環
いっかん

として、計画
けいかく

策定
さくてい

のための基礎
き そ

資料
しりょう

を得
え

る

ため、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

および事業所
じぎょうしょ

に対
たい

してアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

。希望
き ぼ う

によりヒアリング
ひ あ り ん ぐ

調査
ちょうさ

も実施
じ っ し

。 

団
だん

 体
たい

：配布
は い ふ

；6件
けん

、 回収
かいしゅう

；5件
けん

 

事業所
じぎょうしょ

：配布
は い ふ

；68件
けん

、回収
かいしゅう

；49件
けん

 

８月
がつ

 関係課
かんけいか

進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

調査
ちょうさ

 

第
だい

3次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

（後期
こ う き

計画
けいかく

）につい

て、事業
じぎょう

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

と課題
か だ い

、達成度
たっせいど

の評価
ひょうか

等
とう

を把握
は あ く

す

るため、関係課
かんけいか

にシート
し ー と

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

。 

9月
がつ

30日
にち

 

第
だい

２回
かい

 

第
だい

4 次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

作成
さくせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

 

1 議事
ぎ じ

 

(１)障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

・事業所
じぎょうしょ

へのアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

等
とう

について 

(２)第
だい

３次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

（後期
こ う き

計画
けいかく

）の

進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

について 

(３)第
だい

４次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

素案
そ あ ん

について 

11月
がつ

9日
にち

 

第
だい

３回
かい

 

第
だい

4 次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

作成
さくせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

 

1 議事
ぎ じ

 

(１)第
だい

４次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

素案
そ あ ん

について 

(２)今後
こ ん ご

の予定
よ て い

（パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

等
とう

） 

11月
がつ

24日
にち

～12月
がつ

7日
にち

 

パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

の 

実施
じ っ し

 

計画
けいかく

素案
そ あ ん

について市民
し み ん

から広
ひろ

く意見
い け ん

を募集
ぼしゅう

するた

め、ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

に掲載
けいさい

するとともに、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

窓口
まどぐち

および情報
じょうほう

コーナー
こ ー な ー

等
とう

で閲覧
えつらん

できるようにし

ます。 

 

1 
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年月日
ねんがっぴ

 事
じ

  項
こう

 内
ない

  容
よう

 

12月
がつ

14日
にち

 

第
だい

４回
かい

 

第
だい

4 次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

作成
さくせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

 

1 議事
ぎ じ

 

(１)第
だい

４次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

（案
あん

）について 

12月
がつ

24日
にち

 

第
だい

2回
かい

 

第
だい

4 次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

1 議事
ぎ じ

 

(１)第
だい

４次
じ

大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

（案
あん

）について 
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大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

作成
さくせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

規則
き そ く

 

 

平成
へいせい

２６年
  ね ん

７月
 が つ

１６日
  に ち

 

規則
き そ く

第３１号
だ い   ご う

 

（趣旨
し ゅ し

） 

第
だい

１条
  じょう

 この規則
き そ く

は、大東市
だいとうし

附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

条例
じょうれい

（平成
へいせい

２４年
  ね ん

条例
じょうれい

第２９号
だ い   ご う

）第３条
だい  じょう

の規定
き て い

に基づき
もと    

、大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

作成
さくせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

（以下
い か

「市民
し み ん

会議
か い ぎ

」という。）の組織
そ し き

および運営
うんえい

について、必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定める
さだ    

ものとする。 

 

（組織
そ し き

） 

第２条
だい じょう

 市民
し み ん

会議
か い ぎ

の委員
い い ん

（以下
い か

「委員
い い ん

」という。）は、次
つぎ

に掲げる
か か げ る

もののうちから市長
しちょう

が

委嘱
いしょく

する。 

(1) 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 

(2) 障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

関係者
かんけいしゃ

 

(3) 障害児
しょうがいじ

団体
だんたい

関係者
かんけいしゃ

 

(4) 障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

関係者
かんけいしゃ

 

(5) 地域
ち い き

自立
じ り つ

支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

 

(6) 相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

 

(7) 就労
しゅうろう

支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

 

(8) 保健
ほ け ん

関係者
かんけいしゃ

 

(9) 地域
ち い き

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ
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(10) 障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

 

(11) 公募
こ う ぼ

市民
し み ん

 

(12) 前各号
ぜんかくごう

に掲げる
かか    

もののほか、市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める者
もの

 

２ 委員
い い ん

の任期
に ん き

は、大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

を策定
さくてい

した日
にち

までとする。 

３ 市
し

民
みん

会議
か い ぎ

に会長
かいちょう

を置き
お  

、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により定める
さだ    

。 

４ 会長
かいちょう

は、市民
し み ん

会議
か い ぎ

を代表
だいひょう

し、会務
か い む

を総理
そ う り

する。 

５ 会長
かいちょう

に事故
じ こ

あるときまたは欠けた
か   

ときは、会長
かいちょう

があらかじめ指名
し め い

する委員
い い ん

がその

職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

６ 会長
かいちょう

は、必要
ひつよう

に応じ
お う じ

、市民
し み ん

会議
か い ぎ

に部会
ぶ か い

を設置
せ っ ち

することができる。 

 

（会議
か い ぎ

） 

第３条
だい じょう

 市民
し み ん

会議
か い ぎ

の会議
か い ぎ

は、必要
ひつよう

に応じて
おう    

会長
かいちょう

が招 集
しょうしゅう

し、会長
かいちょう

がその議長
ぎちょう

となる。 

２ 市民
し み ん

会議
か い ぎ

の会議
か い ぎ

は、委員
い い ん

の過半数
かはんすう

が出席
しゅっせき

しなければ開く
ひら  

ことができない。 

３ 市民
し み ん

会議
か い ぎ

の議事
ぎ じ

は、出席
しゅっせき

した委員
い い ん

（議長
ぎちょう

を除く
の ぞ く

。）の過半数
かはんすう

で決し
けっ  

、可否
か ひ

同数
どうすう

のと

きは議長
ぎちょう

の決
けっ

するところによる。 

 

（意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

） 

第４条
だい じょう

 会長
かいちょう

は、必要
ひつよう

があると認める
みと    

ときは、関係者
かんけいしゃ

に対
たい

し市民
し み ん

会議
か い ぎ

への出席
しゅっせき

を求め
もと  

、

その意見
い け ん

を聴く
き  

ことができる。 

（守秘
し ゅ ひ

義務
ぎ む

） 

第５条
だい じょう

 委員
い い ん

は、職務上
しょくむじょう

知り得た
し  え  

秘密
ひ み つ

を漏らして
も   

はならない。その職
しょく

を退いた
しりぞ   

後
あと

も
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同様
どうよう

とする。 

 

（庶務
し ょ む

） 

第６条
だい じょう

 市民
し み ん

会議
か い ぎ

の庶務
し ょ む

は、福祉
ふ く し

・子
こ

ども部
ぶ

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

において行う
おこな 

。 

（委任
い に ん

） 

第７条
だい じょう

 この規則
き そ く

に定める
さだ    

もののほか、市民
し み ん

会議
か い ぎ

の組織
そ し き

および運営
うんえい

に関し
かん  

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、

会長
かいちょう

が市民
し み ん

会議
か い ぎ

に諮って
はか    

定める
さだ    

。 

 

付
ふ

 則
そく

 

