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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 

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 

第
だい

１節
せつ

 計画
けいかく

の趣旨
し ゅ し

 

 

１ 概要
がいよう

・目的
もくてき

 

障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが住
す

みやすいと感
かん

じることのできる社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた

国際的
こくさいてき

な取
と

り組
く

みとして、「完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平 等
びょうどう

」をテーマとする「国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

」（昭和
しょうわ

56

年
ねん

）や、それに続
つづ

く「国連
こくれん

・障害者
しょうがいしゃ

の十 年
じゅうねん

」を契機
け い き

に、障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

のあり方
かた

は大
おお

き

く変化
へ ん か

してきています。 

国内
こくない

の動
うご

きとしては、平成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

に「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

（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。）」を制定
せいてい

し、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の

具体的
ぐたいてき

な枠
わく

組
ぐ

み等
とう

を定
さだ

め、平成
へいせい

24年
ねん

6月
がつ

に制定
せいてい

した「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。）」では、

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

の受 注
じゅちゅう

の機会
き か い

を確保
か く ほ

し、障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

で 就
しゅう

労
ろう

する障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

の促進
そくしん

を図
はか

るための必要
ひつよう

な事項
じ こ う

等
とう

を定
さだ

めています。また、平成
へいせい

25年
ねん

4月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」

を抜本的
ばっぽんてき

に見
み

直
なお

し、障害者
しょうがいしゃ

の範囲
は ん い

に難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

を追加
つ い か

するなど障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

の拡 充
かくじゅう

が図
はか

られ

たことにあわせて、法律名
ほうりつめい

を「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

（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。）」へ変更
へんこう

しました。 

さらに、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

を保
ほ

証
しょう

し、障害者
しょうがいしゃ

固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊 重
そんちょう

を促進
そくしん

する

ことを目的
もくてき

として、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の実現
じつげん

のための措置
そ ち

等
とう

について定
さだ

める「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

」について、平成
へいせい

26年
ねん

1月
がつ

に批准
ひじゅん

し、同年
どうねん

2月
がつ

に同条約
どうじょうやく

は我
わ

が国
くに

において効 力
こうりょく

が 生
しょう

じました。 

近年
きんねん

の動
うご

きとしては、「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
かん

する法律
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。）」が平成
へいせい

28年
ねん

度
ど

より施行
し こ う

されるとともに、「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

（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。）」の改正
かいせい

により障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進
すいしん

の

ための基本的
きほんてき

な方針
ほうしん

が示
しめ

されました。また、平成
へいせい

30年
ねん

4月
がつ

に児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

が改
かい

正
せい

され、専門
せんもん

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、多様化
た よ う か

する障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

のニーズにきめ細
こま

かく対応
たいおう

することを定
さだ

めた

「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の策定
さくてい

が義
ぎ

務
む

付
つ

けられました。 

本 町
ほんちょう

では、平成
へいせい

28年
ねん

3月
がつ

に「第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（以下
い か

「前計画
ぜんけいかく

」という。）」

を策定
さくてい

し、「支
ささ

えあい ともに暮
く

らそう 私
わたし

のまち おおいずみ」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に、すべて

の障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

すとともに、障 害
しょうがい

の有無
う む

や、年齢
ねんれい

・性別
せいべつ

にかかわ

らず、すべての町 民
ちょうみん

がともに住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、安心
あんしん

して暮
く

らせるよう各種
かくしゅ

施策
し さ く

の推進
すいしん

に

取
と

り組
く

んでいます。 

一方
いっぽう

、町 内
ちょうない

の障害者
しょうがいしゃ

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、障害者
しょうがいしゃ

や家族
か ぞ く

などの高齢化
こうれいか

、障 害
しょうがい

の重度化
じゅうどか

・
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重複化
ちょうふくか

などに起因
き い ん

した新
あら

たな課題
か だ い

も 生
しょう

じてきています。 

こうした背景
はいけい

を踏
ふ

まえて、前計画
ぜんけいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を引
ひ

き継
つ

ぎ発展
はってん

させるとともに、さらに国
くに

の

動向
どうこう

にあわせて、本 町
ほんちょう

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し 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

するための指針
し し ん

として

「第六次
だいろくじ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（以下
い か

「本計画
ほんけいかく

」という。）を策定
さくてい

します。 

 

２ 策定
さくてい

方針
ほうしん

 

本計画
ほんけいかく

は、以下
い か

に示
しめ

す 5点
てん

の策定
さくてい

方針
ほうしん

に基
もと

づき策定
さくてい

します。 

（1）障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

・療 育
りょういく

手帳
てちょう

・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

）及
およ

び

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
いりょうひ

（精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

）受給者
じゅきゅうしゃ

、難 病
なんびょう

見舞
み ま い

金
きん

受給者
じゅきゅうしゃ

へのアンケート調査
ちょうさ

を基
もと

に、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

実態
じったい

や福祉
ふ く し

サービスのニーズ等
とう

を把握
は あ く

し計画
けいかく

に反映
はんえい

します。 

（2）無作為
む さ く い

で 抽
ちゅう

出
しゅつ

した障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

を受
う

けていない 20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

を対 象
たいしょう

とした

アンケート調査
ちょうさ

を基
もと

に、共 生
きょうせい

社会
しゃかい

への意識
い し き

等
とう

の把握
は あ く

を 行
おこな

い、計画
けいかく

に反映
はんえい

します。 

（3）前計画
ぜんけいかく

の計画期
けいかくき

間 中
かんちゅう

に、「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」や「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

」、その他
た

関連
かんれん

法令
ほうれい

の改正
かいせい

があったことを踏
ふ

まえ策定
さくてい

します。 

（4）パブリックコメントの実施
じ っ し

や社会
しゃかい

福祉
ふ く し

・障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

からなる本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

するなど、町 民
ちょうみん

等
とう

より広
ひろ

く意見
い け ん

を聴 取
ちょうしゅ

し、計画
けいかく

に反映
はんえい

します。 

（5）第
だい

6期
き

大泉町
おおいずみまち

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

2期
き

大泉町
おおいずみまち

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を前期
ぜ ん き

実施
じ っ し

計画
けいかく

と位
い

置
ち

づけ、本計画
ほんけいかく

と一体的
いったいてき

に策定
さくてい

します。 

 

３ 計画
けいかく

の位
い

置
ち

づけ 

本 町
ほんちょう

では、最 上
さいじょう

位
い

計画
けいかく

である、「大泉町
おおいずみまち

みらい創造
そうぞう

羅針盤
らしんばん

～大泉町
おおいずみまち

総合
そうごう

計画
けいかく

2019～

（以下
い か

「総合
そうごう

計画
けいかく

」という。）」（平成
へいせい

31年
ねん

3月
がつ

策定
さくてい

）の将 来
しょうらい

都市像
と し ぞ う

『住
す

んでみたい 住
す

み続
つづ

けたいまち おおいずみ ～みんなで創
つく

る 個性
こ せ い

輝
かがや

き、希望
き ぼ う

あふれるまち～』の実現
じつげん

のため、

まちづくりを総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

しているなかで、保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

に関
かん

する基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

を「誰
だれ

もが支
ささ

え合
あ

い、健康
けんこう

で 心
こころ

豊
ゆた

かに暮
く

らせるまち」として実施
じ っ し

計画
けいかく

に基
もと

づく各施策
かくしさく

に取
と

り組
く

んでいます。 

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

は、総合
そうごう

計画
けいかく

の施策
し さ く

目 標
もくひょう

実現
じつげん

のための部門
ぶ も ん

別
べつ

計画
けいかく

である「第二次
だ い に じ

大泉町
おおいずみまち

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・大泉町
おおいずみまち

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

計画
けいかく

」（平成
へいせい

30年
ねん

3月
がつ

策定
さくてい

）を踏
ふ

まえ、本 町
ほんちょう

の障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

全般
ぜんぱん

を総合的
そうごうてき

・計画的
けいかくてき

に定
さだ

めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 



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 

3 

第
だい

２節
せつ

 計画
けいかく

の期間
き か ん

 

 

この計画
けいかく

の期間
き か ん

は、令和
れ い わ

3年
ねん

度
ど

～令和
れ い わ

8年
ねん

度
ど

までの 6 か年
ねん

とします。 

ただし、国
くに

、県
けん

の動向
どうこう

や、社会
しゃかい

情 勢
じょうせい

の変化
へ ん か

に即
そく

し必要
ひつよう

に応
おう

じて見
み

直
なお

しを 行
おこな

います。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 令和

30
年度

元
年度

2
年度

3
年度

4
年度

5
年度

6
年度

7
年度

8
年度

･････

･････ ･････

大泉町みらい創造羅針盤～大泉町総合計画2019～

実施計画
3年間(2019年度～2021年度)

実施計画
4年間(2022年度～2025年度)

上位計画

第二次大泉町地域福祉計画・大泉町地域福祉活動計画

5年間（2018年度～2022年度） ･････

障害者関係
計画

　 第六次大泉町障害者基本計画

第5期大泉町障害福祉計画 第6期大泉町障害福祉計画 第7期大泉町障害福祉計画

第1期大泉町障害児福祉計画 第2期大泉町障害児福祉計画 第3期大泉町障害児福祉計画

第五次大泉町障害者基本計画

関連計画

第7期大泉町高齢者

保健福祉計画

第8期大泉町高齢者
保健福祉計画

第9期大泉町高齢者
保健福祉計画

第2期大泉町子ども・子育て支援事業計画 ･････

大泉町人権教育・啓発に関する基本計画

大泉町子ども・
子育て支援事業計画

第二次元気タウン大泉健康21計画 ･････

年度

項目

障害者総合支援法



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく

 

 

 

4 

第
だい

２ 章
しょう

 計画
けいかく

の背景
はいけい

 

第
だい

１節
せつ

 障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く社会的
しゃかいてき

な動向
どうこう

 

 

年月
ねんげつ

 国
くに

 群馬県
ぐんまけん

 大泉町
おおいずみまち

 

平成
へいせい

24年
ねん

 

・「地域
ち い き

社会
しゃかい

における共 生
きょうせい

の

実現
じつげん

に向
む

けて新
あら

たな 障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を講
こう

ずるための

関係
かんけい

法律
ほうりつ

の 整備
せ い び

に 関
かん

す る

法律
ほうりつ

」成立
せいりつ

 

・「 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

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」へ改正
かいせい

（平成
へいせい

25年
ねん

4月
がつ

施行
し こ う

） 

・「 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

」

制定
せいてい

 

・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

）の

策定
さくてい

 

  

平成
へいせい

25年
ねん

 

・「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」施行
し こ う

 

・「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」成立
せいりつ

（平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

施行
し こ う

） 

・「 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」改正
かいせい

（平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

施行
し こ う

） 

  

平成
へいせい

26年
ねん

 

・「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

 

・「精神
せいしん

保健
ほ け ん

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する法律
ほうりつ

の一部
い ち ぶ

を

改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」の施行
し こ う

 

（平成
へいせい

26年
ねん

4月
がつ

） 

  

平成
へいせい

27年
ねん

 

・「難 病
なんびょう

の患者
かんじゃ

に対
たい

する医療費
いりょうひ

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」の施行
し こ う

（平成
へいせい

27年
ねん

1月
がつ

） 

・群馬県
ぐんまけん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・第
だい

4期
き

群馬県
ぐんまけん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

バリア

フリーぐんま障害者
しょうがいしゃ

プラン

6（平成
へいせい

27年
ねん

度
ど

～平成
へいせい

29年
ねん

度
ど

） 

・第
だい

4期
き

大泉町
おおいずみまち

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

（平成
へいせい

27年
ねん

度
ど

～平成
へいせい

29年
ねん

度
ど

） 

平成
へいせい

28年
ねん

 

・「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
し こ う

（平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

） 

・「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

の一部
い ち ぶ

を

改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」の施行
し こ う

（平成
へいせい

28年
ねん

8月
がつ

） 

 ・ 第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（平成
へいせい

28年
ねん

度
ど

～平成
へいせい

32年
ねん

度
ど

） 

平成
へいせい

30年
ねん

 

・障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

4次
じ

）の

策定
さくてい

（平成
へいせい

30年
ねん

3月
がつ

） 

・「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

の 一部
い ち ぶ

を 改正
かいせい

す る

・群馬県
ぐんまけん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・第
だい

5期
き

群馬県
ぐんまけん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

バリア

フリーぐんま障害者
しょうがいしゃ

プラン

7（平成
へいせい

30年
ねん

度
ど

～令和
れ い わ

2年
ねん

度
ど

） 

・第
だい

5期
き

大泉町
おおいずみまち

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び 第
だい

1 期
き

大泉町
おおいずみまち

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（平成
へいせい

30年
ねん

度
ど

～令和
れ い わ

2年
ねん

度
ど

） 



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 

5 

法律
ほうりつ

」の施行
し こ う

（平成
へいせい

30年
ねん

4月
がつ

） 

・「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の 円滑化
えんかつか

の 促進
そくしん

に 関
かん

す る

法律
ほうりつ

」の施行
し こ う

（平成
へいせい

30年
ねん

11月
がつ

） 

令和
れ い わ

2

年
ねん

 

・「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

に関
かん

す

る 法律
ほうりつ

の 一部
い ち ぶ

を 改正
かいせい

す る

法律
ほうりつ

」の施行
し こ う

（令和
れ い わ

2年
ねん

4月
がつ

） 

  

令和
れ い わ

3

年
ねん

 
 

・群馬県
ぐんまけん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・第
だい

6期
き

群馬県
ぐんまけん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

バリア

フリーぐんま障害者
しょうがいしゃ

プラン

8（令和
れ い わ

3年
ねん

度
ど

～令和
れ い わ

8年
ねん

度
ど

） 

・ 第六次
だいろくじ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（令和
れ い わ

3年
ねん

度
ど

～令和
れ い わ

8年
ねん

度
ど

） 

・第
だい

6期
き

大泉町
おおいずみまち

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び 第
だい

2 期
き

大泉町
おおいずみまち

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（令和
れ い わ

3年
ねん

度
ど

～令和
れ い わ

5年
ねん

度
ど

） 
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第
だい

２節
せつ

 大泉町
おおいずみまち

の概要
がいよう

 

 

１ 人口
じんこう

の動向
どうこう

 

人口
じんこう

の動向
どうこう

をみると、平成
へいせい

28年
ねん

の本 町
ほんちょう

の総人口
そうじんこう

は 41,462人
にん

でしたが、令和
れ い わ

2年
ねん

では41,891

人
にん

と 4年
ねん

間
かん

で 429人
にん

の増加
ぞ う か

となっています。 

年齢
ねんれい

3区
く

分
ぶん

別
べつ

人口
じんこう

比率
ひ り つ

を比較
ひ か く

すると、年 少
ねんしょう

人口
じんこう

や生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

が減 少
げんしょう

傾向
けいこう

となっている

一方
いっぽう

で、高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっており、令和
れ い わ

2年
ねん

の高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

を平成
へいせい

28年
ねん

と比
くら

べると

799人
にん

増加
ぞ う か

しています。 
 

■人口
じんこう

の状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢
ねんれい

3区
く

分
ぶん

別
べつ

人口
じんこう

比率
ひ り つ

の状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

（各年
かくねん

10月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

） 

5,395 5,372 5,343 5,368 5,254

27,341 27,705 27,291 27,181 27,112

8,726 8,948 9,123 9,309 9,525

41,462 42,025 41,757 41,858 41,891

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

（人）

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

13.0% 12.8% 12.8% 12.8% 12.5%

66.0% 65.9% 65.4% 65.0% 64.8%

21.0% 21.3% 21.8% 22.2% 22.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 高齢者人口（65歳以上）



第
だい

２章
しょう

 計
けい

画
かく

の背
はい

景
けい
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２ 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の 状 況
じょうきょう

 

（1）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

の 状 況
じょうきょう

 

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

の 状 況
じょうきょう

をみると、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

はほぼ横
よこ

ばい、療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は約
やく

1.3倍
ばい

、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

は約
やく

1.9倍
ばい

の伸
の

びとなってい

ます。近年
きんねん

では、特
とく

に精神
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

の増加
ぞ う か

が大
おお

きくなっており、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

は平成
へいせい

27年
ねん

度
ど

と比
くら

べると精神
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

所持者
しょじしゃ

は 131人
にん

の増加
ぞ う か

で、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

全体
ぜんたい

では 228人
にん

の増加
ぞ う か

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

の 状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,188 1,201 1,174 1,205 1,225

233 250 279 285 293

154 171 210
241

2851,575 1,622 1,663
1,731

1,803

0

400

800

1,200

1,600

2,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
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（2）身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の 状 況
じょうきょう

 

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

の 状 況
じょうきょう

をみると、0歳
さい

～17歳
さい

および 18歳
さい

～64歳
さい

は減 少
げんしょう

傾向
けいこう

に

あるのに対
たい

し、65歳
さい

以上
いじょう

では増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の 65歳
さい

以上
いじょう

の手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、44人
にん

増加
ぞ う か

しており、67.1％を占
し

めています。 

また、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

の障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

をみると、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

は平成
へいせい

28年
ねん

度
ど

から平成
へいせい

29年
ねん

度
ど

にかけ減 少
げんしょう

しましたが、その後
ご

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっており、音声
おんせい

・言語
げ ん ご

・そしゃく

機能
き の う

障 害
しょうがい

は平成
へいせい

30年
ねん

度
ど

までは減 少
げんしょう

傾向
けいこう

でしたが、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

は増加
ぞ う か

しています。また、

視覚
し か く

障 害
しょうがい

、聴 覚
ちょうかく

・平衡
へいこう

機能
き の う

障 害
しょうがい

、内部
な い ぶ

障 害
しょうがい

では増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっています。令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の身体
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

に占
し

める割合
わりあい

では、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が 50.4％、内部
な い ぶ

障 害
しょうがい

が 33.2％

となっています。  
■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
しょじしゃ

の年齢
ねんれい

別
べつ

状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■身体
しんたい

障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

の 状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

視覚障害 68 68 69 79 79

聴覚・平衡機能障害 104 102 102 110 112

音声・言語・そしゃく機能障害 11 10 7 7 9

肢体不自由 635 640 612 616 618

内部障害 370 381 384 393 407

計 1,188 1,201 1,174 1,205 1,225

23 24 19 16 17

387 398 378 386 386

778 779 777 803 822

1,188 1,201 1,174 1,205 1,225

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

０歳～17歳 18歳～64歳 65歳以上
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（3）知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の 状 況
じょうきょう

 

療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の 状 況
じょうきょう

をみると、18歳
さい

未満
み ま ん

、18歳
さい

以上
いじょう

とも増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっていま

す。総数
そうすう

に占
し

める割合
わりあい

では、18歳
さい

未満
み ま ん

は平成
へいせい

27年
ねん

度
ど

に30.0％でしたが、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

は35.5％

となっています。 

また、等
とう

級 別
きゅうべつ

では軽度
け い ど

の知的
ち て き

障 害
しょうがい

が 最
もっと

も多
おお

く増加
ぞ う か

しており、47人
にん

増
ぞう

となっています。 
 

■療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の年齢
ねんれい

別
べつ

状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の等
とう

級 別
きゅうべつ

状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

70 82 93 99 104

163
168

186 186 189

233
250

279 285 293

0

50

100

150

200

250

300

350

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

18歳未満 18歳以上

87 87 89 87 91

69 76 86 80 78

77
87

104 118 124
233

250

279 285 293

0

50

100

150

200

250

300

350

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

重度（最重度） 中度 軽度



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく

 

 

 

10 

（4）精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の 状 況
じょうきょう

 

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

の 状 況
じょうきょう

をみると、各等級
かくとうきゅう

ともおよそ 2倍
ばい

程度
て い ど

増加
ぞ う か

しており、人数
にんずう

について比較
ひ か く

すると、全体
ぜんたい

で 131人
にん

増加
ぞ う か

しています。 

 

■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

の等
とう

級 別
きゅうべつ

状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 59 73 79 92

72
87

104
122

138

32
25

33

40

55

154
171

210

241

285

0

50

100

150

200

250

300

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

1級 2級 3級
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（5）自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

利用者数
りようしゃすう

の 状 況
じょうきょう

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

利用者数
りようしゃすう

の 状 況
じょうきょう

をみると、育成
いくせい

医療
いりょう

、更生
こうせい

医療
いりょう

は平成
へいせい

29年
ねん

度
ど

をピークに

減 少
げんしょう

傾向
けいこう

となっていますが、精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっています。 

 

■自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

利用者数
りようしゃすう

の 状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6 3 3

95 100 102
91

82

277

306

343

367

403

0

100

200

300

400

500

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

育成医療 更生医療 精神通院医療
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（6）難病
なんびょう

患者数
かんじゃすう

（特定
とくてい

医療費
いりょうひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）・小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療費
いりょうひ

給付
きゅうふ

の受給者数
じゅきゅうしゃすう

）の 状 況
じょうきょう

 

難 病
なんびょう

患者数
かんじゃすう

の 状 況
じょうきょう

をみると、特定
とくてい

医療費
いりょうひ

（指定
し て い

難 病
なんびょう

）給付
きゅうふ

の受給者数
じゅきゅうしゃすう

、小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療費
いりょうひ

給付
きゅうふ

の受給者数
じゅきゅうしゃすう

はともに、平成
へいせい

28年
ねん

度
ど

から平成
へいせい

29年
ねん

度
ど

にかけて減 少
げんしょう

しました

が、以降
い こ う

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっています。 

 

■難 病
なんびょう

患者数
かんじゃすう

（特定
とくてい

医療費
いりょうひ

（指定
し て い

難 病
なんびょう

）・小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療費
いりょうひ

給付
きゅうふ

の受給者数
じゅきゅうしゃすう

）の 状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228
240

218
233

242

24 24 22 23 26

0

50

100

150

200

250

300

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

特定医療費（指定難病）給付 小児慢性特定疾病医療費給付
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（7）障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の 状 況
じょうきょう

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

の児童
じ ど う

・生徒数
せいとすう

の 状 況
じょうきょう

をみると、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

ともに増加
ぞ う か

傾向
けいこう

とな

っています。 

また、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の児童
じ ど う

・生徒数
せいとすう

の 状 況
じょうきょう

をみると、小学部
しょうがくぶ

は平成
へいせい

30年
ねん

度
ど

までは増加
ぞ う か

傾向
けいこう

でしたが、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

は 3人
にん

減 少
げんしょう

しており、中等部
ちゅうとうぶ

は平成
へいせい

30年
ねん

度
ど

まではほぼ横
よこ

ばいで

したが、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

に 10人
にん

と増加
ぞ う か

しています。高等部
こうとうぶ

は平成
へいせい

27年
ねん

度
ど

から減 少
げんしょう

傾向
けいこう

となっ

ています。 

 

■特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

の児童
じ ど う

・生徒数
せいとすう

の 状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：教育
きょういく

指導課
し ど う か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

■特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の児童
じ ど う

・生徒数
せいとすう

の 状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：教育
きょういく

指導課
し ど う か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

35
40

44
48 47

18

18
16

19
2653

58 60

67
73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

小学校 中学校

14 16
20

26
23

6 4

5

4 1014 13

10

6
4

34
33

35 36 37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

小学部 中等部 高等部
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（8）障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の 状 況
じょうきょう

 

本 町
ほんちょう

の民間
みんかん

企業
きぎょう

の障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の 状 況
じょうきょう

をみると、雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となって

おり、令和
れ い わ

元年
がんねん

では、130.5人
にん

となっています。雇用率
こようりつ

も平成
へいせい

27年
ねん

以降
い こ う

増減
ぞうげん

を繰
く

り返
かえ

しなが

ら増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっています。一方
いっぽう

で、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

達成
たっせい

企業
きぎょう

の割合
わりあい

は、平成
へいせい

27年
ねん

と比較
ひ か く

する

と減 少
げんしょう

しています。 
 

 平成
へいせい

27年
ねん

 平成
へいせい

28年
ねん

 平成
へいせい

29年
ねん

 平成
へいせい

30年
ねん

 令和
れ い わ

元年
がんねん

 

企業数
きぎょうすう

（社
しゃ

） 34 34 36 42 48 

労働者数
ろうどうしゃすう

（人
にん

） 5,019.5 5,019.5 5,383.5 5,556.0 5,455.0 

雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

（人
にん

） 98 97 107 107 130.5 

雇用率
こ よ う り つ

（％） 1.95 1.93 1.99 1.93 2.39 

法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

達成
たっせい

企業
きぎょう

（社
しゃ

） 19 19 20 17 21 

法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

達成
たっせい

企業
きぎょう

の割合
わりあい

（％） 55.9 55.9 55.6 40.5 43.8 

（参考
さんこう

：群馬県
ぐ ん ま け ん

雇用率
こ よ う り つ

） 1.80 1.90 1.96 2.06 2.14 

（参考
さんこう

：群馬県
ぐ ん ま け ん

法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

達成
たっせい

企業
きぎょう

の割合
わりあい

） 
52.3 56.4 57.5 53.4 56.0 

 

資料
しりょう

：群馬県
ぐ ん ま け ん

労働局
ろうどうきょく

調
しら

べ（各年
かくねん

6月
がつ

末
まつ

） 
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（9）障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）サービス提 供
ていきょう

の 状 況
じょうきょう

 

①地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実績
じっせき

をみると、障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

、日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

の利用者数
りようしゃすう

は、概
おおむ

ね増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。一方
いっぽう

、手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

の利用者数
りようしゃすう

は減 少
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。移動
い ど う

支援
し え ん

の利用者数
りようしゃすう

はほぼ横
よこ

ばいですが、延
の

べ利
り

用
よう

時間
じ か ん

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあ

ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）サービスについて詳
くわ

しくは、P91 の「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）サービス一覧
いちらん

」をご覧
らん

ください。 

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

意思疎通支援 4 24 7 30 5 30 7 34 6 28

障害者相談支援 15 339 50 533 79 705 78 648 100 647

手話奉仕員養成 47 - 12 - 15 - 7 - 2 -

移動支援 10 276.5 7 256.7 7 392.0 9 435.5 9 469.5

日中一時支援 3 34 2 83 4 101 10 269 13 661

地域活動支援センター 11 242 10 242 12 243 11 243 11 240

社会参加促進事業 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0

成年後見制度利用支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日常生活用具給付 120 590 127 625 134 649 134 664 152 733

地域生活支援事業

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
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②障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス 

ア）訪問
ほうもん

系
けい

・日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

訪問
ほうもん

系
けい

・日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスの実績
じっせき

をみると、行動
こうどう

援護
え ん ご

、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

の

利用者
りようしゃ

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっており、居宅
きょたく

介護
か い ご

、生活
せいかつ

介護
か い ご

は増減
ぞうげん

を繰
く

り返
かえ

しながら増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっています。また、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

の延
の

べ利
り

用
よう

日数
にっすう

は、平成
へいせい

30年
ねん

度
ど

をピークに

減 少
げんしょう

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

イ）居 住
きょじゅう

系
けい

サービス・計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

  居 住
きょじゅう

系
けい

サービス・計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

利用者
りようしゃ

の実績
じっせき

をみると、共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

の利用者数
りようしゃすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

 