（施行
せ こ う

期日
き じ つ

） 

１ この規則
き そ く

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
せ こ う

する。 

（経過
け い か

措置
そ ち

） 

２ この規則
き そ く

の施行
せ こ う

の日
にち

以後
い ご

最初
さいしょ

に招 集
しょうしゅう

される市民
し み ん

会議
か い ぎ

の招 集
しょうしゅう

および会長
かいちょう

が選任
せんにん

されるまでの間
あいだ

の市民
し み ん

会議
か い ぎ

の主宰
しゅさい

は、市長
しちょう

が行う
おこな 

。 
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■第
だい

４次
じ

大東市
だいとういち

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

作成
さくせい

市民
し み ん

会議
か い ぎ

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

 

  委員名
いいんめい

 所
しょ

    属
ぞく

 区分
く ぶ ん

 

1 ◎小寺
こ て ら

 鐵也
て つ や

 学校法人綜藝
がっこうほうじんそうげい

種
しゅ

智院
ち い ん

 種
しゅ

智院
ち い ん

大学
だいがく

 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 

2 西村
にしむら

 令
よし

枝
え

 大東市
だいとうし

聴 力
ちょうりょく

障害者
しょうがいしゃ

協会
きょうかい

 当事者
とうじしゃ

 

3 山下
やました

  守
まもる

 大東市
だいとうし

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 当事者
とうじしゃ

 

4 ○竹田
た け だ

  智
さとし

 大東市
だいとうし

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉会
ふくしかい

 当事者
とうじしゃ

 

5 小池
こ い け

  修
おさむ

 大東市
だいとうし

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

を考
かんが

える市民
し み ん

の会
かい

「ぶんぶん」 当事者
とうじしゃ

 

6 唐崎
からさき

 由紀子
ゆ き こ

 
さんさんクラブ

く ら ぶ

 

～障害
しょうがい

のある子
こ

ども達
たち

の育
そだ

ち合
あ

う場
ば

を支
ささ

える会
かい

～ 
障害児
しょうがいじ

団体
だんたい

関係者
かんけいしゃ

 

7 道家
ど う け

 厚
あつ

美
み

 大東市
だいとうし

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

 

8 鎌田
か ま た

 浩二
こ う じ

 北河内
きたかわち

東障害者
ひがししょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 就労
しゅうろう

支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

 

9 木下
きのした

 平
へい

太
た

 大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

ネットワーク
ね っ と わ ー く

 
障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

関係者
かんけいしゃ

（精神
せいしん

） 

10 千葉
ち ば

 文子
ふ み こ

 大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

ネットワーク
ね っ と わ ー く

 
障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

（知的
ち て き

) 

11 芝田
し ば た

 安弘
やすひろ

 大阪府四條畷
おおさかふしじょうなわて

保健所
ほけんしょ

 保健
ほ け ん

関係者
かんけいしゃ

 

12 橋本
はしもと

 博之
ひろゆき

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 大東市
だいとうし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 地域
ち い き

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

 

13 松尾
ま つ お

 光雄
み つ お

 大阪府立交野支援学校四條畷校
おおさかふりつかたのしえんがっこうしじょうなわてこう

 地域
ち い き

自立
じ り つ

支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

 

14 中野
な か の

 恵史
け い じ

   公募
こ う ぼ

市民
し み ん

 

◎は会長
かいちょう

、○は副会長
ふくかいちょう

（順
じゅん

不同
ふ ど う

） 
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大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

 

 

平 成
へ い せ い

２ ７ 年
ね ん

６ 月
 が つ

５ 日
 か

 

要 綱
よ う こ う

第
だ い

５ ７ 号
ごう

 

 

（設置
せ っ ち

） 

第１条
だい じょう

 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

４５年
  ね ん

法律
ほうりつ

第８４号
だ い   ご う

）の規定
き て い

に基
もと

づく大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

（以下
い か

「計画
けいかく

」という。）を策定
さくてい

するため、大東市
だいとうし

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

（以下
い か

「委員会
いいんかい

」という。）を設置
せ っ ち

する。 

（所掌
しょしょう

事務
じ む

） 

第２条
だい  じょう

 委員会
いいんかい

は、次
つぎ

に掲げる
か か げ る

事項
じ こ う

を考慮
こうりょ

しつつ、計画
けいかく

の策定
さくてい

に関する
か ん す る

事務
じ む

を所掌
しょしょう

す

る。 

(1
１

) 総合的
そうごうてき

かつ効果的
こうかてき

な施策
せ さ く

の推進
すいしん

に関する
かん    

こと。 

(2) 利用者本
りようしゃほん

位
い

の支援
し え ん

の推進
すいしん

に関する
かん    

こと。 

(3) 障害
しょうがい

の特性
とくせい

を踏まえた
ふ   

施策
せ さ く

の推進
すいしん

に関する
かん    

こと。 

(4) 前
まえ

３号
 ご う

に掲げる
かか    

もののほか、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に関する
かん    

こと。 

（組織
そ し き

） 

第３条
だい じょう

 委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、福祉
ふ く し

・子
こ

ども部長
ぶちょう

および別表
べっぴょう

に掲げる
かか    

職
しょく

にある者
もの

をもって

充てる
あ   

。 

２ 委
い

員会
いんかい

に会長
かいちょう

を置き
お  

、福祉
ふ く し

・子
こ

ども部長
ぶちょう

をもって充てる
あ   

。 

３ 会長
かいちょう

は、委員会
いいんかい

を代表
だいひょう

し、会務
か い む

を総理
そ う り

する。 
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４ 会長
かいちょう

に事故
じ こ

あるときまたは欠けた
か   

ときは、会長
かいちょう

があらかじめ指名
し め い

する者
もの

がその

職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

５ 会長
かいちょう

は、必要
ひつよう

に応じ
おう  

、委員会
いいんかい

に部会
ぶ か い

を設
せっ

置
ち

することができる。 

（会議
か い ぎ

） 

第４条
だい じょう

 委員会
いいんかい

の会議
か い ぎ

は、必要
ひつよう

に応じて
おう    

会長
かいちょう

が招 集
しょうしゅう

し、その議長
ぎちょう

となる。 

２ 議長
ぎちょう

は、必要
ひつよう

があると認める
みと    

ときは、関係者
かんけいしゃ

に対し
たい  

委員会
いいんかい

への出席
しゅっせき

を求め
も と め

、その

意見
い け ん

を聴く
き  

ことができる。 

（庶務
し ょ む

） 

第５条
だい  じょう

 委員会
いいんかい

の庶務
し ょ む

は、福祉
ふ く し

・子
こ

ども部
ぶ

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

において行う
おこな 

。 

（委任
い に ん

） 

第６条
だい じょう

 この要綱
ようこう

に定める
さだ    

もののほか、委員会
いいんかい

の運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、会長
かいちょう

が別
べつ

に

定める
さだ    

。 

 

付
ふ

 則
そく

 

この要綱
ようこう

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
せ こ う

する。 
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別表
べっぴょう

（第３条
だい じょう

関係
かんけい

） 

危機
き き

管理室
かんりしつ

  危機
き き

管理
か ん り

室
しつ

課長
かちょう

 

政策
せいさく

推進部
すいしんぶ

 企画
き か く

経営
けいえい

課長
かちょう

 

市民
し み ん

生活部
せいかつぶ

 産業
さんぎょう

労働
ろうどう

課長
かちょう

 

人権
じんけん

室
しつ

課長
かちょう

 

福祉
ふ く し

・子
こ

ども部
ぶ

 福祉
ふ く し

政策
せいさく

課長
かちょう

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

課長
かちょう

 

子
こ

ども室
しつ

課長
かちょう

 

保健
ほ け ん

医療部
いりょうぶ

 介護
か い ご

保険
ほ け ん

課長
かちょう

 

高齢
こうれい

支援
し え ん

課長
かちょう

 

地域
ち い き

保健
ほ け ん

課長
かちょう

 

街
まち

づくり部
ぶ

 都市
と し

政策
せいさく

課長
かちょう

 

教育
きょういく

委員会
いいんかい

事務局
じむきょく

学校
がっこう

教育部
きょういくぶ

 教育
きょういく

政策
せいさく

室
しつ

課長
かちょう
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２  用語
よ う ご

の説明
せつめい

 

 

【あ行
ぎょう

】 

 

■医療的
いりょうてき

ケア
け あ

 

高齢者
こうれいしゃ

や重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある人
ひと

が受ける
う   

介護
か い ご

の中
なか

で医療的
いりょうてき

な介護
か い ご

行為
こ う い

を医療的
いりょうてき

ケア
け あ

とい

います。具体的
ぐたいてき

な医療的
いりょうてき

ケア
け あ

とは、たん吸引
きゅういん

（口腔
こうくう

、気管
き か ん

等
とう

）、経管
きょうかん

栄養
えいよう

（鼻
はな

の管
かん

から

の栄養
えいよう

注 入
ちゅうにゅう

）、胃
い

ろう（お腹
  なか

から胃
い

に小さな
ちい    

穴
あな

を形成
けいせい

し栄養
えいよう

注 入
ちゅうにゅう

）等
とう

が該当
がいとう

します。上記
じょうき

の他
ほか

にいまだ容認
ようにん

されていない医療的
いりょうてき

行為
こ う い

に摘便
てきびん

、浣腸
かんちょう

等
とう

も挙げられます
あ      

。 

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

は、医師法
い し ほ う

や保健師
ほ け ん し

助産師
じょさんし

看護師法
か ん ご し ほ う

で定める
さだ    

ところにより、医師
い し

または

看護師
か ん ご し

にしか認められない
み と        

行為
こ う い

を、ヘルパー
へ る ぱ ー

が介護上
かいごじょう

やむを得ず
   え  

行う
おこな  

必要
ひつよう

な措置
そ ち

として、

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が一定
いってい

の行為
こ う い

を実施
じ っ し

することを認めて
みと    

きました。平成
へいせい

23年
ねん

６月
 が つ

に成立
せいりつ

した

「介
かい

護
ご

サービス
さ ー び す

の基盤
き ば ん

強化
きょうか

のための介護
か い ご

保険法
ほけんほう

等
とう

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」において、介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

等
とう

によるたんの吸引
きゅういん

等
とう

の実施
じ っ し

を行う
おこな 

ための改正
かいせい

が行われました
おこな         

。 

 

■ＮＰＯ
えぬぴーおー

 

ＮＰＯ
えぬぴーおー

は、non
の ん

 profit
ぷろふぃっと

 organization
お ー が に ぜ い し ょ ん

 の略
りゃく

で、民間
みんかん

非営利
ひ え い り

組織
そ し き

などと訳され
やく    

、医療
いりょう

・

福祉
ふ く し

、環境
かんきょう

、文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

、スポーツ
す ぽ ー つ

、まちづくり、国際
こくさい

協 力
きょうりょく

・交流
こうりゅう

、人権
じんけん

・平和
へ い わ

、教育
きょういく

、

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

等
とう

、多様
た よ う

な分野
ぶ ん や

における自主的
じしゅてき

・自発的
じはつてき

な社会
しゃかい

活動
かつどう

を行って
おこな   

います。平成
へいせい

10

年
ねん

３月
 が つ

に成立
せいりつ

した「特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

促進法
そくしんほう

（ＮＰＯ法
えぬぴーおーほう

）」は、法
ほう

人格
じんかく

を取得
しゅとく

し、社会的
しゃかいてき

信用
しんよう

を高める
たか    

ことを目的
もくてき

としてＮＰＯ
えぬぴーおー

を支援
し え ん

・育成
いくせい

していくためのもので、宗 教
しゅうきょう

や政治
せ い じ

活動
かつどう

を主
おも

な目的
もくてき

としないという前提
ぜんてい

で、公益
こうえき

のために活動
かつどう

することをＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

の要件
ようけん

とし

ています。 

 

■大阪府
おおさかふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

 

大阪府
おおさかふ

では、平成
へいせい

４年
 ね ん

10月
がつ

に大阪府
おおさかふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

を独自
ど く じ

に制定
せいてい

し、平成
へいせい

４年
 ね ん

３月
がつ

に大阪府
おおさかふ

建築
けんちく

基準法
きじゅんほう

施行
せ こ う

条例
じょうれい

を改正
かいせい

し制定
せいてい

した大阪府
おおさかふ

建築
けんちく

基準法
きじゅんほう

施行
せ こ う

条例
じょうれい

（福祉
ふ く し

関係
かんけい

規定
き て い

）とともに、すべての人
ひと

が自ら
みずか 

の意思
い し

で自由
じ ゆ う

に移動
い ど う

でき、社会
しゃかい

に参加
さ ん か

できる福祉
ふ く し

のまちづくりを進めて
すす    

きました。心
こころ

のかよったまちづくりのために、府民
ふ み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、行政
ぎょうせい

が一体
いったい

となって進めて
すす    

いくことをうたい、不特定
ふとくてい

かつ多数
た す う

の人
ひと

が利用
り よ う

する建築物
けんちくぶつ

、道路
ど う ろ

、

公園
こうえん

、駐車場
ちゅうしゃじょう

（これらを「都市
と し

施設
し せ つ

」といいます。）を対象
たいしょう

に、整備
せ い び

の基準
きじゅん

を定めて
さだ    

い

ます。整備
せ い び

基準
きじゅん

に適合
てきごう

するように整備
せ い び

・改善
かいぜん

された都市
と し

施設
し せ つ

には「適合証
てきごうしょう

」を交付
こ う ふ

して

います。 

 

2 
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■オストメイト
お す と め い と

 

直 腸
ちょくちょう

がんや膀胱
ぼうこう

がん、事故
じ こ

などにより、消化器
しょうかき

や尿管
にょうかん

などが損なわれる
そ こ       

ことにより、

腹部
ふ く ぶ

などに排泄
はいせつ

のための開口部
かいこうぶ

（ストマ
す と ま

／人工
じんこう

肛門
こうもん

・人工
じんこう

膀胱
ぼうこう

）を造設
ぞうせつ

した人
ひと

のことで

す。 

 

 

【か行
ぎょう

】 

 

■学習
がくしゅう

障害
しょうがい

 

基本的
きほんてき

には全般的
ぜんぱんてき

な知的
ち て き

発達
はったつ

に遅
おく

れはないものの、聞
き

く、話
はな

す、読
よ

む、書
か

く、計算
けいさん

す

るまたは推論
すいろん

する能力
のうりょく

のうち、特定
とくてい

のものの習得
しゅうとく

と使用
し よ う

に 著
いちじる

しい困難
こんなん

を示
しめ

す様々
さまざま

な

状態
じょうたい

を示す
しめ  

ものです。学習
がくしゅう

障害
しょうがい

はその原因
げんいん

として、中枢
ちゅうすう

神経
しんけい

系
けい

に何ら
なん  

かの機能
き の う

障害
しょうがい

が

あると推定
すいてい

されますが、視覚
し か く

障害
しょうがい

、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、情緒
じょうちょ

障害
しょうがい

などの障害
しょうがい

や、

環境的
かんきょうてき

な要因
よういん

が直接的
ちょくせつてき

な原因
げんいん

となるものではありません。 

 