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

居宅介護 29 5,072 33 4,796 32 6,017 35 6,637 33 6,959

重度訪問介護 0 0 1 5,686 1 8,246 1 6,968 1 5,483

行動援護 1 284 1 252 2 265 2 283 3 352

同行援護 0 0 0 0 0 0 1 5 1 7

生活介護 62 13,368 67 14,078 65 14,266 72 14,315 70 14,414

自立訓練（機能訓練） 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0

自立訓練（生活訓練） 0 0 1 82 1 123 2 351 1 167

就労移行支援 11 1,212 14 1,675 7 609 6 592 10 968

就労継続支援Ａ型 4 767 8 858 8 1,138 8 1,402 10 1,728

就労継続支援Ｂ型 41 6,049 44 6,813 49 8,022 48 8,569 43 7,634

就労定着支援 1 8 1 3

療養介護 6 2,196 6 2,190 6 2,190 6 2,190 6 2,190

短期入所 10 276 9 191 7 572 8 948 10 826

-

訪問系・日中活動系サービス

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

自立生活援助 0 0 0 0

共同生活援助 25 7,541 26 8,115 30 9,708 30 9,336 37 9,740

施設入所支援 35 12,452 39 13,393 39 14,020 41 14,156 40 13,625

宿泊型自立訓練 3 738 4 602 2 279 0 0 1 21

計画相談支援 147 - 166 - 168 - 186 - 170 -

地域移行支援 1 - 0 - 0 - 0 - 0 -

地域定着支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

居住系サービス・計画相談支援

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
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③障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

サービス 

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

サービスの実績
じっせき

をみると、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

の利用者数
りようしゃすう

は 5年
ねん

間
かん

で約
やく

4倍
ばい

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスは約
やく

10倍
ばい

、障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

は約
やく

5倍
ばい

の増加
ぞ う か

となっています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：福祉課
ふ く し か

調
しら

べ（各年度
か く ね ん ど

末
まつ

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

人
延べ利用時間
又は日数・件

児童発達支援 9 1,392 16 2,057 22 2,376 24 3,135 32 3,356

放課後等デイサービス 6 693 20 2,681 32 6,470 46 10,022 62 12,099

保育所等訪問支援 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

居宅訪問型児童発達支援 0 0 0 0

障害児相談支援 13 - 30 - 51 - 64 - 64 -

-

令和元年度

障害児福祉サービス

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
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第
だい

３節
せつ

 大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

に係
かか

るアンケート調査
ちょうさ

 

 

1 目的
もくてき

 

本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたり、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

実態
じったい

や現在
げんざい

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに対
たい

する評価
ひょうか

、

今後
こ ん ご

の施策
し さ く

ニーズ等
とう

を把握
は あ く

するとともに、障 害
しょうがい

のない人
ひと

の共 生
きょうせい

社会
しゃかい

への意識
い し き

等
とう

の把握
は あ く

を

行
おこな

い、計画
けいかく

策定
さくてい

の基礎
き そ

資料
しりょう

の一
ひと

つとすることを目的
もくてき

に「大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

に係
かか

るアンケート調査
ちょうさ

（以下
い か

「令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

」という。）」を実施
じ っ し

しました。 

2 調査
ちょうさ

期間
き か ん

 

令和
れ い わ

2年
ねん

1月
がつ

14日
にち

（火
か

）～ 令和
れ い わ

2年
ねん

2月
がつ

14日
にち

（金
きん

） 

3 調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

 

①無作為
む さ く い

に 抽
ちゅう

出
しゅつ

した障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

を受
う

けていない町 内
ちょうない

在 住
ざいじゅう

の 20歳
さい

以上
いじょう

の人
にん

（以下
い か

「20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

」という。） 

②各種
かくしゅ

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
いりょうひ

（精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

）受給者
じゅきゅうしゃ

及
およ

び 難 病
なんびょう

見舞
み ま い

金
きん

受給者
じゅきゅうしゃ

（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

」という。） 

 

4 配布数
はいふすう

及
およ

び回収数
かいしゅうすう

 

 配布数
はいふすう

 回収数
かいしゅうすう

 回収率
かいしゅうりつ

 

①20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

 998 348 34.9％ 

②
障
害
者

し
�
う
が
い
し
� 

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

 1,029 515 50.0％ 

療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

 254 99 39.0％ 

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

または 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
いりょうひ

（精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

）受給者
じゅきゅうしゃ

 
377 144 38.2％ 

難 病
なんびょう

見舞
み ま い

金
きん

受給者
じゅきゅうしゃ

 134 75 56.0％ 

計
けい

 1,794 833 46.4％ 

合
ごう

 計
けい

 2,792 1,181 42.3％ 

※・図表中
ずひょうちゅう

の「n」は集 計
しゅうけい

対象者数
たいしょうしゃすう

を表
あらわ

しており、割合
わりあい

「％」は、「n」を 100％として算 出
さんしゅつ

していま 

す。 

・回答
かいとう

の構成比
こうせいひ

は少 数
しょうすう

第
だい

2位
い

を四捨五入
ししゃごにゅう

しているため、合計
ごうけい

は必
かなら

ずしも 100％にはなりません。 

    ・質問
しつもん

に対
たい

して 2 つ以上
いじょう

回答
かいとう

できる複数
ふくすう

回答
かいとう

の設問
せつもん

については、割合
わりあい

（％）の合計
ごうけい

が 100％を超
こ

える 

場合
ば あ い

があります。 
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5 アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

にみる 5年
ねん

間
かん

の変化
へ ん か

 

 本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたって、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

と、平成
へいせい

26年
ねん

度
ど

に実施
じ っ し

した

「大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

に係
かか

るアンケート調査
ちょうさ

（以下
い か

「平成
へいせい

26年
ねん

度
ど

アンケート調査
ちょうさ

」

という。）」の結果
け っ か

を以下
い か

のとおり比較
ひ か く

しました。 

 

（1）身体
しんたい

障 害
しょうがい

を受
う

けた年齢
ねんれい

 

身体
しんたい

障 害
しょうがい

を受
う

けた年齢
ねんれい

については、平成
へいせい

26年
ねん

度
ど

アンケート調査
ちょうさ

と同様
どうよう

に令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

ア

ンケート調査
ちょうさ

においても「60～69歳
さい

頃
ごろ

」が 21.9％で 最
もっと

も多
おお

くなっています。 

増減
ぞうげん

が大
おお

きいのは、「60～69歳
さい

頃
ごろ

」で 4.5 ポイント減
げん

少
しょう

、「70歳
さい

以上
いじょう

」で 6.1 ポイント

増
ぞう

加
か

と高齢者
こうれいしゃ

において増減
ぞうげん

が大
おお

きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回
n=515

前回
n=576

比較

出生時（出生前を含む） 2.7 3.8 減少

乳幼児期（０～５歳） 4.3 4.7 減少

学齢期（小学校入学時～中学校卒業まで） 3.5 2.8 増加

中学校卒業～１７歳頃 0.2 0.2 減少

１８～２９歳頃 5.4 6.1 減少

３０～３９歳頃 4.1 6.6 減少

４０～４９歳頃 10.7 11.6 減少

５０～５９歳頃 15.5 17.2 減少

６０～６９歳頃 21.9 26.4 減少

７０歳以上 21.6 15.5 増加

わからない 2.5 1.0 増加

無回答 7.6 4.2 増加

障害を受けた年齢
身体障害者

単位：％
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（2）障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

での援助
えんじょ

や介護
か い ご

の現 状
げんじょう

 

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における援助
えんじょ

や介護
か い ご

の必要性
ひつようせい

について、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

を

対 象
たいしょう

に、それぞれ各項目
かくこうもく

ごとに調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 

①身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

 

平成
へいせい

26年
ねん

度
ど

アンケート調査
ちょうさ

と比較
ひ か く

して、全
すべ

ての項目
こうもく

において「一人
ひ と り

でできる」という回答
かいとう

が増加
ぞ う か

している一方
いっぽう

で、「6.外 出
がいしゅつ

」、「9.家事
か じ

」、「11.金銭
きんせん

管理
か ん り

」では、「一人
ひ と り

ではできない」

という回答
かいとう

が増加
ぞ う か

しています。 

なお、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

において、「6.外 出
がいしゅつ

」、「7.買
か

い物
もの

」、「9.家事
か じ

（調理
ちょうり

・

掃除
そ う じ

）」では、「一人
ひ と り

でできる」と回答
かいとう

した人
にん

は、全体
ぜんたい

の約
やく

半数
はんすう

にとどまっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回
n=515

前回
n=576

比較
今回
n=515

前回
n=576

比較
今回
n=515

前回
n=576

比較

一人でできる 73.6 64.5 増加 73.6 62.3 増加 64.9 57.0 増加

時間がかかるが一人でできる 9.5 10.0 減少 7.0 10.2 減少 4.7 8.3 減少

少し手助けが必要 4.1 5.0 減少 4.1 4.7 減少 7.6 6.0 増加

一人ではできない 5.6 7.0 減少 8.2 8.5 減少 15.1 15.3 減少

無回答 7.2 13.5 減少 7.2 14.3 減少 7.8 13.3 減少

今回
n=515

前回
n=576

比較
今回
n=515

前回
n=576

比較
今回
n=515

前回
n=576

比較

一人でできる 65.2 56.5 増加 69.5 59.5 増加 51.5 45.0 増加

時間がかかるが一人でできる 10.9 13.8 減少 10.9 14.0 減少 8.0 7.3 増加

少し手助けが必要 7.6 6.5 増加 3.3 3.2 増加 6.8 9.7 減少

一人ではできない 8.3 9.0 減少 8.0 9.5 減少 26.0 24.3 増加

無回答 8.0 14.2 減少 8.3 13.8 減少 7.8 13.7 減少

今回
n=515

前回
n=576

比較
今回
n=515

前回
n=576

比較
今回
n=515

前回
n=576

比較

一人でできる 51.3 43.8 増加 70.5 62.2 増加 48.3 39.8 増加

時間がかかるが一人でできる 5.6 8.5 減少 7.8 7.7 増加 10.3 12.0 減少

少し手助けが必要 10.5 9.0 増加 6.8 7.3 減少 8.3 9.5 減少

一人ではできない 24.7 25.3 減少 4.5 7.7 減少 24.5 23.8 増加

無回答 8.0 13.3 減少 10.5 15.2 減少 8.5 14.8 減少

今回
n=515

前回
n=576

比較
今回
n=515

前回
n=576

比較

一人でできる 69.9 64.8 増加 64.1 58.0 増加

時間がかかるが一人でできる 5.4 4.8 増加 5.4 5.7 減少

少し手助けが必要 9.1 6.8 増加 6.2 6.3 減少

一人ではできない 8.2 9.3 減少 16.7 15.7 増加

無回答 7.4 14.2 減少 7.6 14.3 減少

10. 服薬 11. 金銭管理

4.衣服の着替え

7.買い物

2.排泄（トイレ） 3.入浴

5.家の中を移動すること 6.外出

8.意思の伝達 9. 家事（調理・洗濯・掃除）

1.食事

単位：％
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 ②療 育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

 

平成
へいせい

26年
ねん

度
ど

アンケート調査
ちょうさ

と比較
ひ か く

して、多
おお

くの項目
こうもく

で「一人
ひ と り

でできる」が増加
ぞ う か

していま

すが、「8.意思
い し

の伝達
でんたつ

」、「9.家事
か じ

」、「11.金銭
きんせん

管理
か ん り

」では、減 少
げんしょう

しています。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

において、「7.買
か

い物
もの

」、「8.意志
い し

の伝達
でんたつ

」、「9.家事
か じ

」、「11.金銭
きんせん

管理
か ん り

」では、半数
はんすう

以上
いじょう

の人
ひと

が「少
すこ

し手
て

助
だす

けが必要
ひつよう

」「一人
ひ と り

ではできない」と回答
かいとう

をしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回
n=99

前回
n=85

比較
今回
n=99

前回
n=85

比較
今回
n=99

前回
n=85

比較

一人でできる 69.7 60.0 増加 61.6 55.3 増加 57.6 49.4 増加

時間がかかるが一人でできる 8.1 7.1 増加 4.0 0.0 増加 3.0 0.0 増加

少し手助けが必要 12.1 10.6 増加 18.2 16.5 増加 14.1 11.8 増加

一人ではできない 7.1 10.6 減少 12.1 14.1 減少 22.2 23.5 減少

無回答 3.0 11.8 減少 4.0 14.1 減少 3.0 15.3 減少

今回
n=99

前回
n=85

比較
今回
n=99

前回
n=85

比較
今回
n=99

前回
n=85

比較

一人でできる 65.7 55.3 増加 83.8 67.1 増加 39.4 36.5 増加

時間がかかるが一人でできる 10.1 5.9 増加 5.1 8.2 減少 7.1 2.4 増加

少し手助けが必要 11.1 10.6 増加 5.1 5.9 減少 11.1 14.1 減少

一人ではできない 9.1 12.9 減少 3.0 3.5 減少 38.4 32.9 増加

無回答 4.0 15.3 減少 3.0 15.3 減少 4.0 14.1 減少

今回
n=99

前回
n=85

比較
今回
n=99

前回
n=85

比較
今回
n=99

前回
n=85

比較

一人でできる 34.3 32.9 増加 29.3 29.4 減少 19.2 20.0 減少

時間がかかるが一人でできる 6.1 4.7 増加 10.1 9.4 増加 7.1 5.9 増加

少し手助けが必要 13.1 11.8 増加 35.4 24.7 増加 22.2 17.6 増加

一人ではできない 41.4 35.3 増加 21.2 21.2 同率 46.5 41.2 増加

無回答 5.1 15.3 減少 4.0 15.3 減少 5.1 15.3 減少

今回
n=99

前回
n=85

比較
今回
n=515

前回
n=576

比較

一人でできる 42.4 40.0 増加 13.1 15.3 減少

時間がかかるが一人でできる 4.0 4.7 減少 6.1 5.9 増加

少し手助けが必要 18.2 12.9 増加 19.2 15.3 増加

一人ではできない 31.3 24.7 増加 55.6 49.4 増加

無回答 4.0 17.6 減少 6.1 14.1 減少

10. 服薬 11. 金銭管理

4.衣服の着替え 5.家の中を移動すること 6.外出

7.買い物 8.意思の伝達 9. 家事（調理・洗濯・掃除）

1.食事 2.排泄（トイレ） 3.入浴

単位：％



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく
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６ 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

にみる本 町
ほんちょう

の特 徴
とくちょう

 

問
とい

 あなたが障 害
しょうがい

や難 病
なんびょう

の診断
しんだん

を受
う

けた時期
じ き

はいつ頃
ごろ

ですか。 

「60～69歳
さい

頃
ごろ

」が 16.2%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「70歳
さい

以上
いじょう

」が 14.6%、「50～59歳
さい

頃
ごろ

」が 12.6%

となっており 4割
わり

以上
いじょう

の人
ひと

が 50歳
さい

以上
いじょう

で障 害
しょうがい

や難 病
なんびょう

の診断
しんだん

を受
う

けています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

 あなたがふだんの生活
せいかつ

の中
なか

で、特
とく

に困
こま

ったり、不安
ふ あ ん

に思
おも

っていることは何
なん

ですか。 

「移動
い ど う

や外 出
がいしゅつ

に関
かん

すること」が 25.3%、「日 常
にちじょう

生活
せいかつ

（家事
か じ

や身
み

の回
まわ

りの世話
せ わ

）に関
かん

するこ

と」が 21.0%となる一方
いっぽう

で、困
こま

っていることは「特
とく

にない」と回答
かいとう

する人
ひと

は 26.2%となって

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=833 

ｎ=833 

2.2%

10.3%

5.2%

1.1%

10.1%

6.2%

10.7%

12.6%

16.2%

14.6%

2.6%

8.2%

0% 10% 20%

出生時（出生前を含む）

乳幼児期（０～５歳）

学齢期（小学校入学時～中学校卒業まで）

中学校卒業～１７歳頃

１８～２９歳頃

３０～３９歳頃

４０～４９歳頃

５０～５９歳頃

６０～６９歳頃

７０歳以上

わからない

無回答

21.0%

25.3%

16.1%

2.8%

9.4%

17.3%

3.2%

7.8%

6.5%

1.7%

2.8%

3.4%

4.8%

3.2%

5.0%

26.2%

3.5%

3.5%

0% 10% 20% 30%

日常生活（家事や身の回りの世話）に関すること

移動や外出に関すること

健康管理や医療

専門的な機能回復訓練

医療費の負担

経済的なこと

学業や進学のこと

就職や職場選び

趣味や生きがいがないこと

住む場所の確保

恋愛や結婚のこと

友だちづくり

周囲の自分を見る目

身近に相談できるところがない

施設入所のこと

特にない

その他

無回答



第
だい

２章
しょう

 計
けい

画
かく

の背
はい

景
けい
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問
とい

 あなたは障 害
しょうがい

や生活
せいかつ

などについて、心配
しんぱい

ごとや悩
なや

みごとがあるとき、家族
か ぞ く

や親
しん

せき以外
い が い

に、どのようなところに相談
そうだん

していますか。 

「医療
いりょう

機関
き か ん

や薬 局
やっきょく

」が 25.1%と 最
もっと

も多
おお

く、「友人
ゆうじん

、知人
ち じ ん

」が 19.7%となっています。

一方
いっぽう

で、「相談
そうだん

した機関
き か ん

はない」は 19.8%となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=833 

19.7%

10.8%

9.6%

4.7%

0.6%

4.6%

3.8%

25.1%

3.6%

1.6%

2.9%

2.6%

3.8%

1.8%

19.8%

18.2%

9.0%

8.0%

0% 10% 20% 30%

友人、知人

大泉町役場の窓口

社会福祉協議会

県の福祉や保健の窓口（保健福祉事務所や児童相談所など）

こころの健康センター

障害福祉サービス事業所

地域活動支援センター

医療機関や薬局

保育園、幼稚園、学校

身体障害者相談員・障害者団体役員

民生委員児童委員

ガイドヘルパー等、援助者

障害者相談支援センター

障害者就業・生活支援センター

相談した機関はない

誰かに相談することはまれである

その他

無回答



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく
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問
とい

 通園
つうえん

、通学
つうがく

していて、あなたが感
かん

じることは何
なん

ですか。 

半
はん

数
すう

近
ちか

くの人
ひと

が「現在
げんざい

通園
つうえん

、通学
つうがく

している保育
ほ い く

園
えん

や学校
がっこう

等
とう

に満足
まんぞく

している」と答
こた

えていま

すが、20.0％の人
ひと

が「通園
つうえん

手段
しゅだん

、通学
つうがく

手段
しゅだん

が不便
ふ べ ん

」、12.7％の人
ひと

が「子
こ

どもの障 害
しょうがい

や発達
はったつ

に

応
おう

じた専門的
せんもんてき

な教 育
きょういく

などが受
う

けられない」と回答
かいとう

しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

 あなたは現在
げんざい

、 働
はたら

いていますか。 

「 働
はたら

いている（地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

・就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

施設
し せ つ

への通所
つうしょ

を

含
ふく

む）」と回答
かいとう

した人
ひと

が 24.7%、「学校
がっこう

等
とう

に通
かよ

っている」が 6.4%となっています。一方
いっぽう

で半数
はんすう

以上
いじょう

の人
ひと

は「 働
はたら

かないで家
いえ

にいる」と回答
かいとう

しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.3%

3.6%

7.3%

12.7%

7.3%

5.5%

20.0%

5.5%

7.3%

1.8%

0.0%

0.0%

5.5%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

現在通園、通学している保育園や学校等に満足している

障害のない子どもとの交流が少ない

障害のない子どもやその保護者の、障害に対する理解がない

子どもの障害や発達に応じた専門的な教育などが受けられない

十分な施設、設備が整っていない

保育士や教員などの人数が十分そろっていない

通園手段、通学手段が不便

教育相談や就労相談などの体制が十分ではない

教育課程が十分でない

他の機関との連携がうまくとれていない

学校に学童保育があるが利用できない

学童保育がない

その他

無回答
ｎ=55 

24.7%

50.9%

6.4%

5.6%

12.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

働いている（地域活動支援センター、就労移行支援

・就労継続支援施設への通所を含む）

働かないで家にいる

学校等に通っている

その他

無回答

働いている（地域活動支援センター、就労移行

支援・就労継続支援施設への通所を含む）

働かないで家にいる

学校等に通っている

その他

無回答 ｎ=833 



第
だい

２章
しょう

 計
けい

画
かく

の背
はい

景
けい
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問
とい

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が 働
はたら

くために必要
ひつよう

な条 件
じょうけん

はどれですか。 

「健康
けんこう

状 態
じょうたい

にあわせた 働
はたら

き方
かた

ができること」と回答
かいとう

した人
ひと

が 25.5%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

い

で「自分
じ ぶ ん

の家
いえ

の近
ちか

くに 働
はたら

く場
ば

があること」が 16.8%、「事業
じぎょう

主
ぬし

や職場
しょくば

の人
ひと

たちが、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

について十 分
じゅうぶん

理解
り か い

していること」が 16.4%となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=833 

16.8%

4.0%

25.5%

11.8%

8.2%

4.4%

4.4%

1.3%

16.4%

6.0%

1.8%

4.4%

16.2%

4.2%

25.8%

0% 10% 20% 30%

自分の家の近くに働く場があること

通勤することなく、自分の家で、働けること

健康状態にあわせた働き方ができること

障害のある人に適した仕事が開発されること

就労の場をあっせんしたり、相談できる場が整っていること

職業訓練など、技能・知識の習得を援助する施設が充実していること

民間企業がもっと積極的に雇用すること

自営業を希望する人への支援を充実させること

事業主や職場の人たちが、障害者雇用について十分理解していること

職場の施設や設備が障害のある人にも利用できるように配慮されていること

介助者と一緒に働けること

同じような障害のある仲間と一緒に、あるいは交替で働けること

わからない

その他

無回答



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく
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問
とい

 あなたは近
きん

所
じょ

づきあいをどのようにしていますか。 

「必要
ひつよう

に応
おう

じてやっているが、あまり積極的
せっきょくてき

でない」と回答
かいとう

した人
ひと

が47.2%と 最
もっと

も多
おお

く、

次
つ

いで「ほとんどやっていない」と回答
かいとう

した人
ひと

が 37.3%となっており、「積極的
せっきょくてき

にやってい

ると思
おも

う」と回答
かいとう

した人
ひと

は 9.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=833 

積極的にやっていると思う

9.2%

必要に応じてやって

いるが、あまり

積極的でない

47.2%

ほとんどやっ

ていない

37.3%

無回答

6.2%



第
だい

２章
しょう

 計
けい

画
かく

の背
はい

景
けい
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問
とい

 あなたは１年
ねん

以内
い な い

にどのような活動
かつどう

をしましたか。 

「買
か

い物
もの

」と回答
かいとう

した人
ひと

が 53.8%と 最
もっと

も多
おお

く、「旅行
りょこう

」が 25.3%、「地域
ち い き

の行事
ぎょうじ

やお祭
まつ

り、学校
がっこう

・職場
しょくば

の行事
ぎょうじ

」が 19.9%となっています。一方
いっぽう

で 29.3%の人
ひと

が「特
とく

に何
なに

もしていな

い」と回答
かいとう

しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=833 

18.4%

25.3%

53.8%

5.5%

3.8%

12.8%

7.6%

19.9%

29.3%

6.0%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

スポーツやレクリエーション

旅行

買い物

ボランティア活動

障害者団体の活動

趣味などのサークル活動、生涯学習

講座や講演会などへの参加

地域の行事やお祭り、学校・職場の行事

特に何もしていない

その他

無回答



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく
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問
とい

 あなたはこれからどのような活動
かつどう

をしたいと思
おも

いますか。 

「買
か

い物
もの

」と回答
かいとう

した人
ひと

が 38.2%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「旅行
りょこう

」、「スポーツやレクリエーシ

ョン」となっています。一方
いっぽう

で「特
とく

にない」と回答
かいとう

した人
ひと

が 27.9%となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

 主
おも

にどのような目的
もくてき

で外 出
がいしゅつ

しますか。 

「買
か

い物
もの

」と回答
かいとう

した人
ひと

が 66.4%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「治療
ちりょう

・リハビリ等
とう

」が 37.9%、

「趣味
し ゅ み

・遊
あそ

び」が 25.8%となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=833 

ｎ=833 

21.1%

35.7%

38.2%

7.8%

4.6%

20.0%

12.2%

16.9%

27.9%

5.2%

7.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

スポーツやレクリエーション

旅行

買い物

ボランティア活動

障害者団体の活動

趣味などのサークル活動、生涯学習

講座や講演会などへの参加

地域の行事やお祭り、学校・職場の行事

特にない

その他

無回答

6.7%

22.1%

66.4%

25.2%

25.8%

37.9%

7.7%

8.4%

10.1%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80%

通学

仕事

買い物

散歩

趣味・遊び

治療・リハビリ等

サークル・団体活動等

各種手続き等

その他

無回答



第
だい

２章
しょう

 計
けい

画
かく

の背
はい

景
けい
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問
とい

 あなたが外 出
がいしゅつ

の際
さい

に困
こま

っていることがありますか。 

41.9%の人
ひと

が「困
こま

っていることは特
とく

にない」と回答
かいとう

している一方
いっぽう

で、1割
わり

以上
いじょう

の人
ひと

が「外出先
がいしゅつさき

でのコミュニケーションが 難
むずか

しい」、「歩道
ほ ど う

が狭
せま

く、道路
ど う ろ

に段差
だ ん さ

が多
おお

い」、「気軽
き が る

に利用
り よ う

でき

る移送
い そ う

手段
しゅだん

が少
すく

ない（福祉
ふ く し

車 両
しゃりょう

、福祉
ふ く し

タクシー等
とう

）」、「電車
でんしゃ

やバスなどの交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

し

づらい」と回答
かいとう

しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8%

10.6%

9.5%

5.2%

10.0%

2.4%

9.8%

16.4%

14.2%

7.7%

41.9%

4.9%

10.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

付き添ってくれる人がいない

外出先でのコミュニケーションが難しい

他人の視線が気になる

必要なときに、まわりの人の手助け・配慮が足りない

歩道が狭く、道路に段差が多い

道路の放置自転車などの障害物が多く、歩きにくい

障害者用の駐車スペース、手すり、スロープ、案内表

示など、障害者や障害児に配慮した設備が不十分

気軽に利用できる移送手段が少ない（福祉車両、福祉

タクシー等）

電車やバスなどの交通機関を利用しづらい

障害者用のトイレが少ない

困っていることは特にない

その他

無回答

付き添ってくれる人がいない

外出先でのコミュニケーションが難しい

他人の視線が気になる

必要なときに、まわりの人の手助け・配慮が足りない

歩道が狭く、道路に段差が多い

道路の放置自転車などの障害物が多く、歩きにくい

障害者用の駐車スペース、手すり、スロープ、案内表示

など、障害者や障害児に配慮した設備が不十分

電車やバスなどの交通機関を利用しづらい

障害者用のトイレが少ない

困っていることは特にない

その他

無回答

気軽に利用できる移送手段が少ない

（福祉車両、福祉タクシー等）

ｎ=833 



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく

 

 

 

30 

問
とい

 あなたは、災害
さいがい

のときの避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

を知
し

っていますか。 

「知
し

っている」と回答
かいとう

した人
ひと

が 66.5%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「知
し

らない」が 30.5%となっ

ています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

 その避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

まで自力
じ り き

で避難
ひ な ん

できますか。 

「できると思
おも

う」と回答
かいとう

した人
ひと

が 68.4%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「できないと思
おも

う」が 26.0%

となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

できると思う

68.4%

できないと思う

26.0%

その他

3.8%

無回答

1.8%

知っている

66.5%

知らない

30.5%

無回答

3.0%

ｎ=833 

ｎ=554 
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問
とい

 今
いま

の住
す

まいはあなたが住
す

みやすいように、改造
かいぞう

や工夫
く ふ う

がされていますか。  

「特
とく

になにもしていない」と回答
かいとう

した人
ひと

が 49.1%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「改造
かいぞう

した、または、

改造
かいぞう

されている」が 16.4%、「建
た

てるときから配慮
はいりょ

されている」が 14.8%となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

 「共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」とは、障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわりなく、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
ささ