■キ
き

ャリア
ゃ り あ

教育
きょういく

 

子
こ

どもたちが生きる
い   

力
ちから

を身
み

につけ、社会人
しゃかいじん

として自立
じ り つ

できるようにするための教育
きょういく

活動
かつどう

のことをいいます。中央
ちゅうおう

教育審
きょういくしん

議会
ぎ か い

キャリア
き ゃ り あ

教育
きょういく

・職 業
しょくぎょう

教育
きょういく

特別
とくべつ

部会
ぶ か い

において、

平成
へいせい

20年
ねん

12月
がつ

24日
か

の文部
も ん ぶ

科学
か が く

大臣
だいじん

からの諮問
し も ん

「今後
こ ん ご

の学校
がっこう

におけるキャリア
き ゃ り あ

教育
きょういく

・

職 業
しょくぎょう

教育
きょういく

の在り方
あ   かた

について」を受け
う  

、平成
へいせい

21年度
ね ん ど

にかけて審議
し ん ぎ

が行われました
おこな         

。 

 

■国
くに

等
とう

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

等
とう

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

） 

この法律
ほうりつ

は、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

、在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

および在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

支援
し え ん

団体
だんたい

の受注
じゅちゅう

の機会
き か い

を確保
か く ほ

するために必要
ひつよう

な事項
じ こ う

等
とう

を定める
さだ    

ことにより、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

が供 給
きょうきゅう

する物品
ぶっぴん

等
とう

に対する
たい    

需要
じゅよう

の増進
ぞうしん

等
とう

を図り
はか  

、もって障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

で就労
しゅうろう

する障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

、在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の自立
じ り つ

の促進
そくしん

に資する
し   

ことを目的
もくてき

として、平成
へいせい

24年
ねん

6月
がつ

に公布
こ う ふ

され、平成
へいせい

25年
ねん

4月
がつ

1日
たち

から施行
せ こ う

されました。国
くに

および独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

は、公
こう

契約
けいやく

につ

いて、競争
きょうそう

参加
さ ん か

資格
し か く

を定める
さだ    

に当
あ

たって法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

を満たして
み   

いること、または障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

から相当
そうとう

程度
て い ど

の物品
ぶっぴん

等
とう

を調達
ちょうたつ

していることに配慮
はいりょ

する等
とう

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の

就 業
しゅうぎょう

を促進
そくしん

するために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努める
つと    

ものとされ、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

およ

び地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、国
くに

および独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

の措置
そ ち

に準じて
じゅん   

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよ

う努める
つと    

ものとされています。 
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■ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

 

利用者
りようしゃ

の必要
ひつよう

とするケア
け あ

を調整
ちょうせい

する機能
き の う

を果たす
は   

援助
えんじょ

で、利用者
りようしゃ

が社会
しゃかい

生活
せいかつ

を行う上
うえ

でのさまざまなニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

して、適
てき

切
せつ

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

と結び付ける
むす   つ    

ことをいいます。社会
しゃかい

資源
し げ ん

は、家族
か ぞ く

、親戚
しんせき

、友人
ゆうじん

、知人
ち じ ん

、近隣
きんりん

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

等
とう

のインフォーマル
い ん ふ ぉ ー ま る

な資源
し げ ん

と、地域
ち い き

の団体
だんたい

・組織
そ し き

、法人
ほうじん

組織
そ し き

、行政
ぎょうせい

、企業
きぎょう

等
とう

のフォーマル
ふ ぉ ー ま る

な資源
し げ ん

、そして利用者
りようしゃ

自身
じ し ん

のもつ内的
ないてき

資源
し げ ん

があるとされます。ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

の援助
えんじょ

は、①入口
いりぐち

 ②アセスメント
あ せ す め ん と

（心身
しんしん

の

状態
じょうたい

や問題
もんだい

状 況
じょうきょう

等
とう

の把握
は あ く

・理解
り か い

） ③ケース
け ー す

目標
もくひょう

の設定
せってい

とケアプラン
け あ ぷ ら ん

の作成
さくせい

 ④

ケアプラン
け あ ぷ ら ん

の実施
じ っ し

 ⑤モニタリング
も に た り ん ぐ

（ケアプラン
け あ ぷ ら ん

にそって提供
ていきょう

されるサービス
さ ー び す

が利用者
りようしゃ

のニ
に

ーズ
ず

にうまく対応
たいおう

できているかどうか確認
かくにん

し、チェック
ち ぇ っ く

すること）  ⑥再
さい

アセスメント
あ せ す め ん と

 ⑦終結
しゅうけつ

といった過程
か て い

で行って
おこな   

います。 

 

■計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

または地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

を利用
り よ う

するすべての障害
しょうがい

のある人
ひと

と、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

するすべての障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

を対象
たいしょう

に、支給
しきゅう

決定
けってい

または支給
しきゅう

決定
けってい

の

変更前
へんこうまえ

に、サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

します。支給
しきゅう

決定
けってい

または変更後
へんこうご

、サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

、計画
けいかく

の作成
さくせい

を行います
おこな     

。厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

で定める
さだ    

期間
き か ん

ごとに、サービ
さ ー び

ス
す

等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

を行い
おこな 

、計画
けいかく

の見直
ｍ な お

しを行います
おこな     

。 

 

■高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

 

脳
のう

の機能
き の う

の中
なか

で、生命
せいめい

維持
い じ

にかかわる基礎的
き そ て き

な生
せい

理学的
りがくてき

機能
き の う

（血液
けつえき

の流
なが

れの速度
そ く ど

、呼吸
こきゅう

や体温
たいおん

の調整
ちょうせい

、覚醒
かくせい

リズム
り ず む

、運動
うんどう

調整
ちょうせい

等
とう

）に対し
たい  

、注意
ちゅうい

・感情
かんじょう

・記憶
き お く

・行動
こうどう

等
とう

の認知
に ん ち

機能
き の う

を高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

と呼びます
よ   

。交通
こうつう

事故
じ こ

や頭部
と う ぶ

のけが、脳
のう

卒中
そっちゅう

等
など

で脳
のう

が部分的
ぶぶんてき

に損傷
そんしょう

を

受けた
う   

ため、言語
げ ん ご

や記憶
き お く

等
など

の機能
き の う

に障害
しょうがい

が起きた
お   

状態
じょうたい

をいいます。注
ちゅう

意力
いりょく

や集 中 力
しゅうちゅうりょく

の

低下
て い か

、比較的
ひかくてき

古
ふる

い記憶
き お く

は保たれて
た も     

いるのに新しい
あたら   

ことは覚えられない
おぼ         

、感情
かんじょう

や行動
こうどう

の抑制
よくせい

がきかなくなる等
とう

の精神
せいしん

・心理的
しんりてき

症 状
しょうじょう

が現
あらわ

れ、周囲
しゅうい

の状 況
じょうきょう

にあった適切
てきせつ

な行動
こうどう

が

選べなく
えら      

なり、生活
せいかつ

に支障
ししょう

を来す
きた  

ようになります。また、外
がい

見上
けんじょう

では分かりにくい
わ     

ため、

周囲
しゅうい

の理解
り か い

が得られにくい
え     

といわれています。 

 