え合
あ

う社会
しゃかい

のことです。あなたは、この「共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」という言葉
こ と ば

を聞
き

いたことがありま

すか。また、このような社会
しゃかい

のあり方
かた

をどのように考
かんが

えますか。 

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

アンケートでは、「聞
き

いたことがあり、賛同
さんどう

できる」と回答
かいとう

した人
ひと

が 43.7%と

最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「聞
き

いたことはないが、賛同
さんどう

できる」が 33.0%、「わからない」が 16.4%

となっています。 

障害者
しょうがいしゃ

アンケートでは、「わからない」と回答
かいとう

した人
ひと

が 31.8%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「聞
き

い

たことがあり、賛同
さんどう

できる」が 27.9%、「聞
き

いたことはないが、賛同
さんどう

できる」が 24.6%となっ

ています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=833 

ｎ= 

20 歳以上の人：348 

障害者：833 

14.8%

16.4%

13.0%

49.1%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

建てるときから配慮されている

改造した、または、改造されている

改造が必要である

特になにもしていない

無回答

43.7%

3.2%

33.0%

1.7%

16.4%

2.0%

27.9%

2.2%

24.6%

4.0%

31.8%

9.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

聞いたことがあり、賛同できる

聞いたことはあるが、賛同できない

聞いたことはないが、賛同できる

聞いたことはなく、賛同できない

わからない

無回答

20歳以上の人 障害者



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく
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問
とい

 あなたは障 害
しょうがい

のあることで差別
さ べ つ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

を受
う

けていると感
かん

じることはありますか。 

「ほとんどない」と回答
かいとう

した人
ひと

が 52.3%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「たまに感
かん

じる」が 18.6%、

「わからない」が 14.8%となっています。 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

 どのようなところに、もっとも強
つよ

く差別
さ べ つ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

を感
かん

じますか。（上記
じょうき

の問
とい

で、「たま

に感
かん

じる」、「いつも感
かん

じる」と回答
かいとう

した人
ひと

） 

「仕事
し ご と

や 収 入
しゅうにゅう

」と回答
かいとう

した人
ひと

が 30.8%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「街角
まちかど

での人
ひと

の視線
し せ ん

」が 28.8%、

「 隣
となり

近所
きんじょ

のつきあい」が 17.2%となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=833 

ｎ=198 

52.3%

18.6%

5.2%

14.8%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ほとんどない

たまに感じる

いつも感じる

わからない

無回答

8.1%

30.8%

5.6%

1.5%

10.1%

17.2%

28.8%

12.1%

5.6%

10.1%

10.1%

5.1%

3.5%

9.6%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40%

教育の機会

仕事や収入

情報の収集、発信

サークル・スポーツへの参加

地域行事・地域活動

隣近所のつきあい

街角での人の視線

店などでの接客態度

福祉関係従事者の対応

道路や建物の整備

交通機関の利用

災害時・緊急時の情報提供

政治への参加

その他

無回答
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問
とい

 あなたは「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

」を知
し

っていますか。             

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

アンケートでは、「聞
き

いたことがない」と回答
かいとう

した人
ひと

が 67.8%と 最
もっと

も多
おお

く、

次
つ

いで「言葉
こ と ば

だけは知
し

っている」が 24.1%、「内容
ないよう

まで知
し

っている」が 3.4%となっています。 

障害者
しょうがいしゃ

アンケートでは、「聞
き

いたことがない」と回答
かいとう

した人
ひと

が 68.5%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで

「言葉
こ と ば

だけは知
し

っている」が 17.2%、「内容
ないよう

まで知
し

っている」が 3.5%となっています。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉だけは

知っている

24.1%

内容まで

知っている

3.4%

聞いたことがない

67.8%

無回答

4.6%

ｎ=833 n=348 

【20 歳以上の人】 【障害者】 

言葉だけは

知っている

17.2%

内容まで

知っている

3.5%

聞いたことがない

68.5%

無回答

10.8%



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく
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問
とい

 現在
げんざい

のあなたに特
とく

に必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

は何
なん

ですか。 

「障 害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

にやさしい『福祉
ふ く し

のまちづくり』を推進
すいしん

すること」と回答
かいとう

した

人
ひと

が 37.6%と 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「福祉
ふ く し

サービスの案内
あんない

やインターネットによる広報
こうほう

など、

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を充 実
じゅうじつ

させること」が 25.9%、「早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

を 考
かんが

えて、早
はや

い段階
だんかい

での

適切
てきせつ

な対応
たいおう

に努
つと

めること」が 25.3%となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3%

20.4%

19.3%

16.6%

18.0%

37.6%

19.6%

10.4%

11.0%

25.9%

21.7%

2.4%

12.8%

0% 10% 20% 30% 40%

早期発見・早期治療を考えて、

早い段階での適切な対応に努めること

障害の特性を理解し、障害のある

子どもの可能性を伸ばすような 教育を進めること

仕事につけるように手助けすること

障害がある人とない人の交流を進め、

お互いの理解を深めること

ホームヘルパーの派遣など

在宅生活支援サービスを充実させること

障害のある人や高齢者にやさしい

「福祉のまちづくり」を推進すること

障害のある人が住みやすい

公営住宅などを整備すること

文化、スポーツ、レクリエーション

活動に参加できるよう支援すること

ボランティア活動を充実させること

福祉サービスの案内やインターネット

による広報など、情報提供を充実させること

特にない

その他

無回答

早期発見・早期治療を考えて、早い

段階での適切な対応に努めること

障害の特性を理解し、障害のある子どもの

可能性を伸ばすような教育を進めること

仕事につけるように手助けすること

障害がある人とない人の交流を進

め、お互いの理解を深めること

ホームヘルパーの派遣など在宅生活

支援サービスを充実させること

障害のある人や高齢者にやさしい

「福祉のまちづくり」を推進すること

障害のある人が住みやすい公営

住宅などを整備すること

文化、スポーツ、レクリエーション活動

に参加できるよう支援すること

ボランティア活動を充実させること

福祉サービスの案内やインターネットによる

広報など、情報提供を充実させること

特にない

その他

無回答

ｎ=833 
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問
とい

 あなたは、大泉町
おおいずみまち

における福祉
ふ く し

・教 育
きょういく

・雇用
こ よ う

・まちづくりなど、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に満足
まんぞく

していますか。 

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

アンケートでは、「満足
まんぞく

している」、「ある程度
て い ど

満足
まんぞく

している」という回答
かいとう

を

あわせた「満足
まんぞく

」している人
ひと

は 25.6％となっており、障害者
しょうがいしゃ

アンケートでは、42.3％と 4

割
わり

以上
いじょう

の人
ひと

が障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に満足
まんぞく

していると回答
かいとう

しています。 

なお、「やや不満
ふ ま ん

である」と「不満
ふ ま ん

である」をあわせた「不満
ふ ま ん

を感
かん

じている人
ひと

」は、20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

アンケートで 7.4％、障害者
しょうがいしゃ

アンケートで 11.1％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ= 

20 歳以上の人：348 

障害者：833 

2.6%

23.0%

5.7%

1.7%

65.5%

1.4%

13.7%

28.6%

6.2%

4.9%

37.0%

9.6%

0% 20% 40% 60% 80%

満足している

ある程度満足している

やや不満である

不満である

わからない

無回答

20歳以上の人 障害者



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく
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第
だい

４節
せつ

 第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の評価
ひょうか

 

 

前計画
ぜんけいかく

である「第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」では､基本
き ほ ん

理念
り ね ん

のもと、３つの取
と

り組
く

み

方針
ほうしん

を掲
かか

げ、その下
した

に７つの施策
し さ く

目 標
もくひょう

を立
た

て、その各施策
かくしさく

目 標
もくひょう

に基
もと

づき事業
じぎょう

に取
と

り組
く

んで

きました。それぞれの事業
じぎょう

について達成
たっせい

状 況
じょうきょう

の評価
ひょうか

を 行
おこな

い、その結果
け っ か

を取
と

り組
く

み方針
ほうしん

ご

とにまとめています。 
 

【第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」の施策
し さ く

体系
たいけい

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 共生社会の実現に
向けて

１ 障害者への理解の促進
２ 差別解消の推進
３ 権利擁護の推進

２ 健やかな命を支える
保健・医療の充実

１ 保健・医療サービスの充実
２ 疾病等の予防、早期発見・早期

治療

３ ともに学び・育む療育
・教育の充実

１ 療育の充実
２ 学校教育の充実

４ 個性と能力を活かし
た働き方への支援

１ 就労支援の充実
２ 障害者雇用に関する理解の促進

５ 社会参加や生きがい
づくりの推進

１ 地域コミュニティ活動
２ スポーツ・レクリエーション活動
３ 文化活動

６ 誰にでもやさしいまち
づくりの推進

１ 住環境の整備
２ 交通・移動手段の充実
３ 防災・防犯対策の推進
４ 情報のバリアフリー化

７ 自立を支援するため
の福祉サービス

１ 障害福祉サービス
２ 地域生活支援事業
３ 経済的支援

支
え
あ
い

と
も
に
暮
ら
そ
う

私
の
ま
ち

お
お
い
ず
み

３ 安心して暮らし
続けられるまち
づくりを推進し
ます

２ 自分らしい生活
ができるまちづ
くりを推進します

１ ともに支えあう
共生のまちづく
りを推進します

基本

理念
取り組み方針 施策目標 施 策
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１ 計画
けいかく

全体
ぜんたい

の事業
じぎょう

評価
ひょうか

 

第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

に関連
かんれん

する事業
じぎょう

の総数
そうすう

は 126事業
じぎょう

でした。 

各事業
かくじぎょう

の評価
ひょうか

をみると、「達成
たっせい

」は 23.0％、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」が 54.8％となっています。また 

「達成
たっせい

」、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」を合計
ごうけい

すると 77.8％となり、8割
わり

近
ちか

くの事業
じぎょう

が 順 調
じゅんちょう

に実施
じ っ し

できてい

るといえます。なお、「達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

」と評価
ひょうか

された事業
じぎょう

は 4事業
じぎょう

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業数
じぎょうすう

 構成比
こ う せ い ひ

 

達成
たっせい

 29 23.0% 

概
おおむ

ね達成
たっせい

 69 54.8% 

やや達成
たっせい

 24 19.0% 

達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

 4 3.2% 

合計
ごうけい

 126 100.0% 

 

 

 

 

※第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

に関連
かんれん

する事業
じぎょう

については、P95 の「第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の評価
ひょうか

 

一覧
いちらん

」をご覧
らん

ください。 

23.0%

54.8%

19.0%

3.2%

達成 概ね達成 やや達成 達成不十分



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく
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２ 取
と

り組
く

み方針
ほうしん

別
べつ

の事業
じぎょう

評価
ひょうか

 

（1）取
と

り組
く

み方針
ほうしん

１ ともに支
ささ

えあう共 生
きょうせい

のまちづくりを推進
すいしん

します 

事業数
じぎょうすう

は 29事業
じぎょう

あり、そのうち、「達成
たっせい

」は 24.1％、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」が 58.6％、「やや達成
たっせい

」

が 10.3％となっています。また、「達成
たっせい

」、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」を合計
ごうけい

すると 82.7％となり、8割
わり

以上
いじょう

の事業
じぎょう

が 順 調
じゅんちょう

に実施
じ っ し

できているといえます。なお、「達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

」という事業
じぎょう

は

「町 内
ちょうない

にある障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

と近
きん

隣
りん

住 民
じゅうみん

の交 流
こうりゅう

機会
き か い

を促進
そくしん

するとともに、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

パレード等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

が主催
しゅさい

する交 流
こうりゅう

機
き

会
かい

づくりを支援
し え ん

します。」という事業
じぎょう

と「障 害
しょうがい

のある人
ひと

の財産
ざいさん

や権利
け ん り

を保護
ほ ご

し、自己
じ こ

決定
けってい

の尊 重
そんちょう

を図
はか

るため、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の

普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

に努
つと

め、制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

の促進
そくしん

を図
はか

ります。」の 2事業
じぎょう

で、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

の交 流
こうりゅう

と成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

について、今後
こ ん ご

の事業
じぎょう

を積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業数
じぎょうすう

 構成比
こ う せ い ひ

 

達成
たっせい

 7 24.1% 

概
おおむ

ね達成
たっせい

 17 58.6% 

やや達成
たっせい

 3 10.3% 

達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

 2 6.9% 

事業数
じぎょうかず

 29 100.0% 

 

 

 

24.1%

58.6%

10.3%

6.9%

達成 概ね達成 やや達成 達成不十分
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（2）取
と

り組
く

み方針
ほうしん

２ 自分
じ ぶ ん

らしい生活
せいかつ

ができる まちづくりを推進
すいしん

します 

事業数
じぎょうすう

は 57事業
じぎょう

あり、そのうち、「達成
たっせい

」は 19.3％、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」が 52.6％、「やや達成
たっせい

」

が 24.6％となっています。また、「達成
たっせい

」、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」を合計
ごうけい

すると 71.9％となり、7割
わり

以上
いじょう

の事業
じぎょう

が 順 調
じゅんちょう

に実施
じ っ し

できているといえます。なお、「達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

」という事業
じぎょう

は「ボ

ランティア活動
かつどう

等
とう

に参加
さ ん か

できるよう情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

に努
つと

めます。」という事業
じぎょう

と「障 害
しょうがい

のある

人
ひと

が気軽
き が る

に参加
さ ん か

できる活動
かつどう

、各種
かくしゅ

教 室
きょうしつ

・講座
こ う ざ

等
とう

の開催
かいさい

を推進
すいしん

するとともに、障 害
しょうがい

に理解
り か い

のある講師
こ う し

や指導者
しどうしゃ

、ボランティアの育成
いくせい

、活動
かつどう

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。」の 2事業
じぎょう

で、ボ

ランティアに関
かん

する情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

と各種
かくしゅ

教 室
きょうしつ

や講座
こ う ざ

等
とう

の開催
かいさい

について、今後
こ ん ご

の事業
じぎょう

を

積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業数
じぎょうすう

 構成比
こ う せ い ひ

 

達成
たっせい

 11 19.3% 

概
おおむ

ね達成
たっせい

 30 52.6% 

やや達成
たっせい

 14 24.6% 

達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

 2 3.5% 

事業数
じぎょうかず

 57 100.0% 

 

 

 

19.3%

52.6%

24.6%

3.5%

達成 概ね達成 やや達成 達成不十分
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取
と

り組
く

み方針
ほうしん

2 の事業
じぎょう

評価
ひょうか

を施策
し さ く

目 標
もくひょう

別
べつ

に見
み

ると、「健
すこ

やかな 命
いのち

を支
ささ

える保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の

充 実
じゅうじつ

」では、「達成
たっせい

」が 25％あるものの、「やや達成
たっせい

」も 25％となっており、関係
かんけい

機関
き か ん

と

の連携
れんけい

や生 涯
しょうがい

を通
つう

じた健
けん

康
こう

づくりの推進
すいしん

について、今後
こ ん ご

更
さら

なる事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

が望
のぞ

まれます。 

「ともに学
まな

び・育
はぐく

む療 育
りょういく

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

」では、「達成
たっせい

」が 33.3％となっており、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」を合
あ

わせると 9割
わり

近
ちか

くの事業
じぎょう

が 順 調
じゅんちょう

に推進
すいしん

できているといえます。 

「個性
こ せ い

と能 力
のうりょく

を活
い

かした 働
はたら

き方
かた

への支援
し え ん

」では、「達成
たっせい

」と評価
ひょうか

された事業
じぎょう

がなく、

「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」が 33.3％、「やや達成
たっせい

」が 66.7％となっています。障害者
しょうがいしゃ

の 働
はたら

き方
かた

への

支援
し え ん

として、就 労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

やハローワークとの連携
れんけい

の更
さら

なる強化
きょうか

が必要
ひつよう

です。 

「社会
しゃかい

参加
さ ん か

や生
い

きがいづくりの推進
すいしん

」では、「達成
たっせい

」と「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」を合計
ごうけい

すると 76.9％

となっている一方
いっぽう

で、「達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

」という事業
じぎょう

が 2事業
じぎょう

あり、前 述
ぜんじゅつ

のとおり、ボランテ

ィアに関
かん

する情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

と各種
かくしゅ

教 室
きょうしつ

や講座
こ う ざ

等
とう

の開催
かいさい

について、今後
こ ん ご

の事業
じぎょう

を積極的
せっきょくてき

に

推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

達成
たっせい

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 やや達成
たっせい

 
達成
たっせい

 

不十分
ふじゅうぶん

 
合計
ごうけい

 

健
すこ

やかな命
いのち

を支
ささ

える保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 
5 10 5 0 20 

25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

ともに学
まな

び・育
はぐく

む療 育
りょういく

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 
5 8 2 0 15 

33.3% 53.3% 13.3% 0.0% 100.0% 

個性
こ せ い

と能 力
のうりょく

を活
い

かした働
はたら

き方
かた

への支援
し え ん

 
0 3 6 0 9 

0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

や生
い

きがいづくりの推進
すいしん

 
1 9 1 2 13 

7.7% 69.2% 7.7% 15.4% 100.0% 

 

 

 

25.0%

33.3%

7.7%

50.0%

53.3%

33.3%

69.2%

25.0%

13.3%

66.7%

7.7% 15.4%

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

健やかな命を支える保健・医療の充実

ともに学び・育む療育・教育の充実

個性と能力を活かした働き方への支援

社会参加や生きがいづくりの推進

達成 概ね達成 やや達成 達成不十分
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（3）取
と

り組
く

み方針
ほうしん

３ 安心
あんしん

して暮
く

らし続
つづ

けられるまちづくりを推進
すいしん

します 

事業数
じぎょうすう

は 40事業
じぎょう

あり、そのうち、「達成
たっせい

」は 27.5％、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」が 55.0％、「やや達成
たっせい

」

が 17.5％となっています。また、「達成
たっせい

」、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」を合計
ごうけい

すると 82.5％となり、8割
わり

以上
いじょう

の事業
じぎょう

が 順 調
じゅんちょう

に実施
じ っ し

できているといえます。なお、「達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

」という事業
じぎょう

はあり

ませんでした。3 つの取
と

り組
く

み方針
ほうしん

のなかでは 順 調
じゅんちょう

に事業
じぎょう

が実施
じ っ し

できている項目
こうもく

ですが、

「やや達成
たっせい

」が 17.5％あることから、さらに各事業
かくじぎょう

の内容
ないよう

を充 実
じゅうじつ

させ実施
じ っ し

していく必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業数
じぎょうすう

 構成比
こ う せ い ひ

 

達成
たっせい

 11 27.5% 

概
おおむ

ね達成
たっせい

 22 55.0% 

やや達成
たっせい

 7 17.5% 

達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

 0 0.0% 

事業数
じぎょうかず

 40 100.0% 

 

 

 

 

 

 

27.5%

55.0%

17.5%

0.0%

達成 概ね達成 やや達成 達成不十分
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取
と

り組
く

み方針
ほうしん

3 の事業
じぎょう

評価
ひょうか

を施策
し さ く

目 標
もくひょう

別
べつ

に見
み

ると、「誰
だれ

にでもやさしいまちづくりの

推進
すいしん

」では、「達成
たっせい

」が 9.5％にとどまり、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」が 71.4％、「やや達成
たっせい

」は 19.0％

と「達成
たっせい

」よりも「やや達成
たっせい

」の方
ほう

が多
おお

くなっています。「やや達成
たっせい

」の事業
じぎょう

としては、

移動
い ど う

支援
し え ん

や災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

の事業
じぎょう

となっており、これらの事業
じぎょう

の更
さら

なる充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

「自立
じ り つ

を支援
し え ん

するための福祉
ふ く し

サービス」では、約
やく

半数
はんすう

の 47.4％が「達成
たっせい

」とされていま

す。なお、「 概
おおむ

ね達成
たっせい

」は 36.8％、「やや達成
たっせい

」は 15.8％となっています。「やや達成
たっせい

」は

各障害
かくしょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提 供
ていきょう

であり、今後
こ ん ご

も各障害
かくしょうがい

福祉
ふ く し

サービス、障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

サービス

を充 実
じゅうじつ

させる必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

達成
たっせい

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 やや達成
たっせい

 
達成
たっせい

 

不十分
ふじゅうぶん

 
合計
ごうけい

 

誰
だれ

にでもやさしいまちづくりの推進
すいしん

 
2 15 4 0 21 

9.5% 71.4% 19.0% 0.0% 100.0% 

自立
じ り つ

を支援
し え ん

するための福祉
ふ く し

サービス 
9 7 3 0 19 

47.4% 36.8% 15.8% 0.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5%

47.4%

71.4%

36.8%

19.0%

15.8%

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

誰にでもやさ しいまちづく りの推進

自立を支援するための福祉サービス

達成 概ね達成 やや達成 達成不十分
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第
だい

５節
せつ

 第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の目標
もくひょう

指標
しひょう

評価
ひょうか

 

 

前計画
ぜんけいかく

では、施策
し さ く

目 標
もくひょう

ごとに目 標
もくひょう

指標
しひょう

を設定
せってい

しました。設定
せってい

した 11 の目 標
もくひょう

指標
しひょう

のうち、

目 標
もくひょう

を達成
たっせい

した指標
しひょう

は 5項
こう

目
もく

、未達成
みたっせい

の指標
しひょう

は 6項
こう

目
もく

となっています。 
 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

 目 標
もくひょう

指標
しひょう

 
平成
へいせい

 

26年
ねん

度
ど

 

令和
れ い わ

 

元年度
がんねんど

 

達成
たっせい

 

状 況
じょうきょう

 

1 
共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の

実現
じつげん

に向
む

けて 

「 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート

調査
ちょうさ

」において、「障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する

差別
さ べ つ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

を感
かん

じること の

有無
う む

」の「いつも感
かん

じる」と答
こた

える人
ひと

の割合
わりあい

の減 少
げんしょう

 

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

 5.4% 4.9% ○ 

障害者
しょうがいしゃ

 6.0% 5.2% ○ 

2 

健
すこ

やかな 命
いのち

を

支
ささ

え る 保健
ほ け ん

・

医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

住 民
じゅうみん

満足度
まんぞくど

調査
ちょうさ

の「健康
けんこう

診断
しんだん

・健
けん

康
こう

づくりが充 実
じゅうじつ

している」と答
こた

える人
ひと

の割合
わりあい

の増加
ぞ う か

 
66.7% 66.2% × 

3 

ともに学
まな

び・育
はぐく

む療 育
りょういく

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

「 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート

調査
ちょうさ

」において、「必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

政策
せいさく

」

についての項目
こうもく

の「障 害
しょうがい

の特性
とくせい

を

理解
り か い

し、障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの可能性
かのうせい

をのばすような教 育
きょういく

をすすめるこ

と」と答
こた

える人
ひと

の割合
わりあい

の減 少
げんしょう

 

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

 49.9% 55.7% × 

障害者
しょうがいしゃ

 18.0% 20.4% × 

4 

個性
こ せ い

と 能 力
のうりょく

を

活
い

かした 働
はたら

き

方
かた

への支援
し え ん

 

町 内
ちょうない

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

達成
たっせい

企業
きぎょう

の割合
わりあい

の増加
ぞ う か

 56.7% 43.8% × 

就 労
しゅうろう

系
けい

サービスの利用者数
りようしゃすう

の増加
ぞ う か

 43人
にん

 64人
にん

 ○ 

5 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

や生
い

き

が い づ く り の

推進
すいしん

 

「 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート

調査
ちょうさ

」において、「今後
こ ん ご

、障害者
しょうがいしゃ

にか

かわるボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

した

いか」についての項目
こうもく

の「参加
さ ん か

した

い」と答
こた

える人
ひと

の割合
わりあい

の増加
ぞ う か

 

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

 21.9% 15.5% × 

障害者
しょうがいしゃ

 － － － 

6 

誰
だれ

にでもやさし

いまちづくりの

推進
すいしん

 

「 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート

調査
ちょうさ

」において、「大泉町
おおいずみまち

における

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

における満足度
まんぞくど

」につい

ての項目
こうもく

の「満足
まんぞく

している」「やや

満足
まんぞく

している」と答
こた

える人
ひと

の割合
わりあい

の

増加
ぞ う か

 

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

 29.0% 25.6% × 

障害者
しょうがいしゃ

 40.0% 42.3% ○ 

7 

自立
じ り つ

を支援
し え ん

する

ための福祉
ふ く し

サー

ビス 

ひとり暮
ぐ

らしが困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすためのグループホームの利用者
りようしゃ

の増加
ぞ う か

  
20人

にん

 37人
にん

 ○ 
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第
だい

６節
せつ

 現状
げんじょう

からみた大泉町
おおいずみまち

の課題
か だ い

 

 

第
だい

1節
せつ

「障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く社会的
しゃかいてき

な動向
どうこう

」から第
だい

5節
せつ

「第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の

目 標
もくひょう

指標
しひょう

評価
ひょうか

」を考察
こうさつ

した結果
け っ か

、本 町
ほんちょう

において障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を進
すす

めるうえで主要
しゅよう

な課題
か だ い

を、

次
つぎ

の 7 つの項目
こうもく

に整理
せ い り

しました。 
 

１ 理解
り か い

と交 流
こうりゅう

について 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

によると、「特
とく

に必要
ひつよう

な施策
し さ く

」として、16.6％の人
ひと

が

「障 害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

の交 流
こうりゅう

を進
すす

め、お互
たが

いの理解
り か い

を深
ふか

めること」と回答
かいとう

しています。

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する「 心
こころ

の壁
かべ

」を除去
じょきょ

するための啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

は、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の重 要
じゅうよう

な 柱
はしら

であり、障害者
しょうがいしゃ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

への理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

また、「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」の認知度
に ん ち ど

に関
かん

しては、約
やく

7割
わり

の人
ひと

が「聞
き

いたことがない」と

回答
かいとう

しているため、「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

」の周知
しゅうち

を徹底
てってい

するとともに、同法
どうほう

に基
もと

づく社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

※の除去
じょきょ

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

※についても実施
じ っ し

していく必要
ひつよう

があります。 

 

２ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

について 

前計画
ぜんけいかく

では施策
し さ く

目 標
もくひょう

「健
すこ

やかな 命
いのち

を支
ささ

える保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

」の目 標
もくひょう

指標
しひょう

として、町 民
ちょうみん

満足度
まんぞくど

・意識
い し き

調査
ちょうさ

の「健康
けんこう

診断
しんだん

・健
けん

康
こう

づくりが充 実
じゅうじつ

している」と答
こた

えた人
ひと

の割合
わりあい

の増加
ぞ う か

を

掲
かか

げていましたが、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の町 民
ちょうみん

満足度
まんぞくど

・意識
い し き

調査
ちょうさ

において、「健康
けんこう

診断
しんだん

・健
けん

康
こう

づくり

が充 実
じゅうじつ

している」と答
こた

えた人
ひと

の割合
わりあい

は、平成
へいせい

26年
ねん

度
ど

に比
くら

べて減 少
げんしょう

し、目 標
もくひょう

を達成
たっせい

できま

せんでした。 

また、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

によると、「特
とく

に必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

」について、「早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

を 考
かんが

えて、早
はや

い段階
だんかい

での適切
てきせつ

な対応
たいおう

に努
つと

めること」という回答
かいとう

が第
だい

3位
い

とな

っています。 

障 害
しょうがい

の原因
げんいん

となるような疾病
しっぺい

等
とう

の発生
はっせい

を防
ふせ

ぐため、そして障 害
しょうがい

の進行
しんこう

を抑制
よくせい

するための

「早期
そ う き

発見
はっけん

体制
たいせい

」は必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であり、健
けん

康
こう

づくりへの支援
し え ん

はもちろんのこと、適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受
う

けられる体制
たいせい

を整備
せ い び

していく必要
ひつよう

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

※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

にとって日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

るうえで障壁
しょうへき

となるもの。利用
り よ う

しにくい

施設
し せ つ

や制度
せ い ど

、障害者
しょうがいしゃ

の存在
そんざい

を意識
い し き

していない慣習
かんしゅう

や文化
ぶ ん か

、障害者
しょうがいしゃ

への偏見
へんけん

などがある。 

※合理的
ごう りて き

配慮
はいりょ

とは、障害者
しょうがいしゃ

の社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くために状 況
じょうきょう

に応
おう

じて行
おこな

われる無理
む り

のない配慮
はいりょ

のこと 。 



第
だい

２章
しょう

 計
けい

画
かく

の背
はい

景
けい
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３ 療 育
りょういく

・教 育
きょういく

について 

本 町
ほんちょう

における公立
こうりつ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

の児童
じ ど う

生徒数
せいとすう

は、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しています。

母子
ぼ し

保健
ほ け ん

施策
し さ く

との緊密
きんみつ

な連携
れんけい

のもと、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

、早期
そ う き

療 育
りょういく

の仕
し

組
く

みや、教 育
きょういく

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

を図
はか

ったうえで、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で、どの障 害
しょうがい

にも対応
たいおう

できるサー

ビスが提 供
ていきょう

され、特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

が継続的
けいぞくてき

に 行
おこな

われるよう体制
たいせい

を整備
せ い び

する必要
ひつよう

がありま

す。 

 

４ 雇用
こ よ う

・就 労
しゅうろう

について 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

によると、「現在
げんざい

就 労
しゅうろう

している人
ひと

」は 24.7％にとどまっ

ています。また、「障害者
しょうがいしゃ

が 働
はたら

くために必要
ひつよう

なこと」としては、「健康
けんこう

状 態
じょうたい

にあわせた働
はたら

き方
かた

ができること」が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「自分
じ ぶ ん

の家
いえ

の近
ちか

くに 働
はたら

く場
ば

があること」、「事業
じぎょう

主
ぬし

や職場
しょくば

の人
ひと

たちが、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

について十 分
じゅうぶん

理解
り か い

していること」となっていることから、

障害者
しょうがいしゃ

が 働
はたら

きやすい環 境
かんきょう

整備
せ い び

に向
む

けた啓発
けいはつ

や事業所
じぎょうしょ

への障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の呼
よ

びかけを 行
おこな

う

必要
ひつよう

があります。 

 

５ 余暇
よ か

活動
かつどう

・社会
しゃかい

参加
さ ん か

について 

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

や生
い

きがいを高
たか

めるためには、趣味
し ゅ み

やスポーツを楽
たの

しむことや、グループ

での活動
かつどう

が大切
たいせつ

です。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

によると、「1年
ねん

以内
い な い

の活動
かつどう

」として、約
やく

3割
わり

の人
ひと

が「特
とく

に何
なに

もしていない」と回答
かいとう

しており、余暇
よ か

活動
かつどう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

についての環 境
かんきょう

整備
せ い び

、情 報
じょうほう

や活動
かつどう

機会
き か い

を積極的
せっきょくてき

に提
てい

供
きょう

していく必要
ひつよう

があります。 

 

６ 生活
せいかつ

環 境
かんきょう

について 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

によると、「特
とく

に必要
ひつよう

な施策
し さ く

」として、「障 害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

にやさしい『福祉
ふ く し

のまちづくり』を推進
すいしん

すること」という回答
かいとう

が第
だい

1位
い

となってい

ます。「外 出
がいしゅつ

の際
さい

に困
こま

ること」では、「気軽
き が る

に利用
り よ う

できる移送
い そ う

手段
しゅだん

が少
すく

ない」、「電車
でんしゃ

やバス

などの交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

しづらい」という回答
かいとう

が多
おお

くなっており、「歩道
ほ ど う

が狭
せま

く、道路
ど う ろ

に段差
だ ん さ

が多
おお

い」という回答
かいとう

も上位
じょうい

を占
し

めています。また、「災害
さいがい

時
じ

の自力
じ り き

避難
ひ な ん

の可否
か ひ

」では「自力
じ り き

で避難
ひ な ん

できない」と回答
かいとう

した人
にん

が 26％います。 

障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが暮
く

らしやすいまちづくりには、道路
ど う ろ

や公 共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

のバ

リアフリー化
か

や災害
さいがい

時
じ

における障害者
しょうがいしゃ

の避難
ひ な ん

対策
たいさく

を進
すす

め、障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

など弱 者
じゃくしゃ

の

立場
た ち ば

に立
た

ったまちづくりを進
すす

めていく必要
ひつよう

があります。 
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７ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

について 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

によると、「悩
なや

みや困
こま

ったことについての相談先
そうだんさき

（家族
か ぞ く

や親族
しんぞく

以外
い が い

）」では、「医療
いりょう

関係
かんけい

や薬 局
やっきょく

」が 最
もっと

も多
おお

く、「友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

」という回答
かいとう

が多
おお

くな

っています。一方
いっぽう

、「社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

」、「県
けん

の福祉
ふ く し

や保健
ほ け ん

の窓口
まどぐち

」、「こころの健康
けんこう

センター」、

「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
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」、「障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター」、

「障害者
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」と回答
かいとう

した人
ひと

は 1割
わり

以下
い か

となっていることから、周知
しゅうち

を徹底
てってい

し、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の認知度
に ん ち ど

を向
こう

上
じょう

していく必要
ひつよう

があります。 

また、「今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス」としては、「短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

」が 最
もっと

も多
おお

く、「移動
い ど う

支援
し え ん

」、「居宅
きょたく

介護
か い ご

支援
し え ん

」、「施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

」が続
つづ

いており、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのサービス 量
りょう

の確保
か く ほ

・制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を 行
おこな

い、利用
り よ う

促進
そくしん

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第
だい

３章
しょう

 計
けい

画
かく

の理
り

念
ねん

・取
と

り
り

組
く

み
み

方
ほう

針
しん
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第
だい

３ 章
しょう

 計画
けいかく

の理念
り ね ん

・取
と

り組
く

み方針
ほうしん

 

第
だい

１節
せつ

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 

国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

において、掲
かか

げられた目 標
もくひょう

テーマは「完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平 等
びょうどう

」で、現在
げんざい

でも

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

の 究 極
きゅうきょく

のテーマであるといえます。これは、「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

と同
おな

じ権利
け ん り

をもち、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で共
とも

に生活
せいかつ

し、誰
だれ

もが等
ひと

しく社会
しゃかい

に参加
さ ん か

する」という

ことです。この目 標
もくひょう

を実現
じつげん

するためには、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

し支
ささ

えあう共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を構築
こうちく

することが必要
ひつよう

です。 

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

においては、障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

の対等
たいとう

な構
こう

成員
せいいん

として人権
じんけん

を尊 重
そんちょう

され、自己
じ こ

選択
せんたく

と自己
じ こ

決定
けってい

の下
もと

に、社会
しゃかい

のあらゆる活動
かつどう

に参加
さ ん か

・参画
さんかく

するとともに、社会
しゃかい

の一員
いちいん

としてその

責任
せきにん

を分担
ぶんたん

します。共 生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

のためには、行 政
ぎょうせい

だけでなく町 民
ちょうみん

、企業
きぎょう

、各種
かくしゅ

団体
だんたい

等
とう

すべての社会
しゃかい

構成員
こうせいいん

が、それぞれの役割
やくわり

と責任
せきにん

を自覚
じ か く

して、主体的
しゅたいてき

に取
と

り組
く

むことにより、

初
はじ

めて実現
じつげん

できるものです。 

本 町
ほんちょう

における最 上
さいじょう

位
い

計画
けいかく

である「大泉町
おおいずみまち

みらい創造
そうぞう

羅針盤
らしんばん

～大泉町
おおいずみまち

総合
そうごう

計画
けいかく

2019～」

では、将 来
しょうらい

都市像
と し ぞ う

である「住
す

んでみたい 住
す

み続
つづ

けたいまち おおいずみ～みんなで創
つく

る 

個性
こ せ い

輝
かがや

き、希望
き ぼ う

あふれるまち～」の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

し、「未来
み ら い

へつなぐ 魅力
みりょく

あふれるまちづく

り」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として掲
かか

げてまちづくりを推進
すいしん

するなかで、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、

医療
いりょう

、介護
か い ご

、教 育
きょういく

、就 労
しゅうろう

など、各種
かくしゅ

サービスの充 実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでいます。 

本計画
ほんけいかく

は、総合
そうごう

計画
けいかく

の保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

の基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

である「誰
だれ

もが支
ささ

え合
あ

い、健康
けんこう

で 心
こころ

豊
ゆた

かにく

らせるまち」を踏
ふ

まえ、第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

「支
ささ

えあい ともに暮
く

ら

そう 私
わたし

のまち おおいずみ」を引
ひ

き継
つ

ぎ、障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、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
ささ

えあう「共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

します。 

 

 

 

  

 

支
さ さ

えあい ともに暮
く

らそう 私
わたし

のまち おおいずみ 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん
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第
だい

２節
せつ

 取
と

り組
く

み方針
ほうしん

 

 

１ ともに支
ささ

えあう、共 生
きょうせい

のまちづくりを推進
すいしん

します。 

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

も共
とも

に生活
せいかつ

し、共
とも

に活動
かつどう

できるノーマライゼーションの

理念
り ね ん

を住 民
じゅうみん

が正
ただ

しく理解
り か い

するために、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する「 心
こころ

の壁
かべ

」を取
と

り除
のぞ

くことが大切
たいせつ

です。 

そのために、各種
かくしゅ

広報
こうほう

媒体
ばいたい

の活用
かつよう

や様々
さまざま

な行事
ぎょうじ

を通
つう

じた啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

、幼児期
よ う じ き

からその発達
はったつ

段階
だんかい

に応
おう

じた福祉
ふ く し

教 育
きょういく

と、地域
ち い き

や職場
しょくば

で共
とも

に活動
かつどう

しながら互
たが

いに理解
り か い

を深
ふか

め

る交 流
こうりゅう

の促進
そくしん

、障害者
しょうがいしゃ

のニーズに沿
そ

ったボランティアの養成
ようせい

など、住 民
じゅうみん

がノーマライゼ

ーションの理念
り ね ん

を正
ただ

しく理解
り か い

できる取
と

り組
く

みの一層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

２ 自分
じ ぶ ん

らしい生活
せいかつ

ができるまちづくりを推進
すいしん

します。 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で生
い

きがいを持
も

って生活
せいかつ

し、社会
しゃかい

活動
かつどう

に参加
さ ん か

していくためには、一般
いっぱん

雇用
こ よ う

はもとより、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

を含
ふく

めた障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

に努
つと

め、自立
じ り つ

のための経済的
けいざいてき

基盤
き ば ん

の

確立
かくりつ

を図
はか

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

する事業
じぎょう

を充 実
じゅうじつ

させる必要
ひつよう

があります。 

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

や 就 業
しゅうぎょう

を促進
そくしん

するためには、障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

の 職 業
しょくぎょう

能 力
のうりょく

の開発
かいはつ

を支援
し え ん

し、

事業
じぎょう

主
ぬし

や一般
いっぱん

社会
しゃかい

への障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めなくてはなりません。 

また、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

するためには、子
こ

どものころからの教 育
きょういく

も重 要
じゅうよう

となり

ます。一人
ひ と り

ひとりの能 力
のうりょく

を伸
の

ばすため、各
かく

ライフステージに応
おう

じたきめ細
こま

かな支援
し え ん

が必要
ひつよう

であることから、保育
ほ い く

や教 育
きょういく

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

さらに、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

し、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

能 力
のうりょく

の向 上
こうじょう

を図
はか

るとともに、

障害者
しょうがいしゃ

スポーツの振興
しんこう

を図
はか

るほか、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

やレクリエーション活動
かつどう

を支援
し え ん

するなど、地域
ち い き

におけるノーマライゼーションの理念
り ね ん

の浸透
しんとう

に向
む

けて取
と

り組
く

みます。 

 

３ 安心
あんしん

して暮
く

らし続
つづ

けられるまちづくりを推進
すいしん

します。 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

っていくためには、障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する

体制
たいせい

を整備
せ い び

するとともに充 実
じゅうじつ

させる必要
ひつよう

があります。 

誰
だれ

もが住
す

みよいまちづくりを推進
すいしん

していくためには、ただ単
たん

にハード面
めん

の整備
せ い び

にとどまら

ず、地域
ち い き

に住
す

む人々
ひとびと

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

やサポートがきわめて大切
たいせつ

であり、今後
こ ん ご

もハー

ド・ソフト両 面
りょうめん

にわたる福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

します。 

また、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に備
そな

えて、地域
ち い き

における見
み

守
まも

り活動
かつどう

を推進
すいしん

するとともに、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

台 帳
だいちょう

や福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

を整備
せ い び

し、災害
さいがい

時
じ

における障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

 

 

 



第
だい

３章
しょう
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けい

画
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り

念
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と

り
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組
く

み
み

方
ほう

針
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第
だい

３節
せつ

 施策
し さ く

目標
もくひょう

 

 

１ 共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて 

障害者
しょうがいしゃ

について正
ただ

しい知識
ち し き

と十 分
じゅうぶん

な理解
り か い

が得
え

られるよう啓発
けいはつ

活動
かつどう

を 行
おこな

うとともに、

障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を許
ゆる

さないことで、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを実施
じ っ し

しま

す。 

また、虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

しては、今後
こ ん ご

支援
し え ん

対象者
たいしょうしゃ

の増加
ぞ う か

が見
み

込
こ

まれることから、

関係
かんけい

機関
き か ん

と 協 力
きょうりょく

、連携
れんけい

のうえ、支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

さらに各窓口
かくまどぐち

を中 心
ちゅうしん

に、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 充
じゅう

実
じつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを実施
じ っ し

します。 

 

２ 健
すこ

やかな 命
いのち

を支
ささ

える保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

 健康診査
けんこうしんさ

等
とう

の受
じゅ

診者数
しんしゃすう

の増加
ぞ う か

に向
む

けた取
と

り組
く

みを 行
おこな

っていくとともに、障 害
しょうがい

の原因
げんいん

とな

りやすい生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

や、健
けん

康
こう

づくりの推進
すいしん

、早期
そ う き

に適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

医療
いりょう

サービスが受
う

け

られるような体制
たいせい

の整備
せ い び

などを図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

していけるように努
つと

めます。 

 また、妊娠中
にんしんちゅう

からの支援
し え ん

体制
たいせい

を強化
きょうか

し、乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

や発育
はついく

発達
はったつ

相談
そうだん

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

める

とともに、早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療 育
りょういく

の体制
たいせい

整備
せ い び

を進
すす

めていきます。 

 

３ ともに学
まな

び・ 育
はぐく

む療 育
りょういく

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

乳幼児期
にゅうようじき

における健康診査
けんこうしんさ

や早期
そ う き

療 育
りょういく

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、障害児
しょうがいじ

やそれを支
ささ

える

保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する乳幼児期
にゅうようじき

からの相談
そうだん

等
とう

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

また、保育
ほ い く

園
えん

の障害児
しょうがいじ

受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

も緊 急
きんきゅう

の課題
か だ い

となっています。各関係
かくかんけい

機関
き か ん

において、心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

が早期
そ う き

から相談
そうだん

ができ、必要
ひつよう

な指導
し ど う

が受
う

けられるよう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

４ 個性
こ せ い

と能 力
のうりょく

を活
い

かした 働
はたら

き方
かた

への支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

には、企業
きぎょう

の理解
り か い

・ 協 力
きょうりょく

が不可欠
ふ か け つ

であり、受
う

け入
い

れる職場
しょくば

の環 境
かんきょう

整備
せ い び

や障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に関
かん

する制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

また、障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

を支援
し え ん

するため、企業
きぎょう

や就 労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

と連携
れんけい

し、支援
し え ん

体制
たいせい

の

強化
きょうか

を図
はか

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

が就 労
しゅうろう

可能
か の う

な職務
しょくむ

・職 域
しょくいき

の開発
かいはつ

や相談
そうだん

体制
たいせい

を充 実
じゅうじつ

させ、

障害者
しょうがいしゃ

の活躍
かつやく

の場
ば

の拡大
かくだい

を推進
すいしん

します。 
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５ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

や生
い

きがいづくりの推進
すいしん

 

スポーツ・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

への参加
さ ん か

は、生活
せいかつ

のなかでの「ゆとり」や「生
い

きがい」につながり、

生活
せいかつ

を豊
ゆた

かにし、地域
ち い き

社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

や理解
り か い

を深
ふか

めるため、スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

や文化
ぶ ん か

活動
かつどう

への障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

を促進
そくしん

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、共
とも

に活動
かつどう

することを通
つう

じてお互
たが

いの

理解
り か い

が深
ふか

められるよう、交 流
こうりゅう

教 育
きょういく

や統合
とうごう

保育
ほ い く

※を推進
すいしん

し、成人期
せいじんき

においては、雇用
こ よ う

・就 労
しゅうろう

の促進
そくしん

を図
はか

るとともに、スポーツ、文化
ぶ ん か

、芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

６ 誰
だれ

にでもやさしいまちづくりの推進
すいしん

 

障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

するために、総合的
そうごうてき

なバリアフリー化
か

を促進
そくしん

し、差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

のないま

ちづくりを目
め

指
ざ

した環 境
かんきょう

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

また、災害
さいがい

時
じ

には、視覚
し か く

や聴 覚
ちょうかく

などの障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する的確
てきかく

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や、安全
あんぜん

に避難
ひ な ん

できる避難
ひ な ん

経路
け い ろ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

 

７ 自立
じ り つ

を支援
し え ん

するための福祉
ふ く し

サービス 

地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を支援
し え ん

するサービスは、当事者
とうじしゃ

のニーズを的確
てきかく

に

把握
は あ く

し、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

や状 態
じょうたい

に応
おう

じて配慮
はいりょ

するなど、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

に立
た

ったサービスを提 供
ていきょう

します。 

福祉
ふ く し

サービスは、第
だい

6期
き

大泉町
おおいずみまち

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

2期
き

大泉町
おおいずみまち

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（令和
れ い わ

3年
ねん

度
ど

～令和
れ い わ

5年
ねん

度
ど

）に基
もと

づき、各種
かくしゅ

サービスを提 供
ていきょう

する体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 また、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提 供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

については、平 常
へいじょう

時
じ

から地域
ち い き

住 民
じゅうみん

や関係
かんけい

機関
き か ん

との

緊密
きんみつ

な関係
かんけい

を構築
こうちく

するよう啓発
けいはつ

を 行
おこな

うとともに、利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
とう

について

研修会
けんしゅうかい

を実施
じ っ し

するよう指導
し ど う

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※統合
とうごう

保育
ほ い く

とは、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

どもを一緒
いっしょ

に保育
ほ い く

すること。 



第
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く
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み

方
ほう
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しん
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第
だい

４節
せつ

 施策
し さ く

の体系
たいけい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※情 報
じょうほう

アクセシビリティとは、障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

をはじめ、あらゆる人
ひと

が通信
つうしん

機器
き き

、ソフトウェア及
およ

びサービ 

スを支障
ししょう

なく利用
り よ う

できること。 

 

１ 共生社会の実現に
向けて

１ 障害者への理解の促進
２ 差別解消の推進
３ 権利擁護の推進
４ 合理的配慮の充実

２ 健やかな命を支える
保健・医療の充実

１ 保健・医療サービスの充実
２ 疾病等の予防、早期発見・早期

治療

３ ともに学び・育む療育
・教育の充実

１ 療育の充実
２ 学校教育の充実

４ 個性と能力を活かし
た働き方への支援

１ 就労支援の充実
２ 障害者雇用に関する理解の促進
３ 障害者の活躍の場の拡大

５ 社会参加や生きがい
づくりの推進

１ 地域コミュニティ活動
２ スポーツ・レクリエーション活動
３ 文化活動

６ 誰にでもやさしいまち
づくりの推進

１ 住環境の整備
２ 交通・移動手段の充実
３ バリアフリー化の推進

（心のバリアフリー化の推進）
４ 防災・防犯対策の推進
５ 情報アクセシビリティ※の推進

７ 自立を支援するため
の福祉サービス

１ 障害福祉サービス
２ 地域生活支援事業
３ 経済的支援

支
え
あ
い

と
も
に
暮
ら
そ
う

私
の
ま
ち

お
お
い
ず
み

３ 安心して暮らし
続けられるまち
づくりを推進し
ます

２ 自分らしい生活
ができるまちづ
くりを推進します

１ ともに支えあう
共生のまちづく
りを推進します

基本

理念
取り組み方針 施策目標 施 策
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第
だい

４ 章
しょう

 基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

第
だい

１節
せつ

 取
と

り組
く

み方針
ほうしん

１ ともに支
ささ

えあう共生
きょうせい

のまちづくりを推進
すいしん

します 

 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

１ 共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて 

▲△施策
し さ く

目 標
もくひょう

を実現
じつげん

するための指標
しひょう

△▲ 

指
し

 標
ひょう

 対 象
たいしょう

 
現状値
げんじょうち

 

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

） 

目標値
もくひょうち

 

（令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

） 

「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

」において、

「障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

を感
かん

じること

の有無
う む

」の「いつも感
かん

じる」と答
こた

える人
ひと

の割合
わりあい

 

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

 4.9％ 4.0％ 

障害者
しょうがいしゃ

 5.2％ 4.5％ 

 

施策
し さ く

１ 障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

の促進
そくしん

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

ノーマライゼーションの理念
り ね ん

は徐々
じょじょ

に社会
しゃかい

に定 着
ていちゃく

してきていますが、偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

といっ

た「 心
こころ

の壁
かべ

」の除去
じょきょ

は、依
い

然
ぜん

として大
おお

きな課題
か だ い

となっています。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

によると、「共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」について、「聞
き

いたことがあり、

賛同
さんどう

できる」と回答
かいとう

した人
ひと

は、20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

アンケート調査
ちょうさ

で 43.7％、障害者
しょうがいしゃ

アンケート

調査
ちょうさ

で 27.9％の回答
かいとう

でした。 

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のためには「 心
こころ

の壁
かべ

」の除去
じょきょ

が必要
ひつよう

であり、障 害
しょうがい

や障害者
しょうがいしゃ

についての

理解
り か い

を深
ふか

めるための積極的
せっきょくてき

な周知
しゅうち

を 行
おこな

う必要
ひつよう

があります。 

また、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を促進
そくしん

するため、交 流
こうりゅう

の機会
き か い

を充 実
じゅうじつ

させるほか、社会的
しゃかいてき

支援
し え ん

、

福祉
ふ く し

問題
もんだい

の課題
か だ い

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるための教 育
きょういく

の推進
すいしん

や、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

やボランティア団体
だんたい

、

行 政
ぎょうせい

が互
たが

いに連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めていく必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

（毎年
まいとし

12月
がつ

3日
にち

から 9日
にち

まで）における国
くに

や県
けん

の各種
かくしゅ

のイベントと連携
れんけい

し、

広報紙
こうほうし

やホームページなどの広報
こうほう

媒体
ばいたい

、各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

を活用
かつよう

して障 害
しょうがい

や障害者
しょうがいしゃ

についての理解
り か い

を促進
そくしん

するための啓発
けいはつ

・広報
こうほう

を推進
すいしん

するとともに、ヘルプマーク等
とう

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。さら

に、多様
た よ う

な福祉
ふ く し

・人権
じんけん

教 育
きょういく

活動
かつどう

が展開
てんかい

できるよう関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、子
こ

どもから

高齢者
こうれいしゃ

まで、人権
じんけん

尊 重
そんちょう

の精神
せいしん

に根
ね

ざした一貫
いっかん

した福祉
ふ く し

教 育
きょういく

を推進
すいしん

します。 
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●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 広報紙
こ う ほ う し

やホームページ、パンフレット等
とう

の各種
かくしゅ

広報
こうほう

媒体
ばいたい

の活用
かつよう

により、

障害
しょうがい

に対
たい

する住民
じゅうみん

の理解
り か い

を促進
そくしん

するとともに、福祉
ふ く し

サービスやイベント、

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を補助
ほ じ ょ

するための補助
ほ じ ょ

犬
けん

（盲導犬
もうどうけん

、介助
かいじょ

犬
けん

、聴
ちょう

導
どう

犬
けん

）の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「おおいずみ市民
し み ん

活動
かつどう

フェスティバル」 

福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 広報紙
こ う ほ う し

に知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

月間
げっかん

（9月
がつ

）、障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

(12月
がつ

3日
にち

～9日
にち

)を掲載
けいさい

するなど周知
しゅうち

を行
おこな

います。 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 「保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

まつり」など様々
さまざま

な行事
ぎょうじ

やイベントに際
さい

し、障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した

企画
き か く

や、参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを行
おこな

い参画
さんかく

を促
うなが

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

とな

い人
ひと

の交流
こうりゅう

の場
ば

づくりを行
おこな

います。 

福祉課
ふ く し か

 

拡充
かくじゅう

 町内
ちょうない

にある障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

と近
きん

隣
りん

住民
じゅうみん

の交流
こうりゅう

機会
き か い

を促進
そくしん

するとともに、

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

パレードや障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

が主催
しゅさい

する交流
こうりゅう

機
き

会
かい

づくりを

支援
し え ん

します。 

福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

と小中学校
しょうちゅうがっこう

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

や共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

とない児童
じ ど う

が、ともに育
そだ

つ交流
こうりゅう

・ふれあ

い事業
じぎょう

等
とう

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

継続
けいぞく

 小中学校
しょうちゅうがっこう

では社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協 力 校
きょうりょくこう

として、「総合的
そうごうてき

な学習
がくしゅう

の時間
じ か ん

」を活用
かつよう

し

た「福祉
ふ く し

」の学習
がくしゅう

や体験
たいけん

活動
かつどう

を実施
じ っ し

するなど、児童
じ ど う

生徒
せ い と

の福祉
ふ く し

・人権
じんけん

教育
きょういく

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「中学生
ちゅうがくせい

介護
か い ご

体験
たいけん

教室
きょうしつ

」 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

を障害児
しょうがいじ

理解
り か い

促進
そくしん

研修会
けんしゅうかい

等
とう

へ派遣
は け ん

するなど、福祉
ふ く し

教育
きょういく

指導力
しどうりょく

向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

継続
けいぞく

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に対
たい

する理解
り か い

と関心
かんしん

を高
たか

めるため、大泉町
おおいずみまち

小 中
しょうちゅう

学生
がくせい

ふくし

作文
さくぶん

・ポスターコンクール等
とう

を実施
じ っ し

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「大泉町
おおいずみまち

小 中
しょうちゅう

学生
がくせい

ふくし作文
さくぶん

・ポスターコンクール」 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 町民
ちょうみん

の福祉
ふ く し

意識
い し き

を高
たか

めるため、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

や地域
ち い き

活動
かつどう

において、障害者
しょうがいしゃ

の

理解
り か い

に関
かん

する講座
こ う ざ

や講演会
こうえんかい

等
とう

の開催
かいさい

を進
すす

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「人権
じんけん

教育
きょういく

指導者
し ど う し ゃ

養成
ようせい

講座
こ う ざ

」、「傾聴
けいちょう

ボランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

」、 

「手話
し ゅ わ

奉仕員
ほ う し い ん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

」 

多文化
た ぶ ん か

協働課
きょうどうか

 

福祉課
ふ く し か

 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い
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施策
し さ く