■広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障害
しょうがい

 

自閉症児
じへいしょうじ

にみられる特徴
とくちょう

で、①対話
た い わ

・伝達
でんたつ

の障害
しょうがい

、②社会性
しゃかいせい

の障害
しょうがい

、③興味
きょうみ

・行為
こ う い

の

偏
かたよ

り（想像力
そうぞうりょく

障害
しょうがい

）、の３つの主
しゅ

徴
ちょう

がみられる発達
はったつ

障害
しょうがい

のことをいいます。脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

または成熟
せいじゅく

の遅れ
おく  

が主要
しゅよう

な原因
げんいん

として考えられて
かんが       

いますが、不明
ふ め い

の部分
ぶ ぶ ん

が多い
おお  

状 況
じょうきょう

で

す。成人期
せいじんき

に生じる
しょう    

精神
せいしん

障害
しょうがい

とは異なります
こ と       

。カナータイプ
か な ー た い ぷ

、アスペルガータイプ
あ す ぺ る が ー た い ぷ

など

があります。 

 



資料編
しりょうへん
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■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

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（バリアフリー
ば り あ ふ り ー

新法
しんぽう

） 

高齢者
こうれいしゃ

、障害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

の円滑
えんかつ

な移動
い ど う

および建築物
けんちくぶつ

等
とう

の施設
し せ つ

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う

の確保
か く ほ

に

関する
かん    

施策
せ さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

するため、(1)主務
し ゅ む

大臣
だいじん

による基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の策定
さくてい

、(2)旅客
りょかく

施設
し せ つ

、

建築物
けんちくぶつ

等
とう

の構造
こうぞう

および設備
せ つ び

の基準
きじゅん

の策定
さくてい

、(3)市町村
しちょうそん

が定める
さだ    

重点
じゅうてん

整備
せ い び

地区
ち く

において、高
こう

齢者
れいしゃ

、障害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

の計画
けいかく

段階
だんかい

からの参加
さ ん か

を得て
え  

、旅客
りょかく

施設
し せ つ

、建築物
けんちくぶつ

等
とう

およびこれら

の間
あいだ

の経路
け い ろ

の一体的
いったいてき

な整備
せ い び

を推進
すいしん

するための措置
そ ち

等
とう

が定められました
さ だ         

。（平成
へいせい

18年
ねん

６月
 が つ

成立
せいりつ

、平成
へいせい

18年
ねん

12月
がつ

20日
か

施行
せ こ う

） 

 

■コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て い そ ー し ゃ る わ ー か ー

（Ｃ Ｓ Ｗ
しーえすだぶりゅー

） 

大阪府
おおさかふ

社会
しゃかい

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

答申
とうしん

「これからの地域
ち い き

福祉
ふ く し

のあり方
あ り か た

とその推進
すいしん

方策
ほうさく

について」（平
へい

成
せい

14年
ねん

９月
 が つ

）の中
なか

で、コミュニティソーシャルワーカー
こ み ゅ に て い そ ー し ゃ る わ ー か ー

とは、「地域
ち い き

において支援
し え ん

を必要
ひつよう

と

する人々
ひとびと

の生活圏
せいかつけん

や人間
にんげん

関係
かんけい

など、環境面
かんきょうめん

を重視
じゅうし

した援助
えんじょ

を行う
おこな 

とともに、地域
ち い き

を基盤
き ば ん

と

する活動
かつどう

やサービス
さ ー び す

を発見
はっけん

して支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
じん

に結びつける
むす       

ことや、新た
あ ら た

なサービス
さ ー び す

の開発
かいはつ

や公的
こうてき

制度
せ い ど

との関係
かんけい

の調整
ちょうせい

などを行
おこな

う専門
せんもん

知識
ち し き

を有する
ゆう    

もの」としています。 

 

 

【さ行
ぎょう

】 

 

■サービス
さ ー び す

の自己
じ こ

評価
ひょうか

 

問題点
もんだいてん

を改善
かいぜん

し、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図る
はか  

ことができるように、サービス
さ ー び す

の提供者
ていきょうしゃ

である施設
し せ つ

および事
じ

業者
ぎょうしゃ

が自ら
みずか 

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の評価
ひょうか

を行う
おこな 

ことをいいます。 

 

■就労
しゅうろう

支援
し え ん

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

 

相談
そうだん

やカウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

を通して
とお    

、雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

をさまたげている原因
げんいん

を把握
は あ く

して、どの

ようにしていけばよいかの具体的
ぐたいてき

な助言
じょげん

・指導
し ど う

を行います
おこな     

。施設
し せ つ

の案内
あんない

や職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

の

紹介
しょうかい

など、一人
ひ と り

ひとりに合った
あ   

メニュー
め に ゅ ー

を提供
ていきょう

します。 

 

■障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（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

） 

この法律
ほうりつ

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の基本的
きほんてき

な理念
り ね ん

にのっとり、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

することにより、すべての国民
こくみん

が障害
しょうがい

の有無
う む

によって分け隔てられる
わ  へ だ      

ことなく、

相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合いながら
 あ     

共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

につなげることを目的
もくてき

とし

て、平成
へいせい

25年
ねん

６月
 が つ

に公布
こ う ふ

され、平成
へいせい

28年４月
がつ

１日
にち

に施行
せ こ う

されます。そして、国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

および民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

による「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差
さ

別
べつ

」を禁止
き ん し

すること、

差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

する取り組み
と  く  

について政府
せ い ふ

全体
ぜんたい

の方針
ほうしん

を示す
しめ  

「基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」を作成
さくせい

すること、
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行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

ごと、分野
ぶ ん や

ごとに障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

等
とう

を示す
しめ  

「対応
たいおう

要領
ようりょう

」・「対応
たいおう

指針
し し ん

」を作成
さくせい

することを主
おも

に定めて
さだ    

います。 

 

■「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

） 

この法律
ほうりつ

は、「障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

が障害者
しょうがいしゃ

の尊厳
そんげん

を害する
がい    

ものであり、障害者
しょうがいしゃ

の

自立
じ り つ

および社会
しゃかい

参加
さ ん か

にとって障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

することが極めて
きわ    

重要
じゅうよう

である

こと等
など

に鑑み
かんが 

、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の禁止
き ん し

、国
くに

等
とう

の責務
せ き む

、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

を受けた
う   

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい    

保護
ほ ご

及び
およ  

自立
じ り つ

の支援
し え ん

のための措置
そ ち

、養護者
ようごしゃ

に対する
たい    

支援
し え ん

のための措置
そ ち

等
とう

を定め
さだ  

ることにより、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関する
かん    

施策
せ さ く

を促進
そくしん

し、もっ

て障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

の擁護
よ う ご

に資する
し   

こと」を目的
もくてき

として、平成
へいせい

23年
ねん

６月
 が つ

に公布
こ う ふ

され、平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

１日
にち

に施行
せ こ う

されました。そして国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

従事者
じゅうじしゃ

、使用者
しようしゃ

等
など

に障害
しょうがい

のある人
ひと

への虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

等
とう

のための責務
せ き む

を課
か

すとともに、虐
ぎゃく

待
たい

を受けた
う   

と思われる
お も     

障害
しょうがい

のある人
ひと

を発見
はっけん

した者
もの

に対する
た い   

通報
つうほう

義務
ぎ む

を課す
か  

等
とう

を定めて
さだ    

いま

す。 

 