２ 差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

の推進
すいしん

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

 共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、すべての町 民
ちょうみん

が障 害
しょうがい

や障害者
しょうがいしゃ

について理解
り か い

し、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

の取
と

り組
く

みを推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に差別
さ べ つ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

を感
かん

じたことがあ

る（たまに感
かん

じる、いつも感
かん

じる）」と回答
かいとう

した障害者
しょうがいしゃ

等
とう

は 23.8%となっており、差別
さ べ つ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

を 4人
にん

に 1人
にん

が感
かん

じていると回答
かいとう

しています。 

「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

」について、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

などに周知
しゅうち

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

への差別
さ べ つ

の

禁止
き ん し

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

による社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」に基
もと

づき、職 員
しょくいん

に対
たい

しては、適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な研 修
けんしゅう

を 行
おこな

います。また、差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

に向
む

け、広
ひろ

く広報紙
こうほうし

やホームページなどにおいて、法
ほう

の主旨
し ゅ し

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

みます。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取
とり

扱
あつか

いの禁止
き ん し

」や「障害者
しょうがいしゃ

への合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

の禁止
き ん し

」等
とう

が盛
も

り込
こ

まれた「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」に基
もと

づき、

国
くに

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を踏
ふ

まえ、必要
ひつよう

な対応
たいおう

に取
と

り組
く

みます。 

全
ぜん

 課
か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

の理解
り か い

の促進
そくしん

と配慮
はいりょ

を一層
いっそう

図
はか

るため、「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
かん

する大泉町
おおいずみまち

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」に基
もと

づき、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に関
かん

し

て町
まち

職員
しょくいん

に対
たい

し研修会
けんしゅうかい

を開
かい

催
さい

します。 

福祉課
ふ く し か

 

総務課
そ う む か

 

継続
けいぞく

 「障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

」、「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」等
とう

の主旨
し ゅ し

を分
わ

かりやすく普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

するとともに、本町
ほんちょう

で施行
し こ う

・策定
さくてい

した「あらゆる差別
さ べ つ

の撤廃
てっぱい

をめざす

人権
じんけん

擁護
よ う ご

条例
じょうれい

」、「人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

に関
かん

する基本
き ほ ん

計画
けいかく

」に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

される社
しゃ

会
かい

づくりを推進
すいしん

します。 

多文化
た ぶ ん か

協働課
きょうどうか

 

福祉課
ふ く し か

 

教育
きょういく

指導課
し ど う か
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施策
し さ く

３ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

「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
し こ う

を受
う

け、本 町
ほんちょう

では、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を推進
すいしん

するため、

平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

に「大泉町
おおいずみまち

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」を設置
せ っ ち

し、虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

け取
と

り組
く

ん

でいます。 

 今後
こ ん ご

も、虐 待
ぎゃくたい

事案
じ あ ん

を未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

できるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

やサービス管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

等
とう

に対
たい

して、常日頃
つねひごろ

から虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関
かん

する啓発
けいはつ

を 行
おこな

うとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

とは、人権
じんけん

をはじめとした様々
さまざま

な権利
け ん り

を保護
ほ ご

したり、本人
ほんにん

に代
か

わってその財産
ざいさん

を

適
てき

切
せつ

に管理
か ん り

したりすることです。つまり、個人
こ じ ん

が人間
にんげん

としての尊厳
そんげん

を持
も

って生
い

きていくこと

を生活上
せいかつじょう

の重 要
じゅうよう

な場面
ば め ん

でサポートしていくことです。 

こうした「権利
け ん り

擁護
よ う ご

」の問題
もんだい

は、支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

の増加
ぞ う か

により、その需要
じゅよう

に対応
たいおう

する体制
たいせい

の整備
せ い び

が求
もと

められています。障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

を守
まも

るために、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

すると

ともに、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

等
とう

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

していく必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

障害者
しょうがいしゃ

への成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

支援
し え ん

や、業務
ぎょうむ

を適正
てきせい

に 行
おこな

うことができる人材
じんざい

の育成
いくせい

・

活用
かつよう

の研 修
けんしゅう

などを 行
おこな

い、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

また、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

における業務
ぎょうむ

を適正
てきせい

に 行
おこな

うことが可能
か の う

な法人
ほうじん

を確保
か く ほ

できる体制
たいせい

整備
せ い び

や、市民
し み ん

後見人
こうけんにん

※の活用
かつよう

も含
ふく

めた法人
ほうじん

後見
こうけん

の活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市民
し み ん

後見人
こうけんにん

とは、弁護士
べ ん ご し

や司法
し ほ う

書士
し ょ し

などの資格
し か く

はもたないものの社会
しゃかい

貢献
こうけん

への意欲
い よ く

や倫理
り ん り

観
かん

が高
たか

い

一般
いっぱん

市民
し み ん

で、市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

する養成
ようせい

研修
けんしゅう

を受講
じゅこう

し、成年
せいねん

後見
こうけん

に関
かん

する一定
いってい

の知識
ち し き

や態度
た い ど

を身
み

につけた

人
ひと

のなかから、家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

により成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等
とう

として選任
せんにん

された人
ひと

のこと。 
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●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 「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

」により、虐待
ぎゃくたい

の発見者
はっけんしゃ

に対
たい

する通報
つうほう

義務
ぎ む

について、

町民
ちょうみん

及
およ

び関係者
かんけいしゃ

への周知
しゅうち

を図
はか

ります。また、虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する通報
つうほう

を受
う

けた

際
さい

は、家庭
か て い

や施設
し せ つ

・職場
しょくば

などに調査
ちょうさ

、指導
し ど う

等
とう

を行
おこな

うなど迅速
じんそく

に適切
てきせつ

な対応
たいおう

を行
おこな

います。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

支援
し え ん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

新規
し ん き

 障害者
しょうがいしゃ

の財産
ざいさん

や権利
け ん り

を保護
ほ ご

し、自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

するため、権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

の

地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワークを構築
こうちく

し、制度
せ い ど

の広報
こうほう

周知
しゅうち

や、早期
そ う き

の段階
だんかい

からの

相談
そうだん

対応
たいおう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を行
おこな

い、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

できるよう支援
し え ん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」、「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

研修会
けんしゅうかい

」 

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

に努
つと

め、利用
り よ う

の促進
そくしん

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

において安心
あんしん

して自立
じ り つ

した生活
せいかつ

が送
おく

れるよう支援
し え ん

しま

す。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「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

」 

福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い
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施策
し さ く

４ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の充 実
じゅうじつ

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

 「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

」が平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

から施行
し こ う

され、国
くに

や地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

等
とう

には障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が義務化
ぎ む か

されました。 

障害者
しょうがいしゃ

が日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

るための 妨
さまた

げとなる、様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のた

めの合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

はとても重 要
じゅうよう

な取
と

り組
ぐ

みです。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

を義
ぎ

務
む

付
づ

けた、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

についての認知度
に ん ち ど

（言葉
こ と ば

だけは知
し

っている、内容
ないよう

まで知
し

っている）」は、20歳
さい

以上
いじょう

の

人
ひと

アンケート調査
ちょうさ

で 27.5％、障害者
しょうがいしゃ

アンケート調査
ちょうさ

で 20.7％にとどまっています。 

今後
こ ん ご

も、障害者
しょうがいしゃ

にとっての日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

るうえで障 壁
しょうへき

となる事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、

慣行
かんこう

、観念
かんねん

などの社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のための「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

」に関
かん

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・

啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

における障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の活動
かつどう

の制限
せいげん

や、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を制約
せいやく

している社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くよう、企業
きぎょう

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取
と

り 扱
あつか

いの禁止
き ん し

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

についての普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 【再掲
さいけい

】 

「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取
とり

扱
あつか

いの禁止
き ん し

」や「障害者
しょうがいしゃ

への合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

の禁止
き ん し

」等
とう

が盛
も

り込
こ

まれた「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」に基
もと

づき、

国
くに

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を踏
ふ

まえ、必要
ひつよう

な対応
たいおう

に取
と

り組
く

みます。 

全
ぜん

 課
か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

の理解
り か い

の促進
そくしん

と配慮
はいりょ

を一層
いっそう

図
はか

るため、「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
かん

する大泉町
おおいずみまち

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」に基
もと

づき、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

に関
かん

し

て町
まち

職員
しょくいん

に対
たい

し研修会
けんしゅうかい

を開
かい

催
さい

します。 

福祉課
ふ く し か

 

総務課
そ う む か

 

新規
し ん き

 アクセシビリティに配慮
はいりょ

した行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 広報
こうほう

情報課
じょうほうか

 

福祉課
ふ く し か
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■■■目 標
もくひょう

を達成
たっせい

するために ～みんなの取
と

り組
く

み～■■■ 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

 共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて 

・障 害
しょうがい

についての理解
り か い

を深
ふか

め、こころのバリア（障 壁
しょうへき

）をなくし、お互
たが

いに人格
じんかく

と個性
こ せ い

 

を認
みと

めあいましょう。 

・誰
だれ

もが対等
たいとう

に地域
ち い き

の活動
かつどう

に参画
さんかく

できるようにしましょう。 
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第
だい

２節
せつ

 取
と

り組
く

み方針
ほうしん

２ 自分
じ ぶ ん

らしい生活
せいかつ

ができるまちづくりを推進
すいしん

します 

 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

２ 健
すこ

やかな命
いのち

を支
ささ

える保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 
 

▲△施策
し さ く

目 標
もくひょう

を実現
じつげん

するための指標
しひょう

△▲ 

指
し

 標
ひょう

 対 象
たいしょう

 
現状値
げんじょうち

 

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

） 

目標値
もくひょうち

 

（令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

） 

住 民
じゅうみん

満足度
まんぞくど

・意識
い し き

調査
ちょうさ

において「健康
けんこう

診断
しんだん

・健
けん

康
こう

づくりが充 実
じゅうじつ

している」と答
こた

える人
ひと

の割合
わりあい

 
20歳

さい

以上
いじょう

の人
ひと

 66.2％ 72.0％ 

 

施策
し さ く

１ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービスの充 実
じゅうじつ

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

脳
のう

血管
けっかん

疾患
しっかん

や糖 尿 病
とうにょうびょう

などの生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

は障 害
しょうがい

の原因
げんいん

となりやすく、疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

として

の日頃
ひ ご ろ

の健
けん

康
こう

づくりは、とても重 要
じゅうよう

なことです。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「障 害
しょうがい

や難 病
なんびょう

の指定
し て い

を受
う

けた年齢
ねんれい

」は、「40歳
さい

以上
いじょう

」

という回答
かいとう

が 54.1％と半数
はんすう

以上
いじょう

となっています。また、「障害者
しょうがいしゃ

の悩
なや

みごと」として、「健康
けんこう

管理
か ん り

や医療
いりょう

」という回答
かいとう

も多
おお

くあります。 

生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の増加
ぞ う か

が問題
もんだい

となっている現代
げんだい

では、壮年期
そうねんき

以降
い こ う

の疾
しっ

病
ぺい

による障 害
しょうがい

の発生
はっせい

も多
おお

いことから、これらの疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

対策
たいさく

がさらに重 要
じゅうよう

になってきています。 

今後
こ ん ご

は、高齢化
こうれいか

が進
すす

むなかで、障害者
しょうがいしゃ

の高齢化
こうれいか

や重度化
じゅうどか

も予想
よ そ う

されることから、誰
だれ

もが

心
しん

身
しん

ともに健
すこ

やかに暮
く

らせるよう健
けん

康
こう

づくりを推進
すいしん

するとともに、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービスを

充 実
じゅうじつ

していくことが必要
ひつよう

です。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

健康診査
けんこうしんさ

及
およ

び各種
かくしゅ

検診
けんしん

、その後
ご

の保健
ほ け ん

指導
し ど う

を充 実
じゅうじつ

し、障 害
しょうがい

の要因
よういん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

に努
つと

めます。 

また、障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して医療
いりょう

サービスを受
う

けられるよう、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

に関
かん

する情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

に努
つと

めるとともに、福祉
ふ く し

医療
いりょう

制度
せ い ど

や自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

など、医療費
いりょうひ

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

に関
かん

する制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

り、保健
ほ け ん

・療 育
りょういく

・医療
いりょう

体制
たいせい

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 
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●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 疾病
しっぺい

や障害
しょうがい

・精神
せいしん

等
とう

の相談
そうだん

・訪問
ほうもん

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、適切
てきせつ

な療育
りょういく

・治療
ちりょう

につなげます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「育児
い く じ

等
とう

健康
けんこう

支援
し え ん

事業
じぎょう

」、「乳児
にゅうじ

家庭
か て い

全戸
ぜ ん こ

訪問
ほうもん

事業
じぎょう

」、「健康
けんこう

相談
そうだん

事業
じぎょう

」、 

「訪問
ほうもん

指導
し ど う

事業
じぎょう

」、「地域
ち い き

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

」 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

継続
けいぞく

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

や知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

などを支援
し え ん

するため、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

による助言
じょげん

や指導
し ど う

を行
おこな

う相談
そうだん

支援
し え ん

センターの強化
きょうか

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 必要
ひつよう

な医療
いりょう

を継続的
けいぞくてき

に受
う

けられるよう、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
い り ょ う ひ

や養育
よういく

医療費
い り ょ う ひ

の

給付
きゅうふ

、福祉
ふ く し

医療
いりょう

制度
せ い ど

等
とう

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
い り ょ う ひ

扶助
ふ じ ょ

」、「未熟児
み じ ゅ く じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

国民
こくみん

健康
けんこう

保険課
ほ け ん か

 

継続
けいぞく

 関係
かんけい

医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

を促進
そくしん

するとともに、広域的
こういきてき

医療
いりょう

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

め

ます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「医療
いりょう

対策
たいさく

事業
じぎょう

」 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

継続
けいぞく

 館林
たてばやし

邑楽
お う ら

歯科
し か

医師会
い し か い

と連携
れんけい

して、歯科
し か

保健
ほ け ん

医療
いりょう

センターによる障害者
しょうがいしゃ

の

口腔
こうくう

衛生
えいせい

及
およ

び医療
いりょう

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）歯科
し か

診療
しんりょう

運営費
う ん え い ひ

補助
ほ じ ょ

金
きん

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

が、家庭
か て い

や地域
ち い き

において安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の関係者
かんけいしゃ

によるケア会議
か い ぎ

を開
かい

催
さい

し連携
れんけい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

やその家族
か ぞ く

が安心
あんしん

して療養
りょうよう

生活
せいかつ

ができるよう医療
いりょう

機関
き か ん

、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

ステーションなどと連携
れんけい

を図
はか

り、切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

を確立
かくりつ

しま

す。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「在宅
ざいたく

医療
いりょう

介護
か い ご

連携
れんけい

推進
すいしん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

介護課
か い ご か
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施策
し さ く

２ 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

・早期
そ う き

治療
ちりょう

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

や早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

は、障 害
しょうがい

の軽減
けいげん

及
およ

び自立
じ り つ

の促進
そくしん

など、地域
ち い き

で安心
あんしん

して

暮
く

らしていくうえでとても重 要
じゅうよう

なことです。 

今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き健康診査
けんこうしんさ

等
とう

の受
じゅ

診者数
しんしゃすう

の増加
ぞ う か

に向
む

けた取
と

り組
く

みを 行
おこな

っていくとともに、

早期
そ う き

に適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

医療
いりょう

サービスに結
むす

び付
つ

けられる体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して

生活
せいかつ

できるように努
つと

めることが必要
ひつよう

です。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

や予防
よ ぼ う

のために健康診査
けんこうしんさ

・保健
ほ け ん

指導
し ど う

・相談
そうだん

事業
じぎょう

等
とう

の母子
ぼ し

保健
ほ け ん

及
およ

び学校
がっこう

保健
ほ け ん

施策
し さ く

などを実施
じ っ し

し、特
とく

に乳幼児期
にゅうようじき

・児童期
じ ど う き

等
とう

における発達
はったつ

障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

に努
つと

めるとともに、適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受
う

けられる体制
たいせい

の整備
せ い び

を 行
おこな

います。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 障害
しょうがい

の原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

と早期
そ う き

発見
はっけん

のため、健康診査
けんこうしんさ

及
およ

びがん検診
けんしん

等
とう

を実施
じ っ し

します。また、受
う

けやすい健康診査
けんこうしんさ

（検診
けんしん

）体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

し、受診率
じゅしんりつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「特定健康診査
とくていけんこうしんさ

等
とう

事業
じぎょう

」、「健康診査
けんこうしんさ

事業
じぎょう

」、「がん検診
けんしん

事業
じぎょう

」、 

「わかば健康診査
けんこうしんさ

事業
じぎょう

」、「乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

」、「新生児
し ん せ い じ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

事業
じぎょう

」 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

国民
こくみん

健康
けんこう

保険課
ほ け ん か

 

継続
けいぞく

 健康診査
けんこうしんさ

（検診
けんしん

）受診後
じ ゅ し ん ご

の事後
じ ご

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、要精密
ようせいみつ

検査
け ん さ

該当者
がいとうしゃ

の未受
み じ ゅ

診
しん

対策
たいさく

の強化
きょうか

に取
と

り組
く

みます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「健康診査
けんこうしんさ

事業
じぎょう

」、「がん検診
けんしん

事業
じぎょう

」、「わかば健康診査
けんこうしんさ

事業
じぎょう

」、 

「健康
けんこう

相談
そうだん

事業
じぎょう

」、「訪問
ほうもん

指導
し ど う

事業
じぎょう

」 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

等
とう

が自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るため、生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

や介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

し、健康
けんこう

寿命
じゅみょう

の延伸
えんしん

を目
め

指
ざ

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

」、「健康
けんこう

教育
きょういく

事業
じぎょう

」、「栄養
えいよう

改善
かいぜん

事業
じぎょう

」、 

「健
けん

康
こう

づくり推進
すいしん

事業
じぎょう

」 

高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 

健
けん

康
こう

づくり課
か
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方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 疾病
しっぺい

や障害
しょうがい

に対
たい

する正
ただ

しい知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

り生涯
しょうがい

を通
つう

じた健
けん

康
こう

づ

くりを推進
すいしん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

」、「訪問
ほうもん

健康
けんこう

指導
し ど う

事業
じぎょう

」、「健康
けんこう

講演会
こうえんかい

」、「健康
けんこう

栄養
えいよう

教室
きょうしつ

」 

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

国民
こくみん

健康
けんこう

保険課
ほ け ん か

 

継続
けいぞく

 メンタルヘルスに関
かん

する正
ただ

しい知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

り、こころの健
けん

康
こう

づ

くりを推進
すいしん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「地域
ち い き

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

」 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

 

 

■■■目 標
もくひょう

を達成
たっせい

するために ～みんなの取
と

り組
く

み～■■■ 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

 健
すこ

やかな命
いのち

を支
ささ

える保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

・健康診査
けんこうしんさ

（検診
けんしん

）を受
う

け、自分
じ ぶ ん

の身体
しんたい

の 状 況
じょうきょう

を知
し

り、適切
てきせつ

に医療
いりょう

機関
き か ん

を受
じゅ

診
しん

して生
せい

 

 活
かつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

等
とう

を予防
よ ぼ う

しましょう。 

・家族
か ぞ く

や身近
み ぢ か

な人
ひと

の健康
けんこう

に関心
かんしん

を持
も

ちましょう。 
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施策
し さ く

目 標
もくひょう

３ ともに学
まな

び・ 育
はぐく

む療 育
りょういく

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 
 

▲△施策
し さ く

目 標
もくひょう

を実現
じつげん

するための指標
しひょう

△▲ 

指
し

 標
ひょう

 対 象
たいしょう

 
現状値
げんじょうち

 

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

） 

目標値
もくひょうち

 

（令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

） 

「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

」において、

「必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

」についての項目
こうもく

の「障 害
しょうがい

の

特性
とくせい

を理解
り か い

し、障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの可能性
かのうせい

をの

ばすような教 育
きょういく

をすすめること」と答
こた

える人
ひと

の

割合
わりあい

 

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

 55.7％ 50.0％ 

障害者
しょうがいしゃ

 20.4％ 14.0％ 

 

施策
し さ く

１ 療 育
りょういく

の充 実
じゅうじつ

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

成 長
せいちょう

発達期
はったつき

にある児童
じ ど う

は、早期
そ う き

に障 害
しょうがい

を発見
はっけん

し、適切
てきせつ

な治療
ちりょう

や指導
し ど う

訓練
くんれん

を受
う

けることで、

障 害
しょうがい

の軽減
けいげん

や基本的
きほんてき

な生活
せいかつ

能 力
のうりょく

の向 上
こうじょう

を図
はか

ることができます。 

今後
こ ん ご

は、乳幼児期
にゅうようじき

における健康診査
けんこうしんさ

や早期
そ う き

療 育
りょういく

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、障害児
しょうがいじ

やそれを

支
ささ

える保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する乳幼児期
にゅうようじき

からの相談
そうだん

等
とう

支援
し え ん

体制
たいせい

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

また、保育
ほ い く

園
えん

の障害児
しょうがいじ

受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

も緊 急
きんきゅう

の課題
か だ い

となっています。各関係
かくかんけい

機関
き か ん

において、心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

が早期
そ う き

から教 育
きょういく

相談
そうだん

や指導
し ど う

を受
う

けられるよう支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

療 育
りょういく

に関
かん

する相談
そうだん

は、多様化
た よ う か

・複雑化
ふくざつか

している傾向
けいこう

にあることから、より適切
てきせつ

に対応
たいおう

す

るため、関係
かんけい

機関
き か ん

の更
さら

なる連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

り、情 報
じょうほう

の共 有
きょうゆう

に努
つと

めます。 

また、どの障 害
しょうがい

にも対応
たいおう

できるサービスの提 供
ていきょう

及
およ

び、障害児
しょうがいじ

の個々
こ こ

の特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な療 育
りょういく

・教 育
きょういく

のために、支援
し え ん

に関
かか

わる関係者
かんけいしゃ

と連携
れんけい

し継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

相談
そうだん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 
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●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 集団
しゅうだん

保育
ほ い く

・教育
きょういく

が可能
か の う

な障害
しょうがい

のある子
こ

どもについて、社会
しゃかい

への適応力
てきおうりょく

を

効果的
こ う か て き

に伸
の

ばすため、保育士
ほ い く し

等
とう

の研修会
けんしゅうかい

参加
さ ん か

を促
うなが

します。また、必要
ひつよう

に応
おう

じて保育
ほ い く

園
えん

や幼稚園
よ う ち え ん

、認定
にんてい

こども園
えん

での加配
か は い

保育士
ほ い く し

等
とう

の配置
は い ち

を行
おこな

い、子
こ

ど

もの障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらない集団
しゅうだん

保育
ほ い く

を進
すす

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

事業
じぎょう

」、「心身障害児就
しんしんしょうがいじしゅう

園
えん

対策費
た い さ く ひ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

」 

こども課
か

 

継続
けいぞく

 保育
ほ い く

園
えん

や幼稚園
よ う ち え ん

への相談
そうだん

・支援
し え ん

を引
ひ

き続
つづ

き実施
じ っ し

し、受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の更
さら

なる

充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

継続
けいぞく

 発達
はったつ

の遅
おく

れや障害
しょうがい

のある乳幼児
にゅうようじ

の保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に対
たい

して、乳幼児期
にゅうようじき

から学齢期
が く れ い き

にかけて切
き

れ目
め

のない相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

がとれるよう努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「子
こ

育
そだ

て世代
せ だ い

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

」、「育児
い く じ

等
とう

健康
けんこう

支援
し え ん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

こども課
か

 

継続
けいぞく

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

対象
たいしょう

とならない軽
けい

・中度
ちゅうど

難聴児
なんちょうじ

に対
たい

して、補聴器
ほ ち ょ う き

の

装用
そうよう

により言語
げ ん ご

の習
しゅう

得
とく

や生活
せいかつ

能力
のうりょく

、コミュニケーション能力
のうりょく

等
とう

の向上
こうじょう

を促進
そくしん

するための県
けん

難聴児
なんちょうじ

補聴器
ほ ち ょ う き

購入
こうにゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「難聴児
なんちょうじ

補聴器
ほ ち ょ う き

購入
こうにゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

に基
もと

づく障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の給付
きゅうふ

と障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

の支援
し え ん

を継続
けいぞく

し、

障害
しょうがい

の程度
て い ど

や状態
じょうたい

に応
おう

じたサービスの提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害児通所
しょうがいじつうしょ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か
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施策
し さ く

２ 学校
がっこう

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「特
とく

に必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

」として、「障 害
しょうがい

の特性
とくせい

を

理解
り か い

し、障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの可能性
かのうせい

を伸
の

ばすような教 育
きょういく

を進
すす

めること」という回答
かいとう

は平成
へいせい

26年
ねん

度
ど

アンケート調査
ちょうさ

よりも多
おお

くなっています。 

障害児
しょうがいじ

に対
たい

し、乳幼児期
にゅうようじき

における成 長
せいちょう

の支援
し え ん

や、就 学
しゅうがく

における障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた

教 育
きょういく

を実施
じ っ し

することにより、本人
ほんにん

の持
も

つ能 力
のうりょく

を伸
の

ばし、将 来
しょうらい

にわたり生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な 力
ちから

を

つけていくよう支援
し え ん

していくことが必要
ひつよう

です。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

障害児
しょうがいじ

の能 力
のうりょく

を引
ひ

き出
だ

し、最大限
さいだいげん

に伸
の

ばしていくために、本人
ほんにん

・家族
か ぞ く

の意向
い こ う

を尊 重
そんちょう

しつ

つ、教育的
きょういくてき

ニーズをしっかりと踏
ふ

まえたきめ細
こま

かな支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 また、関係者
かんけいしゃ

との連携
れんけい

を図
はか

り、障 害
しょうがい

のある子
こ

ども一人
ひ と り

ひとりの特性
とくせい

や、発達
はったつ

の段階
だんかい

に応
おう

じた継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

さらに、障 害
しょうがい

についての教 職 員
きょうしょくいん

の専門性
せんもんせい

の向 上
こうじょう

と理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

るための研 修
けんしゅう

等
とう

を

検討
けんとう

していきます。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 障害
しょうがい

の程度
て い ど

、種類
しゅるい

に応
おう

じた適正
てきせい

な就学
しゅうがく

指導
し ど う

ができるよう関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

強化
きょうか

、障害児
しょうがいじ

教育
きょういく

に関
かん

する情報
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

のある子
こ

どもを

もつ保護者
ほ ご し ゃ

との連携
れんけい

をさらに緊密
きんみつ

にするとともに、乳幼児期
にゅうようじき

から学齢期
が く れ い き

に

かけて一貫
いっかん

した指導
し ど う

体制
たいせい

がとれるよう、就学
しゅうがく

相談
そうだん

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

継続
けいぞく

 障害
しょうがい

のある子
こ

ども一人
ひ と り

ひとりの特性
とくせい

や発達
はったつ

段階
だんかい

に応
おう

じた、ライフステージ

を通
つう

じて切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

が提供
ていきょう

できるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

り

ます。 

福祉課
ふ く し か

 

健
けん

康
こう

づくり課
か

 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

こども課
か

 

継続
けいぞく

 障害
しょうがい

のある子
こ

どもの自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を目
め

指
ざ

して、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

への体験
たいけん

学習
がくしゅう

参加
さ ん か

などを案内
あんない

し、進路
し ん ろ

指導
し ど う

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

教育
きょういく

指導課
し ど う か

 

継続
けいぞく

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に通
かよ

う児童
じ ど う

について、主体性
しゅたいせい

や社会性
しゃかいせい

を育成
いくせい

し、自立
じ り つ

の促進
そくしん

を図
はか

ることを目的
もくてき

とした障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の事業
じぎょう

を継続
けいぞく

し

て行
おこな

います。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害児通所
しょうがいじつうしょ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