■障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

（障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

） 

この条約
じょうやく

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

および尊厳
そんげん

を保護
ほ ご

・促進
そくしん

するための包括的
ほうかつてき

・総合的
そうごうてき

な国際
こくさい

条約
じょうやく

であり、平成
へいせい

18年
ねん

12月
がつ

の第61回
だい   かい

国連
こくれん

総会
そうかい

において正式
せいしき

に採択
さいたく

されました。

わが国
くに

は平成
へいせい

19年
ねん

9月
がつ

に署名
しょめい

し、平成
へいせい

26年
ねん

１月
 が つ

20日
にち

に批准
ひじゅん

し、同年
どうねん

２月
がつ

19日
にち

に効力
こうりょく

を

発生
はっせい

しました。 

 

■障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

） 

昭和
しょうわ

35年
ねん

７月
 が つ

に公布
こ う ふ

され、身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

または知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

義務
ぎ む

等
とう

に基
もと

づく雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

のための措置
そ ち

、職 業
しょくぎょう

リハビリテ
り は び り て

ー
ー

ション
し ょ ん

の措置
そ ち

その他障害
たしょうがい

のある

人
ひと

がその能力
のうりょく

に適合
てきごう

する職 業
しょくぎょう

に就
つ

くこと等
とう

を通
つう

じてその職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

において自立
じ り つ

する

ことを促進
そくしん

するための措置
そ ち

を総合的
そうごうてき

に講
こう

じ、もつて障害
しょうがい

のある人
ひと

の職 業
しょくぎょう

の安定
あんてい

を図
はか

る

ことを目的
もくてき

としています。平成
へいせい

25年
ねん

6月
がつ

の改正
かいせい

では、雇用
こ よ う

の分野
ぶ ん や

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

と

する差別的
さべつてき

取扱い
とりあつかい

が禁止
き ん し

され、事業
じぎょう

主
ぬし

に、障害
しょうがい

のある人
ひと

が職場
しょくば

で働
はたら

くに当
あ

たっての支障
ししょう

を改善
かいぜん

するための措置
そ ち

を講
こう

ずることが義務付
ぎ む づ

けられ、平成
へいせい

28年
ねん

４月
 が つ

１日
にち

から施行
せ こ う

されま

す。また法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の算定
さんてい

基礎
き そ

の対象
たいしょう

に新
あら

たに精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

を加
くわ

えることとなり、

平成
へいせい

30年
ねん

４月
 が つ

１日
にち

から施行
せ こ う

されます。 

 

 

 



資料編
しりょうへん

 

95 

 

■障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

） 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に代
か

わる新
あら

たな法律
ほうりつ

として、「障害者
しょうがいしゃ

及び
お よ び

障害児
しょうがいじ

が基本的
きほんてき

人権
じんけん

を

享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としての尊厳
そんげん

にふさわしい日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
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、必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

に係
かかわ

る給付
きゅうふ

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

その他
た

の支援
し え ん

を総合的
そうごうてき

に行
おこな

い、もって障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び障害児
しょうがいじ

の福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

を図
はか

るとともに、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず

国民
こくみん

が相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

す

ること」を目的
もくてき

として、平成
へいせい

25年
ねん

４月
 が つ

１日
ついたち

に施行
せ こ う

されました。難病
なんびょう

患者
かんじゃ

も対象
たいしょう

にして、

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

を創設
そうせつ

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

として、①重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

の対象
たいしょう

拡大
かくだい

（「重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

等
とう

であって常時
じょうじ

介護
か い ご

を要
よう

する障害者
しょうがいしゃ

として厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

で

定
さだ

めるもの」とする） ②共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
か い ご

（ケアホーム
け あ ほ ー む

）の共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

）

への一元化
いちげんか

 ③地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

の対象
たいしょう

拡大
かくだい

 ④地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の拡大
かくだい

（地域
ち い き

社会
しゃかい

におけ

る障害
しょうがい

のある人に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるための普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

を行
おこな

う

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
など

を行
おこな

う者
もの

を養成
ようせい

する事業
じぎょう

等
とう

）等
とう

が拡充
かくじゅう

されました。 

 

■小地域
しょうちいき

ネットワーク
ね っ と わ ー く

活動
かつどう

 

校区
こ う く

（地区
ち く

）を単位
た ん い

に、高齢者
こうれいしゃ

や障害
しょうがい

のある方
かた

、子
こ

育
そだ

て中
ちゅう

の保護者
ほ ご し ゃ

などで援護
え ん ご

を必要
ひつよう

とする人
じん

を対象
たいしょう

に進
すす

められている高齢者
こうれいしゃ

ふれあいサロン
さ ろ ん

や子育
こ そ だ

てサロン
さ ろ ん

など、地域
ち い き

住民
じゅうみん

による助
たす

け合
あ

いや支
ささ

え合
あ

いの活動
かつどう

のことをいいます。 

 

■成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

認知症
にんちしょう

、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

等
とう

の理由
りゆう

で判断
はんだん

能 力
のうりょく

の不十分
ふじゅうぶん

な方々
かたがた

は、不動産
ふどうさん

や

預貯金
よちょきん

等
とう

の財産
ざいさん

を管理
かんり

したり、身
み

のまわりの世話
せ わ

のために介護
かいご

などのサービス
さ ー び す

や施設
しせつ

へ

の入 所
にゅうしょ

に関
かん

する契約
けいやく

を結
むす

んだりすることが 難
むずか

しい場合
ばあい

があります。また、自分
じぶん

には

不利益
ふ り え き

な契約
けいやく

であっても、よく判断
はんだん

ができずに契約
けいやく

を結
むす

んでしまうなどの恐
おそ

れがありま

す。成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等
とう

（成年
せいねん

後見人
こうけんにん

・保
ほ

佐人
さにん

・補助人
ほじょにん

）が本人
ほんにん

の利益
りえき

を考
かんが

えながら、本人
ほんにん

に

代理
だいり

して契約
けいやく

などの法律
ほうりつ

行為
こうい

をしたり、本人
ほんにん

が自分
じぶん

で法律
ほうりつ

行為
こうい

をするときに同意
どうい

を与
あた

え

たり、本人
ほんにん

が同意
どうい

を得
え

ないでした不利益
ふ り え き

な法律
ほうりつ

行為
こうい

を後
あと

から取
と

り消
け

したりすることによ

って本人
ほんにん

を保護
ほ ご

・支援
しえん

するのが成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

です。 

 

■相談
そうだん

支援
し え ん

 

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

やその家族
かぞく

等
とう

からの相談
そうだん

に応
おう

じて、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

や助言
じょげん

、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の利用
りよう

支援
しえん

等
とう

を行
おこな

うサービス
さ ー び す

です。 
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【た行
ぎょう

】 

 

■第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の利用者
りようしゃ

が、質
しつ

の高
たか

いサービス
さ ー び す

を選択
せんたく

できる

ように、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が提供
ていきょう

するサービス
さ ー び す

の質
しつ

を当事者
とうじしゃ

である事業者
じぎょうしゃ

および利用者
りようしゃ

以外
い が い

の

公正
こうせい

・中立
ちゅうりつ

な第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

が、専門的
せんもんてき

かつ客観的
きゃくかんてき

な立場
た ち ば

から評価
ひょうか

することをいいます。 

 