」、「心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

集団
しゅうだん

活動
かつどう

・訓練
くんれん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か
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■■■目 標
もくひょう

を達成
たっせい

するために ～みんなの取
と

り組
く

み～■■■ 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

 ともに学
まな

び・ 育
はぐく

む療 育
りょういく

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

・療 育
りょういく

や教 育
きょういく

について不安
ふ あ ん

や心配
しんぱい

がある時
とき

は、身近
み ぢ か

な相談
そうだん

機関
き か ん

に気軽
き が る

に相談
そうだん

しましょ 

う。 

・障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、ともに学
まな

び 育
はぐく

むような地域
ち い き

をつくりましょう。 
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施策
し さ く

目 標
もくひょう

４ 個性
こ せ い

と能 力
のうりょく

を活
い

かした 働
はたら

き方
かた

への支援
し え ん

 
 

▲△施策
し さ く

目 標
もくひょう

を実現
じつげん

するための指標
しひょう

△▲ 

指
し

 標
ひょう

 対 象
たいしょう

 
現状値
げんじょうち

 

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

） 

目標値
もくひょうち

 

（令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

） 

町 内
ちょうない

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

達成
たっせい

企業
きぎょう

の割合
わりあい

 － 43.8％ 56.0％ 

就 労
しゅうろう

系
けい

サービスの利用者数
りようしゃすう

 － 64人
にん

 70人
にん

 

 

施策
し さ く

１ 就 労
しゅうろう

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

が社会的
しゃかいてき

に自立
じ り つ

し、生
い

きがいを持
も

って暮
く

らすためには、就 労
しゅうろう

することが重 要
じゅうよう

で

すが、雇用
こ よ う

の場
ば

が限
かぎ

られていることや障 害
しょうがい

に対
たい

する適切
てきせつ

な理解
り か い

が不十分
ふじゅうぶん

なことから、

障害者
しょうがいしゃ

の 働
はたら

きたいという意向
い こ う

に十 分
じゅうぶん

に応
こた

えられていないのが現 状
げんじょう

です。 

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「障害者
しょうがいしゃ

が 働
はたら

くために必要
ひつよう

な条 件
じょうけん

」として、

「健康
けんこう

状 態
じょうたい

にあわせた 働
はたら

き方
かた

ができること」という回答
かいとう

が 最
もっと

も多
おお

く、「自分
じ ぶ ん

の家
いえ

の近
ちか

くに

働
はたら

く場
ば

があること」という回答
かいとう

が続
つづ

いています。 

また、令和
れ い わ

元年
がんねん

6月
がつ

現在
げんざい

の本 町
ほんちょう

における障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

は 2.39％と群馬県
ぐんまけん

平均
へいきん

を上
うわ

回
まわ

って

います。 

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の改正
かいせい

などにより、以前
い ぜ ん

に比
くら

べ障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に理解
り か い

と関心
かんしん

が高
たか

まっているなか、

本 町
ほんちょう

においても大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センターや関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

のうえ、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

での就 労
しゅうろう

支援
し え ん

を 行
おこな

っていく必要
ひつよう

があります。 

今後
こ ん ご

も、企業
きぎょう

への障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

るとともに、国
くに

や県
けん

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

し、

障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの能 力
のうりょく

を発揮
は っ き

し、就 労
しゅうろう

につながるよう必要
ひつよう

な知識
ち し き

や能 力
のうりょく

の 習
しゅう

得
とく

に向
む

けて

支援
し え ん

していく必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

により、「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」について、雇用
こ よ う

主
ぬし

への普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

を実施
じ っ し

します。また、地域
ち い き

における学校
がっこう

・企業
きぎょう

・関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

、就 労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

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

に応
おう

じた支援
し え ん

を推進
すいしん

するとともに、働
はたら

きやすい環 境
かんきょう

整備
せ い び

に向
む

けた啓発
けいはつ

を 行
おこな

っていきます。 
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●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 関係
かんけい

機関
き か ん

との緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

り、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

サービス等
とう

から雇用
こ よ う

、職場
しょくば

定着
ていちゃく

まで一貫
いっかん

した支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

、障害者
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

センター等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、情報
じょうほう

提供
ていきょう

や相談
そうだん

体制
たいせい

、就労後
しゅうろうご

の支援
し え ん

体制
たいせい

の

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

福祉課
ふ く し か

 

経済
けいざい

振興課
し ん こ う か

 

継続
けいぞく

 「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

月間
げっかん

(9月
がつ

)」を中心
ちゅうしん

に、町
まち

ホームページ等
とう

の媒体
ばいたい

を利用
り よ う

して、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の広報
こうほう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

に努
つと

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

が提
てい

供
きょう

する物品
ぶっぴん

・サービスの優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

を推進
すいしん

し、作業
さぎょう

工賃
こうちん

向上
こうじょう

への支援
し え ん

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

発注
はっちゅう

奨励
しょうれい

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

や就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

（A型
がた

・B型
がた

）、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

などによる一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か
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施策
し さ く

２ 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

の促進
そくしん

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

には、職場
しょくば

や事業所
じぎょうしょ

の理解
り か い

・ 協 力
きょうりょく

が不可欠
ふ か け つ

であり、受
う

け入
い

れる職場
しょくば

の

環 境
かんきょう

整備
せ い び

や障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

に関
かん

する制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があります。 

 障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

を促進
そくしん

するためには、受入
うけいれ

企業
きぎょう

の理解
り か い

・ 協 力
きょうりょく

が重 要
じゅうよう

であることから、

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

や職場
しょくば

環 境
かんきょう

整備
せ い び

に関
かん

する制度
せ い ど

について啓発
けいはつ

を 行
おこな

っていくとともに、障害者
しょうがいしゃ

が就 労
しゅうろう

可能
か の う

な職 種
しょくしゅ

の開発
かいはつ

や相談
そうだん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るため、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

していくことが

必要
ひつよう

です。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

し、事業所
じぎょうしょ

の理解
り か い

を得
え

ながら、障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

の促進
そくしん

に取
と

り組
く

みます。 

また、一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

をするうえでの必要
ひつよう

な知識
ち し き

や能 力
のうりょく

の向 上
こうじょう

のための機会
き か い

を提
てい

供
きょう

するとと

もに、障害者
しょうがいしゃ

の 働
はたら

きやすい環
かん

境
きょう

づくりのため、障害者
しょうがいしゃ

への配慮
はいりょ

と差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みの充 実
じゅうじつ

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

への障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の呼
よ

びかけを 行
おこな

います。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 県
けん

や公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

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

支援
し え ん

月間
げっかん

(9月
がつ

)」を中心
ちゅうしん

に、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

にかかわる制度
せ い ど

・施策
し さ く

の周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、事
じ

業者
ぎょうしゃ

への

雇用
こ よ う

の啓発
けいはつ

を進
すす

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別的
さ べ つ て き

取
とり

扱
あつか

いの禁止
き ん し

等
とう

を定
さだ

めた

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」に関
かん

して、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 県
けん

や公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

が実施
じ っ し

するセミナー等
とう

の周知
しゅうち

・充実
じゅうじつ

に努
つと

め、企業
きぎょう

に

対
たい

し、大泉町
おおいずみまち

雇用
こ よ う

奨励
しょうれい

金
きん

の案内
あんない

を郵送
ゆうそう

するなど、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

を促進
そくしん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「勤労者
きんろうしゃ

福利
ふ く り

厚生
こうせい

事業
じぎょう

」 

経済
けいざい

振興課
し ん こ う か
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施策
し さ く

３ 障害者
しょうがいしゃ

の活躍
かつやく

の場
ば

の拡
かく

大
だい

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

等
とう

の活躍
かつやく

の場
ば

を拡大
かくだい

するには、事業所
じぎょうしょ

の理解
り か い

・協 力
きょうりょく

が不可欠
ふ か け つ

であり、受
う

け入
い

れる職場
しょくば

の環 境
かんきょう

整備
せ い び

や障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に関
かん

する制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があり

ます。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「障害者
しょうがいしゃ

が 働
はたら

くために必要
ひつよう

な条 件
じょうけん

」としては、

「障害者
しょうがいしゃ

に適
てき

した仕事
し ご と

が開
かい

発
はつ

されること」という回答
かいとう

も多
おお

くなっています。 

障害者
しょうがいしゃ

の能 力
のうりょく

にあった 職
しょく

が少
すく

ないといった、活躍
かつやく

できない要因
よういん

を排
はい

除
じょ

し、障害者
しょうがいしゃ

が

能 力
のうりょく

に応
おう

じて活躍
かつやく

できるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

り、雇用
こ よ う

の創 出
そうしゅつ

を促進
そくしん

する必要
ひつよう

があり

ます。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」（令和
れ い わ

2年
ねん

4月
がつ

施行
し こ う

）に基
もと

づく、

障害者
しょうがいしゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

計画
けいかく

の策定
さくてい

を 行
おこな

うとともに、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

推進者
すいしんしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

相談員
そうだんいん

の選任
せんにん

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

の活躍
かつやく

の場
ば

の拡大
かくだい

を推進
すいしん

します。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 【再掲
さいけい

】 

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

、障害者
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

センター等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、情報
じょうほう

提供
ていきょう

や相談
そうだん

体制
たいせい

、就労後
しゅうろうご

の支援
し え ん

体制
たいせい

の

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

福祉課
ふ く し か

 

経済
けいざい

振興課
し ん こ う か

 

継続
けいぞく

 【再掲
さいけい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

月間
げっかん

(9月
がつ

)」を中心
ちゅうしん

に、町
まち

ホームページ等
とう

の媒体
ばいたい

を利用
り よ う

して、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の広報
こうほう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

に努
つと

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

新規
し ん き

 障害
しょうがい

を有
ゆう

する職員
しょくいん

一人
ひ と り

ひとりが、その能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

発揮
は っ き

し、活躍
かつやく

するこ

とができるよう、障害者
しょうがいしゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

計画
けいかく

に定
さだ

めた取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

総務課
そ う む か

 

 

 

■■■目 標
もくひょう

を達成
たっせい

するために ～みんなの取
と

り組
く

み～■■■ 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

 個性
こ せ い

と能 力
のうりょく

を活
い

かした 働
はたら

き方
かた

への支援
し え ん

 

・障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、持
も

てる 力
ちから

を発揮
は っ き

し、互
たが

いに支
ささ

えあいましょう。 

・障 害
しょうがい

の特性
とくせい

を理解
り か い

し、 働
はたら

くうえで無理
む り

のない配慮
はいりょ

をしましょう。 
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施策
し さ く

目 標
もくひょう

５ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

や生
い

きがいづくりの推進
すいしん

 
 

▲△施策
し さ く

目 標
もくひょう

を実現
じつげん

するための指標
しひょう

△▲ 

指
し

 標
ひょう

 対 象
たいしょう

 
現状値
げんじょうち

 

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

） 

目標値
もくひょうち

 

（令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

） 

「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

」において、「1年
ねん

以内
い な い

にどのような活動
かつどう

をしましたか」についての項目
こうもく

の「特
とく

に何
なに

もしていない」と答
こた

える人
ひと

の割合
わりあい

 

障害者
しょうがいしゃ

 29.3％ 23.0％ 

 

施策
し さ く

１ 地域
ち い き

コミュニティ活動
かつどう

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

の様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

に参加
さ ん か

していくためには、移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

や交 流
こうりゅう

機会
き か い

の

充 実
じゅうじつ

、情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

等
とう

の充 実
じゅうじつ

が重 要
じゅうよう

となります。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「近
きん

所
じょ

づきあい」について約
やく

4割
わり

の人
ひと

が「ほとんど

やっていない」と回答
かいとう

しており、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

コミュニティへの参加
さ ん か

は大
おお

きな課題
か だ い

となっ

ています。 

本 町
ほんちょう

の特 色
とくしょく

として、地域
ち い き

公民館
こうみんかん

が地域
ち い き

のコミュニティの場
ば

であるほか、文化
ぶ ん か

、スポーツ

の拠点
きょてん

となっていることから、各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

へ誰
だれ

もが参加
さ ん か

しやすい環 境
かんきょう

をつくり、障害者
しょうがいしゃ

が

地域
ち い き

社会
しゃかい

で孤立
こ り つ

することのないようにしていく必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

誰
だれ

もが生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

やスポーツ・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

ができるよう、地域
ち い き

・関係
かんけい

機関
き か ん

・

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

を図
はか

り、ボランティア活動
かつどう

など住 民
じゅうみん

参加
さ ん か

による地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の振興
しんこう

を図
はか

ります。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 自治会
じ ち か い

、育成会
いくせいかい

、各種
かくしゅ

地域
ち い き

活動
かつどう

、ボランティア活動
かつどう

、まつり等
とう

の地域
ち い き

行事
ぎょうじ

など、誰
だれ

もが参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを推進
すいしん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「おおいずみ市民
し み ん

活動
かつどう

フェスティバル」 

全課
ぜ ん か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

拡充
かくじゅう

 ボランティア活動
かつどう

等
とう

に参加
さ ん か

できるよう情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

広報紙
こ う ほ う し

『ぼらんてぃあ』」 

福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い
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施策
し さ く

２ スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

 障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、スポーツやレクリエーションは、体 力
たいりょく

の維持
い じ

や向 上
こうじょう

につな

がるだけでなく、その活動
かつどう

を通
とお

して楽
たの

しいひとときを過
す

ごすことで生活
せいかつ

の質
しつ

（Quality
クオリティー

 Of
オブ

 

Life
ラ イ フ

）の向 上
こうじょう

につながります。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「今後
こ ん ご

行
おこな

いたい活動
かつどう

」として「スポーツ・レクリ

エーション」という回答
かいとう

が約
やく

2割
わり

となっています。 

障害者
しょうがいしゃ

がスポーツやレクリエーションなどを楽
たの

しめるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、必要
ひつよう

な

配慮
はいりょ

や環 境
かんきょう

整備
せ い び

を 行
おこな

うとともに、活動
かつどう

の場
ば

の提 供
ていきょう

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。また、地域
ち い き

社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

や理解
り か い

を深
ふか

めるため、社会
しゃかい

活動
かつどう

へ気軽
き が る

に障害者
しょうがいしゃ

が参加
さ ん か

できるような環 境
かんきょう

整備
せ い び

を推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もがスポーツ・レクリエーション活動
かつどう

等
とう

を楽
たの

しめるよう、

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

や相談
そうだん

支援
し え ん

、人材
じんざい

育成
いくせい

、環 境
かんきょう

整備
せ い び

、情 報
じょうほう

や発 表
はっぴょう

の場
ば

などの

体制
たいせい

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 町内
ちょうない

で実施
じ っ し

しているスポーツ・レクリエーション活動
かつどう

において、障害者
しょうがいしゃ

が気軽
き が る

に参加
さ ん か

できるよう関係
かんけい

各課
か く か

、団体
だんたい

組織
そ し き

等
とう

との協 力
きょうりょく

体
たい

制
せい

づくりに努
つと

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 

継続
けいぞく

 関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

がスポーツ・レクリエーション活動
かつどう

へ気軽
き が る

に

参加
さ ん か

できるよう努
つと

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

生涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか
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施策
し さ く

３ 文化
ぶ ん か

活動
かつどう

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

をより豊
ゆた

かにし、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を 促
うなが

すために、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

への参加
さ ん か

は重 要
じゅうよう

です。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「今後
こ ん ご

行
おこな

いたい活動
かつどう

」として「趣味
し ゅ み

などのサーク

ル活動
かつどう

、生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

」という回答
かいとう

が約
やく

2割
わり

となっています。 

障害者
しょうがいしゃ

が、生
い

きがいをもって、自分
じ ぶ ん

らしくいきいきとした生活
せいかつ

を実現
じつげん

し、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

が楽
たの

しめるよう、様々
さまざま

な配慮
はいりょ

や環 境
かんきょう

整備
せ い び

、情 報
じょうほう

や活動
かつどう

機会
き か い

の積極的
せっきょくてき

な提 供
ていきょう

に努
つと

める必要
ひつよう

があ

ります。 

また、地域
ち い き

社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

や理解
り か い

を深
ふか

めるため、あらゆる文化
ぶ ん か

活動
かつどう

への障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

を

促進
そくしん

していく必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

障害者
しょうがいしゃ

が文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を通
つう

じて、地域
ち い き

社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

や理解
り か い

を深
ふか

めるため、情 報
じょうほう

や機会
き か い

の

提 供
ていきょう

を 行
おこな

います。 

 また、障 害
しょうがい

に理解
り か い

のある講師
こ う し

や指導者
しどうしゃ

、ボランティアの育成
いくせい

に努
つと

めます。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

イベント等
とう

、様々
さまざま

なイベントに気軽
き が る

に参加
さ ん か

できる機会
き か い

や情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

します。 

全課
ぜ ん か

 

拡充
かくじゅう

 障害者
しょうがいしゃ

が気軽
き が る

に参加
さ ん か

できる活動
かつどう

、各種
かくしゅ

教室
きょうしつ

・講座
こ う ざ

等
とう

の開催
かいさい

を推進
すいしん

するとと

もに、障害
しょうがい

に理解
り か い

のある講師
こ う し

や指導者
し ど う し ゃ

、ボランティアの育成
いくせい

、活動
かつどう

場所
ば し ょ

の

確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

体験
たいけん

講座
こ う ざ

」 

福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 イベントや各種
かくしゅ

教室
きょうしつ

・講座
こ う ざ

等
とう

に障害者
しょうがいしゃ

が気軽
き が る

に参加
さ ん か

できるよう、企画
き か く

内容
ないよう

への配慮
はいりょ

、会場
かいじょう

のバリアフリー化
か

、車
くるま

いすの準備
じゅんび

など環境
かんきょう

整備
せ い び

に努
つと

めま

す。 

全課
ぜ ん か

 

 

 

■■■目 標
もくひょう

を達成
たっせい

するために ～みんなの取
と

り組
く

み～■■■ 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

 社会
しゃかい

参加
さ ん か

や生
い

きがいづくりの推進
すいしん

 

・ボランティア活動
かつどう

、サークル活動
かつどう

等
とう

に参加
さ ん か

しましょう。 

・障 害
しょうがい

のある人
ひと

を誘
さそ

って、地域
ち い き

活動
かつどう

やイベント等
とう

に参加
さ ん か

し交
こう

流
りゅう

しましょう。 

 

 



 第六次大泉町障害者基本計画
だいろくじおおいずみまちしょうがいしゃきほんけいかく

 

 

 

74 

第
だい

３節
せつ

 取
と

り組
く

み方針
ほうしん

３ 安心
あんしん

して暮
く

らし続
つづ

けられるまちづくりを推進
すいしん

します 

 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

６ 誰
だれ

にでもやさしいまちづくりの推進
すいしん

 
 

▲△施策
し さ く

目 標
もくひょう

を実現
じつげん

するための指標
しひょう

△▲ 

指
し

 標
ひょう

 対 象
たいしょう

 
現状値
げんじょうち

 

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

） 

目標値
もくひょうち

 

（令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

） 

「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート調査
ちょうさ

」におい

て、「大泉町
おおいずみまち

における障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

における

満足度
まんぞくど

」についての項目
こうもく

の「満足
まんぞく

している」「や

や満足
まんぞく

している」と答
こた

える人
ひと

の割合
わりあい

 

20歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

 25.6％ 32.0％ 

障害者
しょうがいしゃ

 42.3％ 48.0％ 

 

施策
し さ く

１ 住
じゅう

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

が入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

や病 院
びょういん

から地域
ち い き

へ移行
い こ う

したり、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

での生活
せいかつ

を続
つづ

けてい

くためには「暮
く

らしの場
ば

」が必要
ひつよう

です。 

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「今
いま

の住
す

まいはあなたが住
す

みやすいように、改造
かいぞう

や工夫
く ふ う

がされていますか」という設問
せつもん

では、約
やく

半数
はんすう

の人
ひと

が「特
とく

になにもしていない」と回答
かいとう

しています。 

障害者
しょうがいしゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

や家庭
か て い

で生活
せいかつ

を続
つづ

けられるためには、障 害
しょうがい

の内容
ないよう

等
とう

に対応
たいおう

した

住 宅
じゅうたく

は必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

なものです。そのため、住
じゅう

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

を図
はか

るため、重度
じゅうど

の身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の住 宅
じゅうたく

改造
かいぞう

に助成
じょせい

を 行
おこな

うとともに、グループホーム等
とう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

するために、 住
じゅう

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

を図
はか

るとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、

一般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

についても整備
せ い び

に努
つと

めます。 
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●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

住宅
じゅうたく

改造費
か い ぞ う ひ

補助
ほ じ ょ

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を 行
おこな

い、重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の

住
じゅう

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

を図
はか

ります。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

住宅
じゅうたく

改造費
か い ぞ う ひ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

」、「重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）住宅
じゅうたく

改造費
か い ぞ う ひ

補助
ほ じ ょ

金
きん

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

については、生活
せいかつ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

事業
じぎょう

(群馬県
ぐ ん ま け ん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

)の

活用
かつよう

促進
そくしん

を図
はか

り、住
じゅう

環境
かんきょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「生活
せいかつ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

事業
じぎょう

(群馬県
ぐ ん ま け ん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

)」 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い
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施策
し さ く

２ 交通
こうつう

・移動
い ど う

手段
しゅだん

の充 実
じゅうじつ

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

が自由
じ ゆ う

に外
がい

出
しゅつ

し活動
かつどう

していくために、段差
だ ん さ

の解 消
かいしょう

や歩道
ほ ど う

の整備
せ い び

等
とう

、物理的
ぶつりてき

な

障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くことのほか、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

が利用
り よ う

できることや交通
こうつう

・移動
い ど う

手段
しゅだん

を確保
か く ほ

するこ

とが大切
たいせつ

です。 

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「外 出
がいしゅつ

の際
さい

に困
こま

ること」として、「電車
でんしゃ

やバスな

どの交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

しづらい」という回答
かいとう

が第
だい

2位
い

となっています。 

外 出
がいしゅつ

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

の移動
い ど う

を支援
し え ん

し、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

と生活圏
せいかつけん

の拡大
かくだい

を図
はか

る

ための移動
い ど う

の支援
し え ん

及
およ

び交通
こうつう

機関
き か ん

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

となっています。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

外 出
がいしゅつ

は障害者
しょうがいしゃ

にとって、社会
しゃかい

参加
さ ん か

と自立
じ り つ

した生活
せいかつ

のための重 要
じゅうよう

な要素
よ う そ

です。外 出
がいしゅつ

が

困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

の日 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

と生活圏
せいかつけん

の拡大
かくだい

を図
はか

るため、移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

や

福祉
ふ く し

タクシー使用料
しようりょう

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

等
とう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の「移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」については、提供
ていきょう

体制
たいせい

をより充実
じゅうじつ

さ

せます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

のため運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

及
およ

び自動車
じ ど う し ゃ

改造
かいぞう

を支援
し え ん

し、自家用車
じ か よ う し ゃ

による移動
い ど う

促進
そくしん

を図
はか

ります。また、思
おも

いやり駐 車 場
ちゅうしゃじょう

利用証
りようしょう

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

と

理解
り か い

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「社会
しゃかい

参加
さ ん か

支援
し え ん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 介護用
か い ご よ う

車両
しゃりょう

購入費
こうにゅうひ

補助
ほ じ ょ

や福祉
ふ く し

タクシー利用券
り よ う け ん

交付
こ う ふ

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

しや

すい外出
がいしゅつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の更
さら

なる充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。併
あわ

せて高齢者
こうれいしゃ

デマンド交通
こうつう

等
とう

、関連
かんれん

する事業
じぎょう

の周知
しゅうち

や活用
かつよう

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「福祉
ふ く し

タクシー使用料
しようりょう

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

」、「介護用
か い ご よ う

車両
しゃりょう

購入費
こうにゅうひ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

」、 

「高齢者
こうれいしゃ

等
とう

デマンド交通
こうつう

事業
じぎょう

」、「広域
こういき

公共
こうきょう

バスあおぞら」 

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 

都市
と し

整備課
せ い び か
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施策
し さ く

３ バリアフリー化
か

の推進
すいしん

（ 心
こころ

のバリアフリー化
か

の推進
すいしん

） 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

が暮
く

らしやすい生活
せいかつ

環 境
かんきょう

とは、言
い

い換
か

えれば誰
だれ

もが暮
く

らしやすい生活
せいかつ

環 境
かんきょう

であ

るといえます。バリアフリーという表 現
ひょうげん

がよく用
もち

いられますが、そこには様々
さまざま

な意味
い み

が含
ふく

まれ、従 来
じゅうらい

から言
い

われているハード面
めん

のバリアフリーのほか、コミュニケーション手段
しゅだん

な

どに関
かん

するソフト面
めん

のバリアフリー化
か

の推進
すいしん

が重 要
じゅうよう

視
し

されています。 

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「強
つよ

く差別
さ べ つ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

を感
かん

じること」として、「街角
まちかど

での人
ひと

の視線
し せ ん

」が約
やく

3割
わり

となっており、 心
こころ

のバリアフリーは未
いま

だ課題
か だ い

があります。 

障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

するために、こうした総合的
そうごうてき

なバリアフリー化
か

を促進
そくしん

し、差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

のないまちづくりを推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（平成
へいせい

30年
ねん

11月
がつ

施行
し こ う

）に基
もと

づ

き、 心
こころ

のバリアフリー化
か

や町 内
ちょうない

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

の更
さら

なる促進
そくしん

を検討
けんとう

します。特
とく

に、

道路
ど う ろ

や公園
こうえん

、建築物
けんちくぶつ

を整備
せ い び

する際
さい

は、移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

に基
もと

づく整備
せ い び

を検討
けんとう

します。また、

「群馬
ぐ ん ま

県人
けんひと

にやさしい福祉
ふ く し

のまちづくり条 例
じょうれい

」に基
もと

づき、子
こ

どもから大人
お と な

まで、障 害
しょうがい

の有無
う む

や国籍
こくせき

に関
かか

わりなく、誰
だれ

もがいきいきと 心
こころ

豊
ゆた

かに日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

り、社会
しゃかい

活動
かつどう

を 行
おこな

うこと

ができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

し、ユニバーサルデザイン※の 考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえたまちづくりを

推進
すいしん

していきます。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

新規
し ん き

 ユニバーサルデザインの考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえて、町内
ちょうない

の道路
ど う ろ

や公共
こうきょう

施設
し せ つ

のバ

リアフリー化
か

を推進
すいしん

します。 

道路
ど う ろ

公園課
こ う え ん か

 

都市
と し

整備課
せ い び か

 

継続
けいぞく

 【再掲
さいけい

】 

広報紙
こ う ほ う し

やホームページ、パンフレット等
とう

の各種
かくしゅ

広報
こうほう

媒体
ばいたい

の活用
かつよう

により、

障害
しょうがい

に対
たい

する住民
じゅうみん

の理解
り か い

を促進
そくしん

するとともに、福祉
ふ く し

サービスやイベント、

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

 

 

 

 

 

 

 

※ユニバーサルデザインとは、「バリアフリー」の考
かんが

え方
かた

をさらに進
すす

め、年齢
ねんれい

や障 害
しょうがい

の有
う

無
む

などにかかわら

ず、最初
さいしょ

からできるだけ多
おお

くの人
ひと

が利用
り よ う

可能
か の う

であるようにデザインすること。 
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方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 【再掲
さいけい