■地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

または児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している障害
しょうがい

のある人
ひと

、精神科
せいしんか

病院
びょういん

に

入院
にゅういん

している精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

に、住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

その他
た

の地域
ち い き

における生活
せいかつ

に

移行
い こ う

するための活動
かつどう

に関
かん

する相談
そうだん

、地域
ち い き

移行
い こ う

のための障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

への

同行
どうこう

支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

います。 

 

■地域
ち い き

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

働く
はたらく

意欲
い よ く

がありながら、年
ねん

齢
れい

、障害
しょうがい

、ひとり親等
おやとう

の理由
り ゆ う

により就労
しゅうろう

が実現
じつげん

できずにい

る方
かた

を対象
たいしょう

に、就 職
しゅうしょく

に向
む

けた相談
そうだん

や各種
かくしゅ

能力
のうりょく

開発
かいはつ

セミナー
せ み な ー

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うとと

もに、ハローワーク
は ろ ー わ ー く

などにつなぎます。相談
そうだん

は、地域
ち い き

就労
しゅうろう

支援
し え ん

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

が面接
めんせつ

等
とう

の方法
ほうほう

により、相談者
そうだんしゃ

と共
とも

に考
かんが

え、一人
ひ と り

ひとりに応
おう

じた助言
じょげん

・提案
ていあん

、各就労
かくしゅうろう

支援
し え ん

施設
し せ つ

の

紹介
しょうかい

、求人
きゅうじん

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

い、雇用
こ よ う

就労
しゅうろう

に向
む

けて支援
し え ん

します。大東市
だいとうし

では３カ所
 か し ょ

に

設置
せ っ ち

されています。 

 

■地域
ち い き

福祉
ふ く し

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

や経済的
けいざいてき

に困
こま

っている人
ひと

など、特定
とくてい

の人
ひと

を支援
し え ん

するのではなく、地域
ち い き

の誰
だれ

もが自分
じ ぶ ん

らしく、よりよく生
い

きることができるよう、また、様々
さまざま

な生活
せいかつ

課題
か だ い

の解決
かいけつ

に向
む

け

て、行政
ぎょうせい

をはじめ地域
ち い き

住民
じゅうみん

、地域
ち い き

団体
だんたい

、サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

、企業
きぎょう

等
とう

の様々
さまざま

な主体
しゅたい

が

協働
きょうどう

して、必要
ひつよう

な保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の整備
せ い び

や総合化
そうごうか

、開発
かいはつ

を図
はか

るとともに、個性
こ せ い

豊
ゆた

かで活力
かつりょく

に満
み

ちた住
す

み続
つづ

けたい地域
ち い き

づくりを、その地域
ち い き

の実情
じつじょう

に合
あ

った活動
かつどう

として進
すす

め、その成果
せ い か

を次
つぎ

に生
い

かすという絶
た

え間
ま

のない取
と

り組
く

みのことをいいます。 

 

■地域
ち い き

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

が住
す

み慣
な

れた所
ところ

で、そこに住
す

む人々
ひとびと

と共
とも

に、生涯
しょうがい

安全
あんぜん

にいき

いきとした生活
せいかつ

が送
おく

れるように、医療
いりょう

や保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

および生活
せいかつ

にかかわるあらゆる人々
ひとびと

の

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

の立場
た ち ば

に立
た

った活動
かつどう

のことをいいます。 
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■特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で い ね ー た ー

 

各学校
かくがっこう

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

のため、主
おも

に、校内
こうない

委員会
いいんかい

・校内
こうない

研修
けんしゅう

の企画
き か く

・

運営
うんえい

、関係
かんけい

諸機関
しょきかん

・学校
がっこう

との連絡
れんらく

・調整
ちょうせい

、保護者
ほ ご し ゃ

からの相談
そうだん

窓口
まどぐち

などの役割
やくわり

を担
にな

う専門
せんもん

職
しょく

を担
にな

う教員
きょういん

のこと。 

 

■閉
と

じこもり 

高齢者
こうれいしゃ

の場合
ば あ い

、閉
と

じこもりが問題
もんだい

となっています。閉
と

じこもりとは、特
とく

に病気
びょうき

もないの

に、家
いえ

等
とう

から出
で

ないなど、活動的
かつどうてき

な生活
せいかつ

をしていないことをいいます。老化
ろ う か

に伴
ともな

い心身
しんしん

機能
き の う

の低下
て い か

から閉
と

じこもりがちになりやすく、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

の観点
かんてん

からもこのような高齢者
こうれいしゃ

の生
い

き

がいを高
たか

め心身
しんしん

機能
き の う

の維持
い じ

・向上
こうじょう

を図
はか

ることが必要
ひつよう

になっています。 

 

 

【な行
ぎょう

】 

 

■内部
な い ぶ

障害
しょうがい

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

に定
さだ

められた身体
しんたい

障害
しょうがい

のうち、心臓
しんぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

、じん臓
ぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

、

呼吸器
こきゅうき

機能
き の う

障害
しょうがい

、ぼうこう・直 腸
ちょくちょう

機能
き の う

障害
しょうがい

、小 腸
しょうちょう

機能
き の う

障害
しょうがい

、ヒト
ひ と

免疫
めんえき

不全
ふ ぜ ん

ウイルス
う い る す

による免疫
めんえき

機能
き の う

障害
しょうがい

、肝臓
かんぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

の7つの障害
しょうがい

の総称
そうしょう

です。 

 

■認定
にんてい

こども園
えん

 

教育
きょういく

・保育
ほ い く

を一体的
いったいてき

に行
おこな

う施設
し せ つ

で、いわば幼稚園
ようちえん

と保育所
ほいくしょ

の両方
りょうほう

の良
よ

さを併
あわ

せ持
も

っ

ている施設
し せ つ

です。就学前
しゅうがくまえ

の子
こ

どもに幼児
よ う じ

教育
きょういく

・保育
ほ い く

を提供
ていきょう

する機能
き の う

、および地域
ち い き

にお

ける子育
こ そ だ

て支援
し え ん

を行
おこな

う機能
き の う

を備
そな

え､認定
にんてい

基準
きじゅん

を満
みた

たす施設
し せ つ

は､都道府県
と ど う ふ け ん

等
とう

から認定
にんてい

を受
う

け

ることができます｡ 

 

■ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

 

直訳
ちょくやく

すると「普通
ふ つ う

なものにすること」という意味
い み

で、障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

など社会的
しゃかいてき

に不利
ふ り

を受
う

けやすい人々
ひとびと

が、社会
しゃかい

の中
なか

で他
た

の人々
ひとびと

と同
おな

じように普通
ふ つ う

の生活
せいかつ

を送
おく

ることがで

きる社会
しゃかい

こそ普通
ふ つ う

の社会
しゃかい

であるという考
かんが

え方
かた

のことです。 
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【は行
ぎょう

】 

 

■発達
はったつ

障害
しょうがい

 