】 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を補助
ほ じ ょ

するための補助
ほ じ ょ

犬
けん

（盲導犬
もうどうけん

、介助
かいじょ

犬
けん

、聴
ちょう

導
どう

犬
けん

）の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「おおいずみ市民
し み ん

活動
かつどう

フェスティバル」 

福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 【再掲
さいけい

】 

広報紙
こ う ほ う し

に知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

月間
げっかん

（9月
がつ

）、障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

(12月
がつ

3日
にち

～9日
にち

)を掲載
けいさい

するなど周知
しゅうち

を行
おこな

います。 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 【再掲
さいけい

】 

「保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

まつり」など様々
さまざま

な行事
ぎょうじ

やイベントに際
さい

し、障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した

企画
き か く

や、参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを行
おこな

い参画
さんかく

を促
うなが

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

とな

い人
ひと

の交流
こうりゅう

の場
ば

づくりを行
おこな

います。 

福祉課
ふ く し か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第
だい

４章
しょう

 基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

 

79 

施策
し さ く

４ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

にとって、緊 急
きんきゅう

時
じ

や災害
さいがい

時
じ

の対策
たいさく

・対応
たいおう

や防犯
ぼうはん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

をさせていくことは、

地域
ち い き

において安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

を送
おく

るうえで大変
たいへん

重 要
じゅうよう

な課題
か だ い

です。 

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

」について、「知
し

らない」とい

う回答
かいとう

が約
やく

3割
わり

となっています。また、「避難所
ひなんじょ

まで自力
じ り き

で避難
ひ な ん

できない人
ひと

」は 26％となって

います。 

近年
きんねん

は、時
とき

に想定
そうてい

を超
こ

える規模
き ぼ

の災害
さいがい

が発生
はっせい

し、本 町
ほんちょう

においてもその危険性
きけんせい

はゼロでは

ありません。そのため、近年
きんねん

発生
はっせい

した水害
すいがい

等
とう

の教 訓
きょうくん

を生
い

かし、「地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

」との連携
れんけい

を

図
はか

りながら、避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

体制
たいせい

の整備
せ い び

、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の確保
か く ほ

、自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

の育成
いくせい

など、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

対策
たいさく

の拡 充
かくじゅう

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

また、町
まち

では、不審者
ふしんしゃ

・火災
か さ い

などの情 報
じょうほう

を、携帯
けいたい

電話
で ん わ

などのメール機能
き の う

を利用
り よ う

して「大泉町
おおいずみまち

安全
あんぜん

・安心
あんしん

メール」を配信
はいしん

していますが、ひとり暮
ぐ

らしや日 中
にっちゅう

ひとりで過
す

ごしている障害者
しょうがいしゃ

などの防犯
ぼうはん

と安全
あんぜん

確保
か く ほ

のため、関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び地域
ち い き

組織
そ し き

と連携
れんけい

し、防犯
ぼうはん

体制
たいせい

や緊
きん

急時
きゅうじ

の連絡
れんらく

体制
たいせい

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすことができるよう、「地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

」に基
もと

づいて、避難
ひ な ん

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

や避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の周知
しゅうち

など、災害
さいがい

発生
はっせい

に備
そな

えた体制
たいせい

の整
せい

備
び

に努
つと

めるとともに、実際
じっさい

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

の際
さい

の基礎
き そ

となる避難
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

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

また、緊 急
きんきゅう

時
じ

に障害者
しょうがいしゃ

が速
すみ

やかに必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられるような環 境
かんきょう

の拡 充
かくじゅう

に努
つと

めま

す。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 「大泉町
おおいずみまち

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

」に基
もと

づき各種
かくしゅ

施策
し さ く

を推進
すいしん

し、防災
ぼうさい

対策
たいさく

に関
かん

する

知識
ち し き

の普及
ふきゅう

や社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

における防災
ぼうさい

対策
たいさく

の促進
そくしん

に努
つと

め、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらない支援
し え ん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

安全
あんぜん

安心課
あ ん し ん か

 

継続
けいぞく

 災害
さいがい

時
じ

に避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

に対
たい

する避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

やボランティア活動
かつどう

がスム

ーズに行
おこな

われるような体
たい

制
せい

づくりに努
つと

めるとともに、障害者
しょうがいしゃ

や支援者
し え ん し ゃ

の

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参加
さ ん か

を促
うなが

し、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらない、地域
ち い き

が連携
れんけい

でき

る防災
ぼうさい

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

安全
あんぜん

安心課
あ ん し ん か

 

福祉課
ふ く し か
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方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
き ほ ん ほ う

に 基
もと

づ く 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

の 作成
さくせい

や 、 避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

に関
かん

する個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の取
とり

扱
あつか

い等
とう

について、国
くに

の「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

支援
し え ん

に関
かん

する取組
とりくみ

指針
し し ん

」に基
もと

づき要
よう

支援者
し え ん し ゃ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

対策
たいさく

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 

安全
あんぜん

安心課
あ ん し ん か

 

継続
けいぞく

 警察
けいさつ

と地域
ち い き

、行政
ぎょうせい

との連携
れんけい

促進
そくしん

により、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

への見
み

守
まも

りを行
おこな

い、犯罪
はんざい

被害
ひ が い

の防止
ぼ う し

と早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めます。 

福祉課
ふ く し か

 

安全
あんぜん

安心課
あ ん し ん か

 

継続
けいぞく

 警察
けいさつ

と連携
れんけい

し、大泉町
おおいずみまち

安全
あんぜん

・安心
あんしん

メールにより防犯
ぼうはん

に関
かん

する情報
じょうほう

を配信
はいしん

し

ます。 

安全
あんぜん

安心課
あ ん し ん か

 

継続
けいぞく

 悪質
あくしつ

な訪問
ほうもん

販売
はんばい

等
とう

契約
けいやく

トラブルを未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

するため広報
こうほう

、出前
で ま え

講座
こ う ざ

、

消費
しょうひ

生活
せいかつ

相談員
そうだんいん

による相談
そうだん

、警察
けいさつ

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

に努
つと

めます。また、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

や日常
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

等
とう

を活用
かつよう

するための相談
そうだん

・支援
し え ん

を行
おこな

います。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「消費
しょうひ

生活
せいかつ

対策
たいさく

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

経済
けいざい

振興課
し ん こ う か
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施策
し さ く

５ 情 報
じょうほう

アクセシビリティの推進
すいしん

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

や聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

などは、情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

やコミュニケーションの確保
か く ほ

にハンデ

ィキャップを抱
かか

えています。こうした障害者
しょうがいしゃ

の日 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

を図
はか

り、自立
じ り つ

と

社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するためには、障害者
しょうがいしゃ

が迅速
じんそく

かつ的確
てきかく

に情 報
じょうほう

を 収 集
しゅうしゅう

し、コミュニケーシ

ョン手段
しゅだん

を確保
か く ほ

できる環
かん

境
きょう

づくりが、重 要
じゅうよう

な課題
か だ い

となります。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、「外 出
がいしゅつ

の際
さい

に困
こま

ること」として、「外出先
がいしゅつさき

でのコ

ミュニケーションが 難
むずか

しい」という回答
かいとう

も多
おお

くありました。 

今後
こ ん ご

は、障害者
しょうがいしゃ

が可能
か の う

な限
かぎ

り意思
い し

疎通
そ つ う

を 行
おこな

えるように配慮
はいりょ

していくことが重 要
じゅうよう

です。

特
とく

に、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

や聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

など、情 報
じょうほう

の入 手
にゅうしゅ

やコミュニケーションの困難
こんなん

な人
ひと

に

対
たい

する意思
い し

疎通
そ つ う

の支援
し え ん

や情 報
じょうほう

アクセシビリティの向 上
こうじょう

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

また、今後
こ ん ご

も、障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

を含
ふく

む誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすくなるよう、日本
にっぽん

工 業
こうぎょう

規格
き か く

（JIS 

X 8341-3:2016※）に準 拠
じゅんきょ

し、ウェブアクセシビリティの向 上
こうじょう

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

町
まち

ホームページをはじめとして、障害者
しょうがいしゃ

を対 象
たいしょう

とした様々
さまざま

な福祉
ふ く し

サービスや生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

が、必要
ひつよう

な人
ひと

に迅速
じんそく

かつ確実
かくじつ

・正確
せいかく

に届
とど

くような情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の方法
ほうほう

を検討
けんとう

するとと

もに、様々
さまざま

な媒体
ばいたい

や機会
き か い

を利用
り よ う

して積極的
せっきょくてき

に情 報
じょうほう

を発信
はっしん

します。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 町
まち

の広報紙
こ う ほ う し

やホームページに、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの内容
ないよう

や各種
かくしゅ

手当
て あ て

・制度
せ い ど

、

イベント情報
じょうほう

などについての情報
じょうほう

を分
わ

かりやすく掲載
けいさい

します。また、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する声
こえ

の広報
こうほう

配布
は い ふ

を行
おこな

います。 

福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず情報
じょうほう

が利用
り よ う

できるよう、ホームページにおける

ウェブアクセシビリティの維持
い じ

・向上
こうじょう

に努
つと

めます。また大泉町
おおいずみまち

安全
あんぜん

・安心
あんしん

メールの配信
はいしん

など、I C T
アイシーティー

（情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）を活用
かつよう

した迅速
じんそく

かつ分
わ

かりや

すい情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

安全
あんぜん

安心課
あ ん し ん か

 

広報
こうほう

情報課
じょうほうか

 

 

 

 

 

 

 

※JIS X 8341-3：2016 とは、高齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

むすべての利用者
り よ う し ゃ

が、使用
し よ う

している端末
たんまつ

、ウェブブラ

ウザ、支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

などに関係
かんけい

なく、ウェブコンテンツを利用
り よ う

することができるようにすることを目的
もくてき

とし

た規格
き か く

。 
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■■■目 標
もくひょう

を達成
たっせい

するために ～みんなの取
と

り組
く

み～■■■ 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

 誰
だれ

にでもやさしいまちづくりの推進
すいしん

 

・思
おも

いやり駐 車 場
ちゅうしゃじょう

や国際
こくさい

シンボルマークなどの交通
こうつう

に関
かん

する制度
せ い ど

を理解
り か い

し、障 害
しょうがい

の 

ある人
ひと

への配慮
はいりょ

に努
つと

めましょう。 

・緊 急
きんきゅう

時
じ

や災害
さいがい

時
じ

に家族
か ぞ く

や支援者
しえんしゃ

に連絡
れんらく

がとれる方法
ほうほう

を家族
か ぞ く

と確認
かくにん

しておきましょう。 

・ 隣
となり

に住
す

む人
ひと

が支援
し え ん

を必要
ひつよう

とするのか確認
かくにん

し、必要
ひつよう

な時
とき

に 協 力
きょうりょく

しましょう。 

・広報紙
こうほうし

や大泉町
おおいずみまち

安全
あんぜん

・安心
あんしん

メールを活用
かつよう

し情 報
じょうほう

を共 有
きょうゆう

しましょう。 
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施策
し さ く

目 標
もくひょう

７ 自立
じ り つ

を支援
し え ん

するための福祉
ふ く し

サービス 
 

▲△施策
し さ く

目 標
もくひょう

を実現
じつげん

するための指標
しひょう

△▲ 

指
し

 標
ひょう

 対 象
たいしょう

 
現状値
げんじょうち

 

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

） 

目標値
もくひょうち

 

（令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

） 

ひとり暮
ぐ

らしが困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすた

めのグループホームの利用者
りようしゃ

 
障害者
しょうがいしゃ

 37人
にん

 43人
にん

 

 

施策
し さ く

１ 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障害者
しょうがいしゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安定
あんてい

して自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るためには、障害者
しょうがいしゃ

のニーズや

障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスが提 供
ていきょう

されることが重 要
じゅうよう

であり、そのためには

近隣
きんりん

市町
しちょう

との情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

も必要
ひつよう

です。今後
こ ん ご

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提 供
ていきょう

は、「第
だい

6期
き

大泉町
おおいずみまち

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及
およ

び「第
だい

2期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」（令和
れ い わ

3年
ねん

度
ど

～令和
れ い わ

5年
ねん

度
ど

）により推進
すいしん

してい

くことが必要
ひつよう

です。 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスには、「訪問
ほうもん

系
けい

サービス」、「日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス」、「居 住
きょじゅう

系
けい

サービス」、

「相談
そうだん

支援
し え ん

」及
およ

び、障害児
しょうがいじ

のサービスである「障害児
しょうがいじ

サービス」があります。 

近
ちか

い将 来
しょうらい

、障害者
しょうがいしゃ

や介護者
かいごしゃ

の高齢化
こうれいか

にともない各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

サービスの需要
じゅよう

が増加
ぞ う か

すると見
み

込
こ

まれます。また、障害児
しょうがいじ

を抱
かか

える親
おや

にとって最大
さいだい

の心配事
しんぱいごと

である「親
おや

なき後
あと

」の受
う

け皿
ざら

と

してのグループホームの拡 充
かくじゅう

が必要
ひつよう

となります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

町 内
ちょうない

での各
かく

サービスの提 供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

を図
はか

るとともに、供 給
きょうきゅう

されていないサービス

についても事業所
じぎょうしょ

の育成
いくせい

を図
はか

るなど、サービス 供 給
きょうきゅう

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

また、指定事
し て い じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

のサービスの質
しつ

の向 上
こうじょう

に向
む

けて、利用者
りようしゃ

の立場
た ち ば

に立
た

って事業
じぎょう

運営
うんえい

さ

れるよう 促
うなが

します。また、障害者
しょうがいしゃ

がサービスを利用
り よ う

する際
さい

には、利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

措置
そ ち

制度
せ い ど

等
とう

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。 
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●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを必要
ひつよう

な人
ひと

が適
てき

切
せつ

に利用
り よ う

できる環
かん

境
きょう

づくりに努
つと

めま

す。【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）介護
か い ご

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

」、「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

の安定
あんてい

した在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、居宅
きょたく

介護
か い ご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

、行動
こうどう

援護
え ん ご

などの訪問
ほうもん

系
けい

サービスの提供
ていきょう

を促進
そくしん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）介護
か い ご

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

が日中
にっちゅう

活動
かつどう

を利用
り よ う

して地域
ち い き

での安定
あんてい

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができる

ように、生活
せいかつ

介護
か い ご

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サー

ビスの提供
ていきょう

を促進
そくしん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）介護
か い ご

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

」、「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

拡充
かくじゅう

 障害者
しょうがいしゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、一人
ひ と り

ひとりのニーズにあった生活
せいかつ

ができるよ

うに、グループホームのサービスの提供
ていきょう

を促進
そくしん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 一人
ひ と り

ひとりの状 況
じょうきょう

に応
おう

じたサービス支給
しきゅう

決定
けってい

が行
おこな

われるよう、指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

を図
はか

ります。また、サービス利用
り よ う

計画
けいかく

を活用
かつよう

し、

より適切
てきせつ

な「相談
そうだん

支援
し え ん

」が行
おこな

われるよう支援
し え ん

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「相談
そうだん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第
だい

４章
しょう

 基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

 

85 

施策
し さ く

２ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

は、地域
ち い き

の特性
とくせい

や利用者
りようしゃ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた事業
じぎょう

を計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

し、

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

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

に関
かか

わらず住 民
じゅうみん

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

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

として実施
じ っ し

してい

ます。 

今後
こ ん ご

も、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が、自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよう、地域
ち い き

の特性
とくせい

や利用者
りようしゃ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、事業
じぎょう

を効果的
こうかてき

・効率的
こうりつてき

に実施
じ っ し

していく必要
ひつよう

があります。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き、障害者
しょうがいしゃ

が年齢
ねんれい

や障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

などに関
かか

わりなく、できるだけ身近
み ぢ か

なところ

で必要
ひつよう

なサービスが受
う

けられるよう、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、相談
そうだん

に応
おう

じるとともに、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための援助
えんじょ

等
とう

を行
おこな

い

ます。 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促
うなが

すために意思
い し

疎通
そ つ う

や移動
い ど う

を円滑
えんかつ

に

するためのサービスを提供
ていきょう

します。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」、「移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するために、障害
しょうがい

の程度
て い ど

や種別
しゅべつ

にあった

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

等
とう

の給付
きゅうふ

を行
おこな

います。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 在宅
ざいたく

の重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

や一時的
い ち じ て き

に在宅
ざいたく

での介護
か い ご

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に

日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

を行
おこな

います。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「在宅
ざいたく

重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

デイサービス事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

や家族
か ぞ く

、それを支援
し え ん

していく関係
かんけい

機関
き か ん

や福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

、行政
ぎょうせい

等
とう

がネットワークを構築
こうちく

し、地域
ち い き

で自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

り、安心
あんしん

して暮
く

らしていくために協議
きょうぎ

・検討
けんとう

する地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

を支援
し え ん

しま

す。 

福祉課
ふ く し か
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施策
し さ く

３ 経済的
けいざいてき

支援
し え ん

 

◆◇現 状
げんじょう

と課題
か だ い

◇◆ 

障 害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

や特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

などの各種
かくしゅ

手当
て あ て

の支給
しきゅう

制度
せ い ど

は、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

の

経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

し、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

える役割
やくわり

を果
は

たしています。 

今後
こ ん ご

とも、所得
しょとく

保障
ほしょう

及
およ

び貸付
かしつけ

等
とう

経済的
けいざいてき

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

り、生活
せいかつ

の安定
あんてい

と経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

を支援
し え ん

していくことが必要
ひつよう

です。 

 

■□施策
し さ く

の方向
ほうこう

□■ 

障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の安定
あんてい

を図
はか

り、自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、障 害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

等
とう

の

年金
ねんきん

制度
せ い ど

や特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

等
とう

の各種
かくしゅ

手当
て あ て

の支給
しきゅう

制度
せ い ど

などの経済的
けいざいてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

りま

す。 

 

●○町
まち

が 行
おこな

う具体的
ぐたいてき

な取
と

り組
く

み○● 

方向
ほうこう

 事業
じぎょう

の内容
ないよう

 担当課
た ん と う か

 

継続
けいぞく

 障害
しょうがい

年金
ねんきん

や特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

、特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

、医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

等
とう

の経済的
けいざいてき

援助
えんじょ

制度
せ い ど

について周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、各種
かくしゅ

手当
て あ て

の支給
しきゅう

などを実施
じ っ し

しま

す。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
い り ょ う ひ

扶助
ふ じ ょ

」、「福祉
ふ く し

医療
いりょう

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

住民課
じゅうみんか

 

国民
こくみん

健康
けんこう

保険課
ほ け ん か

 

こども課
か

 

継続
けいぞく

 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

し、各種
かくしゅ

資金
し き ん

の貸付制度
かしつけせいど

について周知
しゅうち

を図
はか

ります。 福祉課
ふ く し か

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

継続
けいぞく

 各種
かくしゅ

料金
りょうきん

の減免
げんめん

・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。 福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

を支援
し え ん

するため奨励
しょうれい

金
きん

の支給
しきゅう

を行
おこな

います。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「直 腸
ちょくちょう

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

自立
じ り つ

奨励
しょうれい

金
きん

支給
しきゅう

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か

 

継続
けいぞく

 群馬県
ぐ ん ま け ん

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

制度
せ い ど

への加入者
かにゅうしゃ

に対
たい

し、掛金
かけきん

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

し

ます。 

【事業例
じぎょうれい

】 

「心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

事業
じぎょう

」 

福祉課
ふ く し か
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■■■目 標
もくひょう

を達成
たっせい

するために ～みんなの取
と

り組
く

み～■■■ 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

 自立
じ り つ

を支援
し え ん

するための福祉
ふ く し

サービス 

・障 害
しょうがい

のある人
ひと

は、必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

サービス等
とう

を利用
り よ う

し自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

りましょう。 

・障 害
しょうがい

のない人
ひと

は、福祉
ふ く し

サービス等
とう

を利用
り よ う

している人
ひと

についての理解
り か い

を深
ふか

め、 

地域
ち い き

社会
しゃかい

において障 害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

が、ともに暮
く

らせるよう 心
こころ

のバリアフリー 

に努
つと

めましょう。 
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第
だい

５ 章
しょう

 推進
すいしん

体制
たいせい

 

第
だい

１節
せつ

 計画
けいかく

の推進
すいしん

に係
かか

る各組織
かくそしき

の役割
やくわり

 

 

この計画
けいかく

を推進
すいしん

するに当
あ

たっては、すべての住 民
じゅうみん

が障 害
しょうがい

と障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、

社会的
しゃかいてき

意識
い し き

を高
たか

めていくとともに、行 政
ぎょうせい

はもとより、障害者
しょうがいしゃ

、家庭
か て い

、地域
ち い き

社会
しゃかい

、学校
がっこう

、団体
だんたい

、

企業
きぎょう

などが、それぞれの役割
やくわり

を果
は

たしながら互
たが

いに連携
れんけい

・ 協 力
きょうりょく

し、施策
し さ く

の展開
てんかい

をします。 
 

１ 地域
ち い き

社会
しゃかい

 

地域
ち い き

における多様
た よ う

な人々
ひとびと

との交 流
こうりゅう

を通
つう

じ、障害者
しょうがいしゃ

が参加
さ ん か

できる行事
ぎょうじ

や地域
ち い き

活動
かつどう

の機会
き か い

を

設
もう

けるとともに、近隣
きんりん

が互
たが

いに助
たす

けあう地
ち

域
いき

づくりを進
すす

めるなど、障害者
しょうがいしゃ

やその家庭
か て い

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支援
し え ん

します。 

 

２ 学校
がっこう

 

障害児
しょうがいじ

一人
ひ と り

ひとりの個性
こ せ い

を伸
の

ばし、社会的
しゃかいてき

な自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するために、障 害
しょうがい

の

特性
とくせい

や程度
て い ど

に応
おう

じたきめ細
こま

かな指導
し ど う

を通
とお

して、持
も

てる 力
ちから

を最大限
さいだいげん

に発揮
は っ き

できるような適切
てきせつ

な教 育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

また、障 害
しょうがい

のない児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が、障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

に対
たい

して正
ただ

しく理解
り か い

し、障 害
しょうがい

に対
たい

する認識
にんしき

を深
ふか

めるために、互
たが

いに思
おも

いやれる豊
ゆた

かな 心
こころ

の育成
いくせい

を図
はか

ります。さらに、交 流
こうりゅう

教 育
きょういく

や福祉
ふ く し

教 育
きょういく

を拡 充
かくじゅう

し、障 害
しょうがい

に対
たい

する意識面
いしきめん

でのバリアフリーに努
つと

めます。 

 

３ 団体
だんたい

 

障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

やその家庭
か て い

の福祉
ふ く し

の向 上
こうじょう

を目
め

指
ざ

し、自立
じ り つ

した自主的
じしゅてき

な運営
うんえい

ができるように努
つと

めるとともに、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

の理解
り か い

を一層
いっそう

深
ふか

めるための 働
はたら

きかけを推進
すいしん

しま

す。 

 

４ 企業
きぎょう

 

障害者
しょうがいしゃ

が安定
あんてい

した生活
せいかつ

を 営
いとな

むためには、適性
てきせい

と能 力
のうりょく

に応
おう

じて、障 害
しょうがい

のない人
ひと

と共
とも

に生
い

きがいを持
も

って 働
はたら

けるような職場
しょくば

が望
のぞ

まれています。企業
きぎょう

自
みずか

らも地域
ち い き

社会
しゃかい

の構
こう

成員
せいいん

である

という自覚
じ か く

のもとに地域
ち い き

に貢献
こうけん

していくことが、今後
こ ん ご

の大切
たいせつ

な役割
やくわり

の一
ひと

つです。 
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５ 行 政
ぎょうせい

 

行 政
ぎょうせい

の役割
やくわり

は、住 民
じゅうみん

の総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

の向 上
こうじょう

を目
め

指
ざ

して、広範
こうはん

にわたる障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を

総合的
そうごうてき

かつ、一体的
いったいてき

に推進
すいしん

することです。 

そのためには、各組織
かくそしき

の役割
やくわり

を踏
ふ

まえながら、 行
ぎょう

財政
ざいせい

の効率的
こうりつてき

な運営
うんえい

と執行
しっこう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

を支
ささ

える家族
か ぞ く

などのニーズを的確
てきかく

に把握
は あ く

し、各組織
かくそしき

の

特性
とくせい

に応
おう

じたきめ細
こま

かな施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

そして、施策
し さ く

の展開
てんかい

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

のまちづくりへの参画
さんかく

機会
き か い

を拡 充
かくじゅう

しながら、

必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

を的確
てきかく

に提
てい

供
きょう

し事業
じぎょう

運営
うんえい

に努
つと

めます。 
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第
だい

２節
せつ

 計画
けいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

の点検
てんけん

及
およ

び評価
ひょうか

 

 

本計画
ほんけいかく

は、関係者
かんけいしゃ

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

が目 標
もくひょう

等
とう

を 共
きょう

有
ゆう

し、その達成
たっせい

に向
む

けて連携
れんけい

するとともに、

その進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を確認
かくにん

しながら工夫
く ふ う

・改善
かいぜん

を重
かさ

ね、着 実
ちゃくじつ

に取
と

り組
く

みを進
すす

めていくことが

必要
ひつよう

になります。 

目 標
もくひょう

を実現
じつげん

するための指標
しひょう

の達成
たっせい

に向
む

けて、関係
かんけい

各課
か く か

等
とう

に事業
じぎょう

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を 照
しょう

会
かい

し、

施策
し さ く

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

します。また、本計画
ほんけいかく

の前期
ぜ ん き

実施
じ っ し

計画
けいかく

と位
い

置
ち

づけている「第
だい

6期
き

大泉町
おおいずみまち

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及
およ

び「第
だい

2期
き

大泉町
おおいずみまち

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の成果
せ い か

指標
しひょう

や活動
かつどう

指標
しひょう

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

について、利用者
りようしゃ

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の視点
し て ん

を十 分
じゅうぶん

に踏
ふ

まえて分析
ぶんせき

、評価
ひょうか

を 行
おこな

います。さら

に、障害者
しょうがいしゃ

の保護者
ほ ご し ゃ

の代表者
だいひょうしゃ

や有
ゆう

識者
しきしゃ

等
とう

で構成
こうせい

する「大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

等
とう

策定
さくてい

委員会
いいんかい

」において点検
てんけん

評価
ひょうか

を 行
おこな

い、必要
ひつよう

に応
おう

じ施策
し さ く

内容
ないよう

の改善
かいぜん

・見
み

直
なお

しを実施
じ っ し

します。 

また、各事業
かくじぎょう

の「ＰＤＣＡ
ピーディーシーエー

（Ｐｌａｎ
プ ラ ン

：計画
けいかく

、Ｄｏ
ド ゥ

：実行
じっこう

、Ｃｈｅｃｋ
チ ェ ッ ク

：確認
かくにん

・評価
ひょうか

、

Ａｃｔｉｏｎ
ア ク シ ョ ン

：改善
かいぜん

）サイクル」に基
もと

づき、計画
けいかく

の評価
ひょうか

・改善
かいぜん

を 行
おこな

っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＬＡＮ（計画）

各事業、目標値を設定するととも
に、その確保方策等を定める。

ＤＯ（実行）

計画の内容を踏まえて、事業を
実行する。

ＣＨＥＣＫ（確認、評価）

事業の実施状況を検証し、達成状
況の分析、評価を行う。

ＡＣＴＩＯＮ（改善）

年度評価等の結果を踏まえ、必要
があると認めるときは、計画の変更
や事業の見直し等を実施する。

第六次大泉町
障害者基本計画

PDCAサイクル
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資料編
しりょうへん

 

 

１ 障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）サービス一覧
いちらん

 

（1）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

用語
よ う ご

 解説
かいせつ

 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

 