ＡＤＤ
えーでーでー

（ＡＤＨＤ
えーでーえいちでー

）－注意
ちゅうい

欠陥
けっかん

障害
しょうがい

（注意
ちゅうい

欠陥
けっかん

・多動
た ど う

性
せい

障害
しょうがい

）、ＬＤ
えるでー

－学習
がくしゅう

障害
しょうがい

、

アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症候群
しょうこうぐん

・高機能
こうきのう

自閉症
じへいしょう

等
とう

を発達
はったつ

障害
しょうがい

といいます。ＡＤＤ
えーでーでー

（ＡＤＨＤ
えーでーえいちでー

）は

不注意
ふちゅうい

と多動
た ど う

（衝動
しょうどう

）性
せい

の症 状
しょうじょう

が主
おも

な発達
はったつ

障害
しょうがい

で、ＬＤ
えるでー

は読
よ

む、話
はな

す、書
か

く、聞
き

く、

計算
けいさん

する等
とう

を正確
せいかく

にできにくいなど、学習
がくしゅう

能力
のうりょく

に問題
もんだい

がある障害
しょうがい

です。アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症候群
しょうこうぐん

・高機能
こうきのう

自閉症
じへいしょう

は、知的
ち て き

には遅れ
お く れ

はないが自閉症
じへいしょう

と共通
きょうつう

する症 状
しょうじょう

が認
みと

められ、

自分
じ ぶ ん

の興味
きょうみ

のあることだけを一方的
いっぽうてき

に話
はな

すなど、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の問題
もんだい

が見受
み う

けら

れます。 

平成
へいせい

16年
ねん

12月
がつ

10日
にち

に公布
こ う ふ

、平成
へいせい

17年
ねん

４月
 が つ

１日
ついたち

に施行
せ こ う

された「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

」

では、発達
はったつ

障害
しょうがい

の定義
て い ぎ

として、広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障害
しょうがい

（自閉症
じへいしょう

、アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症候群
しょうこうぐん

等
とう

）、学習
がくしゅう

障害
しょうがい

、注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障害
しょうがい

の３つと、これらに類
るい

するもので、通常
つうじょう

低年齢
ていねんれい

で発現
はつげん

し、

日常
にちじょう

生活
せいかつ

に制限
せいげん

を及
およ

ぼす脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

をあげ、発達
はったつ

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

や発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する早期
そ う き

支援
し え ん

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

について定
さだ

めるとともに、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

の明確化
めいかくか

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

・調整
ちょうせい

、相談
そうだん

・支援
し え ん

の中心的
ちゅうしんてき

役割
やくわり

を果
は

たす発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

への支援
し え ん

等
とう

を盛
も

り込
こ

んでいます。 

 

■パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

 

市
し

の基本的
きほんてき

な施策
せさく

に関
かん

する計画
けいかく

などを策定
さくてい

するにあたって、事前
じぜん

に内容
ないよう

を公 表
こうひょう

して

市民
しみん

の皆
みな

さんから意見
いけん

を募集
ぼしゅう

し、それらを踏
ふ

まえて決定
けってい

するとともに、提 出
ていしゅつ

された意見
いけん

とその意見
いけん

に対
たい

する市
し

の考
かんが

え方
かた

を公 表
こうひょう

する一連
いちれん

の手続
てつづ

きをいいます。 

 

■バリアフリー
ば り あ ふ り ー

 

公共
こうきょう

の建物
たてもの

や道路
ど う ろ

、個人
こ じ ん

の住宅
じゅうたく

等
とう

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

をはじめだれも

が安心
あんしん

して利用
り よ う

できるように配慮
はいりょ

した生活
せいかつ

空間
くうかん

のあり方
かた

のこと。具体的
ぐたいてき

には車
くるま

いすでも

通
とお

ることができるように道路
ど う ろ

や廊下
ろ う か

の幅
はば

を広
ひろ

げたり、段差
だ ん さ

を解
かい

消
しょう

したり、手
て

すりを設置
せ っ ち

し

たりすることをいいます。また、物理的
ぶつりてき

な障壁
しょうへき

だけではなく、社会
しゃかい

参加
さ ん か

への障壁
しょうへき

の排除
はいじょ

等
とう

心理的
しんりてき

、制度的
せいどてき

な意味
い み

でも用
もち

いられます。 

 

■引
ひ

きこもり 

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

国立
こくりつ

精神
せいしん

・神経
しんけい

センター
せ ん た ー

精神
せいしん

保健
ほ け ん

研究所
けんきゅうじょ

社会
しゃかい

復帰部
ふ っ き ぶ

によると、引
ひ

きこもり

とは「様々
さまざま

な要因
よういん

によって社会的
しゃかいてき

な参加
さ ん か

の場面
ば め ん

がせばまり、就労
しゅうろう

や就学
しゅうがく

などの自宅
じ た く

以外
い が い

での生活
せいかつ

の場
ば

が長期
ちょうき

にわたって失
うしな

われている状態
じょうたい

」と定義
て い ぎ

しています。 
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■フォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

 

後
あと

まで面倒
めんどう

をみることをいいます。 

 

■法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

 

｢
「

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

）｣
」

に、民間
みんかん

企業
きぎょう

、国
くに

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、一定
いってい

の雇用率
こようりつ

に相当
そうとう

する数
かず

以上
いじょう

の身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

または知的
ち て き

障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

を雇用
こ よ う

しなければならないと定
さだ

められており、その雇用率
こようりつ

を法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

といいます。

一
いっ

般
ぱん

の民間
みんかん

企業
きぎょう

は2.0 %
ぱーせんと

、国
くに

・地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

・特殊
とくしゅ

法人
ほうじん

は2.3 ％
ぱーせんと

、都道府県
と ど う ふ け ん

等
とう

の教育
きょういく

委員会
いいんかい

は2.2 ％
ぱーせんと

となっています。身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

に加
くわ

えて、精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

（精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

保持者
ほ じ し ゃ

）も各企業
かくきぎょう

の雇用率
こようりつ

の算定
さんてい

対象
たいしょう

になっ

ています。また、障害
しょうがい

のある人
ひと

を雇用
こ よ う

しなければならない事業
じぎょう

主
ぬし

の範囲
は ん い

が従業員
じゅうぎょういん

50人
にん

以上
いじょう

となっています。 

 

 

【や行
ぎょう

】 

 

■ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

 

性別
せいべつ

や年齢
ねんれい

、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、すべての人
ひと

が利用
り よ う

可能
か の う

なように、常
つね

によりよ

いものに改良
かいりょう

していこうという考
かんが

え方
かた

です。また、施設
し せ つ

や設備
せ つ び

に限
かぎ

らず、誰
だれ

もが生活
せいかつ

し

やすいような社会
しゃかい

システム
し す て む

を含
ふく

めて広
ひろ

く用
もち

いられることもあります。 

 

 

【ら行
ぎょう

】 

 

■ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

 

人生
じんせい

の段階
だんかい

区分
く ぶ ん

のこと。幼少
ようしょう

年期
ね ん き

、青
せい

年期
ね ん き

、壮年期
そうねんき

、高齢期
こうれいき

をいいます。また、母子
ぼ し

保健
ほ け ん

では思春期
ししゅんき

、妊娠
にんしん

・出産期
しゅっさんき

、更
こう

年期
ね ん き

、高齢期
こうれいき

ともいい、各期
か く き

の区分
く ぶ ん

はさまざまです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第
だい

４次
じ

大東市
だいとういち

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

 

～障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず一人
ひ と り

ひとりの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊
そん

重
ちょう

し、 

すべての人
ひと

が共
とも

に支
ささ

えあい共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

をめざして～ 

平成
へいせい

28（2016）年
ねん

３月
がつ
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