聴 覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

、視覚
し か く

その他
ほか

の障 害
しょうがい

のため、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに支障
ししょう

がある障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の派遣
は け ん

を 行
おこな

うなど、意思
い し

疎通
そ つ う

を円滑
えんかつ

にするための支援
し え ん

を行
おこな

います。 

障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

の相談
そうだん

に応
おう

じるとともに、福祉
ふ く し

サービスにかかる

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、サービス提 供
ていきょう

機関
き か ん

の紹 介
しょうかい

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

のために必要
ひつよう

な

援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

手話
し ゅ わ

奉仕員
ほ う し い ん

養成
ようせい

 
日
にち

常会話
じょうかいわ

程度
て い ど

の手話
し ゅ わ

表 現
ひょうげん

技術
ぎじゅつ

を有
ゆう

する手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

を養成
ようせい

し、 聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

との交 流
こうりゅう

活動
かつどう

を促進
そくしん

します。 

移動
い ど う

支援
し え ん

 屋外
おくがい

での移動
い ど う

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、外 出
がいしゅつ

のための支援
し え ん

を行
おこな

います。 

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

が日 中
にっちゅう

に活動
かつどう

できる場
ば

の確保
か く ほ

と介護者
かいごしゃ

の一時的
いちじてき

な休 息
きゅうそく

を確保
か く ほ

するために、一時的
いちじてき

な見
み

守
まも

りなどの支援
し え ん

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、サービ

ス提 供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

や障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

において、日 中
にっちゅう

の見
み

守
まも

りや社会
しゃかい

に

適応
てきおう

するための日常的
にちじょうてき

な訓練
くんれん

等
とう

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 
障害者
しょうがいしゃ

が通所
つうしょ

により、創作
そうさく

活動
かつどう

又
また

は生産
せいさん

活動
かつどう

を行
おこな

い、社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

の

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

事業
じぎょう

 

障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するために、自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

の取得
しゅとく

や自動車
じどうしゃ

の改造
かいぞう

に要
よう

する費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

する自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

・改造
かいぞう

助成
じょせい

事業
じぎょう

を行
おこな

います。 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

 

知的
ち て き

または精神
せいしん

の障 害
しょうがい

により判断
はんだん

能 力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な人
ひと

で、身
み

寄
よ

りがない

など、親族
しんぞく

などによる成年
せいねん

後見
こうけん

の 申
もうし

立
た

てができない場合
ば あ い

に、 町 長
ちょうちょう

が

申立人
もうしたてにん

となり、 申
もうし

立
た

てにかかる費用
ひ よ う

及
およ

び裁判所
さいばんしょ

が選定
せんてい

した後見人
こうけんにん

の

報 酬
ほうしゅう

の全部
ぜ ん ぶ

または一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

 
重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

がより円滑
えんかつ

に行
おこな

われるための日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

を給付
きゅうふ

又
また

は貸与
た い よ

するなど、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 
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（2）訪問
ほうもん

系
けい

・日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

用語
よ う ご

 解説
かいせつ

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 
自宅
じ た く

で介護
か い ご

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、自宅
じ た く

で入 浴
にゅうよく

や排泄
はいせつ

、食事
しょくじ

などの

介護
か い ご

を行
おこな

います。 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

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

で常
つね

に介護
か い ご

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

などに対
たい

し、自宅
じ た く

に

おいて入 浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

、食事
しょくじ

の介護
か い ご

、外 出
がいしゅつ

時
じ

における移動
い ど う

支援
し え ん

などを総合的
そうごうてき

に行
おこな

います。 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 

知的
ち て き

障 害
しょうがい

や精神
せいしん

障 害
しょうがい

により行動上
こうどうじょう

の障 害
しょうがい

がある障害者
しょうがいしゃ

などに対
たい

し、外 出
がいしゅつ

時
じ

や外 出
がいしゅつ

の前後
ぜ ん ご

に危険
き け ん

を回避
か い ひ

するために必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

い

ます。 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 

視覚
し か く

障 害
しょうがい

により、移動
い ど う

に 著
いちじる

しい困難
こんなん

を有
ゆう

する障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、外 出
がいしゅつ

時
じ

に同行
どうこう

して、移動
い ど う

に必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

や移動
い ど う

の援護
え ん ご

など必要
ひつよう

な支援
し え ん

を

行
おこな

います。 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

地域
ち い き

や 入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

で生活
せいかつ

を 営
いとな

むために常
つね

に介護
か い ご

等
とう

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、食事
しょくじ

や入 浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

等
とう

の介護
か い ご

や、軽作業
けいさぎょう

などの生産
せいさん

活動
かつどう

並
なら

びに創作的
そうさくてき

活動
かつどう

の機会
き か い

を提
てい

供
きょう

するなど、身体
しんたい

能 力
のうりょく

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

能 力
のうりょく

の維持
い じ

・向 上
こうじょう

を図
はか

るための支援
し え ん

を行
おこな

います。 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

） 

地域
ち い き

生活
せいかつ

を営
いとな

むうえで、一定
いってい

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、身体
しんたい

能 力
のうりょく

・生活
せいかつ

能 力
のうりょく

の維持
い じ

や向 上
こうじょう

のための歩行
ほ こ う

訓練
くんれん

や家事
か じ

などの訓練
くんれん

を

行
おこな

います。また、日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

支援
し え ん

や関係
かんけい

サービス機関
き か ん

との連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

など、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

います。 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

地域
ち い き

生活
せいかつ

を営
いとな

むうえで、一定
いってい

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、食事
しょくじ

や家事
か じ

などの日 常
にちじょう

生活
せいかつ

能 力
のうりょく

を向 上
こうじょう

するための支援
し え ん

を行
おこな

います。また、日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

支援
し え ん

や関係
かんけい

サービス機関
き か ん

との連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

など、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

います。 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

への就 労
しゅうろう

などを希望
き ぼ う

している障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、事業
じぎょう

所内
しょない

での

作業
さぎょう

や実 習
じっしゅう

、適性
てきせい

にあった職場
しょくば

探
さが

しなど、就 労
しゅうろう

と職場
しょくば

定 着
ていちゃく

に必要
ひつよう

な

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

での就 労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、雇用
こ よ う

契約
けいやく

に基
もと

づく就 労
しゅうろう

機会
き か い

の提 供
ていきょう

や生産
せいさん

活動
かつどう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

・能 力
のうりょく

向 上
こうじょう

のための訓練
くんれん

など、

就 労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

います。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

の雇用
こ よ う

に結
むす

びつかない障害者
しょうがいしゃ

や一定
いってい

年齢
ねんれい

に達
たっ

している

障害者
しょうがいしゃ

などに対
たい

し、雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ばない就 労
しゅうろう

機会
き か い

の提 供
ていきょう

や生産
せいさん

活動
かつどう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

・能 力
のうりょく

向 上
こうじょう

のための訓練
くんれん

など、就 労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

います。 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

へ移行
い こ う

した障害者
しょうがいしゃ

について、就 労
しゅうろう

の継続
けいぞく

を図
はか

るために企業
きぎょう

、

自宅
じ た く

などへの訪問
ほうもん

や障害者
しょうがいしゃ

の来
らい

所
しょ

により必要
ひつよう

な連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

や指導
し ど う

・助言
じょげん

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 
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用語
よ う ご

 解説
かいせつ

 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 

病 院
びょういん

等
とう

への長期
ちょうき

の入 院
にゅういん

による医療的
いりょうてき

ケアと常時
じょうじ

の介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、病 院
びょういん

等
とう

において食事
しょくじ

や入 浴
にゅうよく

等
とう

の介護
か い ご

を 行
おこな

うととも

に、日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

支援
し え ん

やレクリエーション活動
かつどう

などの社会
しゃかい

参加
さ ん か

活動
かつどう

支援
し え ん

、声
こえ

かけのコミュニケーション支援
し え ん

など、身体
しんたい

能 力
のうりょく

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

能 力
のうりょく

の維持
い じ

･向 上
こうじょう

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

います。 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 
自宅
じ た く

で障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）を介護
か い ご

する人
ひと

が病気
びょうき

などの場合
ば あ い

に、短期間
たんきかん

、夜間
や か ん

も

含
ふく

め施設
し せ つ

で、入 浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

、食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを行
おこな

います。 

 

（3）居 住
きょじゅう

系
けい

サービス・計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

用語
よ う ご

 解説
かいせつ

 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 
ひとり暮

ぐ

らしに必要
ひつよう

な理解力
りかいりょく

や生
せい

活 力
かつりょく

を 補
おぎな

うために、定期的
ていきてき

な居宅
きょたく

訪問
ほうもん

や随時
ず い じ

の対応
たいおう

により必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

を 営
いとな

むうえで支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、共 同
きょうどう

生活
せいかつ

の

場
ば

において、食事
しょくじ

や入 浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

の介護
か い ご

や相談
そうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

うとともに、

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

を行
おこな

います。 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 
施設
し せ つ

に入 所
にゅうしょ

している障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、入 浴
にゅうよく

や排泄
はいせつ

、食事
しょくじ

の介護
か い ご

などの

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

宿泊型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

を 営
いとな

むうえで一定
いってい

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、施設
し せ つ

に宿 泊
しゅくはく

させ、食事
しょくじ

や家事
か じ

などの日 常
にちじょう

生活
せいかつ

能 力
のうりょく

を向 上
こうじょう

す

るための支援
し え ん

を行
おこな

います。また、日 常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の相談
そうだん

支援
し え ん

や関係
かんけい

サービ

ス機関
き か ん

との連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

などの支援
し え ん

を行
おこな

うなど、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に向
む

け

た支援
し え ん

を行
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

サービスの利用
り よ う

にあたり、個々
こ こ

のニーズや状 態
じょうたい

に応
おう

じて、

必要
ひつよう

なサービスが利用
り よ う

できるようケアマネジメントを行
おこな

います。 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 
入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

や 病 院
びょういん

に長期
ちょうき

入 所
にゅうしょ

等
とう

している障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

での生活
せいかつ

に

移行
い こ う

するための準備
じゅんび

に必要
ひつよう

な同行
どうこう

支援
し え ん

・入 居
にゅうきょ

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 
居宅
きょたく

でひとり暮
ぐ

らしをしている障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、夜間
や か ん

等
とう

も含
ふく

め緊 急
きんきゅう

時
じ

に

おける連絡
れんらく

・相談
そうだん

などの必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 
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（4）障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

サービス 

用語
よ う ご

 解説
かいせつ

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
主
おも

に就学前
しゅうがくまえ

の障害児
しょうがいじ

に対
たい

し、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

、

知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

、集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

訓練
くんれん

などの支援
し え ん

を行
おこな

います。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 
主
おも

に就 学
しゅうがく

している障害児
しょうがいじ

に対
たい

し、放課後
ほ う か ご

等
とう

に施設
し せ つ

に通
かよ

わせ、生活
せいかつ

能 力
のうりょく

向 上
こうじょう

のための必要
ひつよう

な訓練
くんれん

、社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

促進
そくしん

などの支援
し え ん

を行
おこな

います。 

保育所
ほ い く じ ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 
保育所
ほいくじょ

等
とう

を訪問
ほうもん

し、障害児
しょうがいじ

に対
たい

し、障害児
しょうがいじ

以外
い が い

の児童
じ ど う

との集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

への

適応
てきおう

のための専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

などを行
おこな

います。 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

自宅
じ た く

を訪問
ほうもん

し、重度
じゅうど

の障 害
しょうがい

により外 出
がいしゅつ

が困難
こんなん

な障害児
しょうがいじ

に対
たい

し、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

、知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

などの支援
し え ん

を 行
おこな

い

ます。 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の申請
しんせい

に係
かか

る給付
きゅうふ

決定
けってい

の前
まえ

に利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

の作成
さくせい

を 行
おこな

い

ます。また、給付
きゅうふ

決定後
けっていご

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

と連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

を 行
おこな

うとともに利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

を行
おこな

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編
しりょうへん

 

95 

２ 第五次
だ い ご じ

大泉町
おおいずみまち

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の評価
ひょうか

一覧
いちらん

 

取組
とりくみ

方針
ほうしん

1 ともに支
ささ

えあう共生
きょうせい

のまちづくりを推進
すいしん

します 
 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

1 共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて 

 

施策
し さ く

1 障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

の促進
そくしん

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

広報紙
こうほうし

やホームページ、パンフレット等
とう

の各種
かくしゅ

広報
こうほう

媒体
ばいたい

の活用
かつよう

により、障 害
しょうがい

に対
たい

する住 民
じゅうみん

の理解
り か い

を促進
そくしん

するとともに、福祉
ふ く し

サービスやイベント、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

に関
かん

する情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

に努
つと

め

ます。 

1 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

2 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を補助
ほ じ ょ

するための補助
ほ じ ょ

犬
けん

（盲導犬
もうどうけん

、介助
かいじょ

犬
けん

、聴
ちょう

導
どう

犬
けん

）の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

3 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

4 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

広報紙
こうほうし

に知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

月間
げっかん

（9月
がつ

）、障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

(12月
がつ

3日
にち

～

9日
にち

)を掲載
けいさい

するなど周知
しゅうち

を行
おこな

います。 
5 福祉課

ふ く し か

 達成
たっせい

 

「保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

まつり」など様々
さまざま

な行事
ぎょうじ

やイベントに際
さい

し、障 害
しょうがい

の

ある人
ひと

に配慮
はいりょ

した企画
き か く

や、参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを 行
おこな

い

参画
さんかく

を促
うなが

し、障 害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

の交 流
こうりゅう

の場
ば

づくりを行
おこな

います。 

6 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

町 内
ちょうない

にある障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

と近
きん

隣
りん

住 民
じゅうみん

の交 流
こうりゅう

機会
き か い

を促進
そくしん

すると

ともに、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

パレード等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

が主催
しゅさい

す

る交 流
こうりゅう

機
き

会
かい

づくりを支援
し え ん

します。 

7 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

 

8 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 達成
たっせい

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

と小 中学 校
しょうちゅうがっこう

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

との交 流
こうりゅう

や共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

り、障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

とない児童
じ ど う

が、

ともに育
そだ

つ交 流
こうりゅう

・ふれあい事業
じぎょう

等
とう

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

9 教 育
きょういく

指導課
し ど う か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

小 中学 校
しょうちゅうがっこう

では社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協 力 校
きょうりょくこう

として、「総合的
そうごうてき

な学 習
がくしゅう

の

時間
じ か ん

」を活用
かつよう

した「福祉
ふ く し

」の学 習
がくしゅう

や体験
たいけん

活動
かつどう

を実施
じ っ し

するなど、

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の福祉
ふ く し

・人権
じんけん

教 育
きょういく

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

10 教 育
きょういく

指導課
し ど う か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

11 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 達成
たっせい

 

教 育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

を障害児
しょうがいじ

理解
り か い

促進
そくしん

研修会
けんしゅうかい

等
とう

へ派遣
は け ん

するなど、福祉
ふ く し

教 育
きょういく

指導力
しどうりょく

向 上
こうじょう

に努
つと

めます。 
12 教 育

きょういく

指導課
し ど う か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に対
たい

する理解
り か い

と関心
かんしん

を高
たか

めるため、大泉町
おおいずみまち

小 中
しょうちゅう

学生
がくせい

ふくし作文
さくぶん

・ポスターコンクール等
とう

を実施
じ っ し

します。 

13 教 育
きょういく

指導課
し ど う か

 達成
たっせい

 

14 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 達成
たっせい

 

町 民
ちょうみん

の福祉
ふ く し

意識
い し き

を高
たか

めるため、生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

や地域
ち い き

活動
かつどう

におい

て、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の理解
り か い

に関
かん

する講座
こ う ざ

や講演会
こうえんかい

等
とう

の開催
かいさい

を進
すす

め

ます。 

15 多文化
た ぶ ん か

協働課
きょうどうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

16 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

17 生 涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

18 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 達成
たっせい
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2 差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

の推進
すいしん

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

「障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取
とり

扱
あつか

いの禁止
き ん し

」や「障害者
しょうがいしゃ

への合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

の禁止
き ん し

」等
とう

が盛
も

り込
こ

まれた「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」に基
もと

づき、国
くに

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を踏
ふ

まえ、必要
ひつよう

な対応
たいおう

に

取
と

り組
く

みます。 

19 全
ぜん

 課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の理解
り か い

の促進
そくしん

と配慮
はいりょ

を一層
いっそう

図
はか

るため、町
まち

職 員
しょくいん

に

対
たい

し研修会
けんしゅうかい

を開
かい

催
さい

します。 

20 総務課
そ う む か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

21 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」、「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」等
とう

の主旨
し ゅ し

を分
わ

かりや

すく普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

するとともに、本 町
ほんちょう

で策定
さくてい

した「人権
じんけん

教 育
きょういく

・啓発
けいはつ

に関
かん

する基本
き ほ ん

計画
けいかく

」に基
もと

づき、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

が尊 重
そんちょう

さ

れる社
しゃ

会
かい

づくりを推進
すいしん

します。 

22 多文化
た ぶ ん か

協働課
きょうどうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

23 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

24 教 育
きょういく

指導課
し ど う か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

 

 

3 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

「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

」により、虐 待
ぎゃくたい

の発見者
はっけんしゃ

に対
たい

する通報
つうほう

義務
ぎ む

について、町 民
ちょうみん

及
およ

び関係者
かんけいしゃ

への周知
しゅうち

を図
はか

ります。また、

虐 待
ぎゃくたい

に関
かん

する通報
つうほう

を受
う

けた際
さい

は、家庭
か て い

や施設
し せ つ

・職場
しょくば

などに

調査
ちょうさ

、指導
し ど う

等
とう

を行
おこな

うなど迅速
じんそく

に適切
てきせつ

な対応
たいおう

を行
おこな

います。 

25 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の財産
ざいさん

や権利
け ん り

を保護
ほ ご

し、自己
じ こ

決定
けってい

の尊 重
そんちょう

を図
はか

る

ため、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

に努
つと

め、制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

の

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

26 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

 

27 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

に努
つと

め、利用
り よ う

の促進
そくしん

を図
はか

り、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

において安心
あんしん

して自立
じ り つ

し

た生活
せいかつ

が送
おく

れるよう支援
し え ん

します。 

28 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

29 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料編
しりょうへん

 

97 

取組
とりくみ

方針
ほうしん

2 自分
じ ぶ ん

らしい生活
せいかつ

ができるまちづくりを推進
すいしん

します 
 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

2 健
すこ

やかな 命
いのち

を支
ささ

える保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 
 

施策
し さ く

1  保健
ほ け ん

･医療
いりょう

サービスの充 実
じゅうじつ

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

疾病
しっぺい

や障 害
しょうがい

・精神
せいしん

等
とう

の相談
そうだん

・訪問
ほうもん

指導
し ど う

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

り、適切
てきせつ

な

療 育
りょういく

・治療
ちりょう

につなげます。 
30 健

けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

や知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

などを支援
し え ん

す

るため、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

による助言
じょげん

や指導
し ど う

を 行
おこな

う相談
そうだん

支援
し え ん

セ

ンターの充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

に努
つと

めます。 

31 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

必要
ひつよう

な医療
いりょう

を継続的
けいぞくてき

に受
う

けられるよう、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
いりょうひ

や養育
よういく

医療費
いりょうひ

の給付
きゅうふ

・福祉
ふ く し

医療
いりょう

等
とう

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

32 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

33 健
けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

34 国民
こくみん

健康
けんこう

保険課
ほ け ん か

 やや達成
たっせい

 

関係
かんけい

医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

を促進
そくしん

するとともに、広域的
こういきてき

医療
いりょう

体制
たいせい

の

充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 
35 健

けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

歯科
し か

医師会
い し か い

と連携
れんけい

して、歯科
し か

保健
ほ け ん

医療
いりょう

センターによる高齢者
こうれいしゃ

や

障害者
しょうがいしゃ

の口腔
こうくう

衛生
えいせい

及
およ

び医療
いりょう

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 
36 福祉課

ふ く し か

 達成
たっせい

 

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、家庭
か て い

や地域
ち い き

において安心
あんしん

して

生活
せいかつ

できるよう、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の関係者
かんけいしゃ

によるケア会議
か い ぎ

を

開
かい

催
さい

し連携
れんけい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

37 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

やその家族
か ぞ く

が安心
あんしん

して療 養
りょうよう

生活
せいかつ

ができるよう医療
いりょう

機関
き か ん

、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

ステーションなどと連携
れんけい

を図
はか

り、切
き

れ目
め

のない

支援
し え ん

体制
たいせい

を確立
かくりつ

します。 

38 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

39 高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

 

 

2 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

･早期
そ う き

治療
ちりょう

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

障 害
しょうがい

の原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

と早期
そ う き

発見
はっけん

のため、健康診査
けんこうしんさ

及
およ

びがん検診
けんしん

等
とう

を実施
じ っ し

します。また、受
う

けやすいけんしん体制
たいせい

を

充 実
じゅうじつ

し、受診率
じゅしんりつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

ります。 

40 健
けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

41 国民
こくみん

健康
けんこう

保険課
ほ け ん か

 やや達成
たっせい

 

けんしん受診後
じゅしんご

の事後
じ ご

指導
し ど う

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、要精密
ようせいみつ

検査
け ん さ

該当者
がいとうしゃ

の未受
み じ ゅ

診
しん

対策
たいさく

の強化
きょうか

に取
と

り組
く

みます。 
42 健

けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

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

が自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るため、生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

や介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

し、健康
けんこう

寿 命
じゅみょう

の延伸
えんしん

を目
め

指
ざ

します。 

43 高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

44 健
けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい
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事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

疾病
しっぺい

や障 害
しょうがい

に対
たい

する正
ただ

しい知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

り生 涯
しょうがい

を通
つう

じた健
けん

康
こう

づくりを推進
すいしん

します。 

45 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

46 高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 やや達成
たっせい

 

47 健
けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

48 国民
こくみん

健康
けんこう

保険課
ほ け ん か

 達成
たっせい

 

メンタルヘルスに関
かん

する正
ただ

しい知識
ち し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

り、ここ

ろの健
けん

康
こう

づくりを推進
すいしん

します。 
49 健

けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

 

 

 

 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

3 ともに学
まな

び・ 育
はぐく

む療 育
りょういく

・教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

 

1 療 育
りょういく

の充 実
じゅうじつ

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

集 団
しゅうだん

保育
ほ い く

・教 育
きょういく

が可能
か の う

な障 害
しょうがい

のある子
こ

どもについて、社会
しゃかい

へ

の適応力
てきおうりょく

を効果的
こうかてき

に伸
の

ばすため、保育士
ほ い く し

等
とう

の研修会
けんしゅうかい

参加
さ ん か

を

促
うなが

します。また、必要
ひつよう

に応
おう

じて保育
ほ い く

園
えん

や幼稚園
ようちえん

、認定
にんてい

こども園
えん

等
とう

での加配
か は い

保育士
ほ い く し

等
とう

の配置
は い ち

を行
おこな

い、子
こ

どもの障 害
しょうがい

の有無
う む

にか

かわらない集 団
しゅうだん

保育
ほ い く

を進
すす

めます。 

50 こども課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

保育
ほ い く

園
えん

や幼稚園
ようちえん

への相談
そうだん

・支援
し え ん

を引
ひ

き続
つづ

き実施
じ っ し

し、受
う

け入
い

れ

体制
たいせい

の更
さら

なる充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

51 健
けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

52 教 育
きょういく

指導課
し ど う か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

発達
はったつ

の遅
おく

れや 障 害
しょうがい

のある乳幼児
にゅうようじ

の保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に対
たい

して、

乳幼児期
にゅうようじき

から学齢期
がくれいき

にかけて切
き

れ目
め

のない相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

がと

れるよう努
つと

めます。 

53 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

54 健
けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

対 象
たいしょう

とならない軽
けい

・中度
ちゅうど

難聴児
なんちょうじ

に対
たい

し

て、補聴器
ほちょうき

の装用
そうよう

により言語
げ ん ご

の習
しゅう

得
とく

や生活
せいかつ

能 力
のうりょく

、コミュニケ

ーション 能 力
のうりょく

等
とう

の 向 上
こうじょう

を促進
そくしん

するための県
けん

難聴児
なんちょうじ

補聴器
ほちょうき

購 入
こうにゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

55 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づく障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の給付
きゅうふ

と障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

の

支援
し え ん

を継続
けいぞく

し、障 害
しょうがい

の程度
て い ど

や状 態
じょうたい

に応
おう

じたサービスの提 供
ていきょう

に努
つと

めます。 

56 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい
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2 学校
がっこう

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

障 害
しょうがい

の程度
て い ど

、種類
しゅるい

に応
おう

じた適正
てきせい

な就 学
しゅうがく

指導
し ど う

ができるよう関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

、障害児
しょうがいじ

教 育
きょういく

に関
かん

する情 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

のある子
こ

どもをもつ保護者
ほ ご し ゃ

との連携
れんけい

をさらに緊密
きんみつ

にする

とともに、乳幼児期
にゅうようじき

から学齢期
がくれいき

にかけて一貫
いっかん

した指導
し ど う

体制
たいせい

がと

れるよう、就 学
しゅうがく

相談
そうだん

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

57 教 育
きょういく

指導課
し ど う か

 やや達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

のある子
こ

ども一人
ひ と り

ひとりの特性
とくせい

や発達
はったつ

段階
だんかい

に応
おう

じた、ラ

イフステージを通
つう

じて切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

が提 供
ていきょう

できるよう、

関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

58 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

59 健
けん

康
こう

づくり課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

60 教 育
きょういく

指導課
し ど う か

 やや達成
たっせい

 

61 こども課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を目
め

指
ざ

して、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

への体験
たいけん

学 習
がくしゅう

参加
さ ん か

などを案内
あんない

し、進路
し ん ろ

指導
し ど う

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

め

ます。 

62 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

63 教 育
きょういく

指導課
し ど う か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に通
かよ

う児童
じ ど う

について、主体性
しゅたいせい

や

社会性
しゃかいせい

を育成
いくせい

し、自立
じ り つ

の促進
そくしん

を図
はか

ることを目的
もくてき

とした心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

集 団
しゅうだん

活動
かつどう

・訓練
くんれん

事業
じぎょう

を継続
けいぞく

して行
おこな

います。 

64 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい
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施策
し さ く

目 標
もくひょう

4 個性
こ せ い

と能 力
のうりょく

を活
い

かした 働
はたら

き方
かた

への支援
し え ん

 

 

1 就 労
しゅうろう

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

関係
かんけい

機関
き か ん

との緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

り、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

サービス等
とう

か

ら雇用
こ よ う

、職場
しょくば

定 着
ていちゃく

まで一貫
いっかん

した支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 
65 福祉課

ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

、障害者
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

センター等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や相談
そうだん

体制
たいせい

、就労後
しゅうろうご

の支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

66 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

67 経済
けいざい

振興課
しんこうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そくしん

月間
げっかん

(9月
がつ

)」を中 心
ちゅうしん

に、町
まち

ホームページ等
とう

の

媒体
ばいたい

を利用
り よ う

して、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の広報
こうほう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

に努
つと

めます。 
68 福祉課

ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

が提
てい

供
きょう

する物品
ぶっぴん

・サービスの

優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

を推進
すいしん

し、作業
さぎょう

工賃
こうちん

増加
ぞ う か

への支援
し え ん

に努
つと

めます。 
69 福祉課

ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

や就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

(Ａ型
がた

・Ｂ型
がた

)などに

よる一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に向
む

けた支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります 
70 福祉課

ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

 

 

2 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

の促進
そくしん

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

県
けん

や公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

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

促進
そくしん

月間
げっかん

(9

月
がつ

)」を中 心
ちゅうしん

に、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

にかかわる制度
せ い ど

・施策
し さ く

の周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

への雇用
こ よ う

の啓蒙
けいもう

を進
すす

めます。 

71 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別的
さべつてき

取
とり

扱
あつか

いの禁止
き ん し

等
とう

を

定
さだ

めた「改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」に関
かん

して、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し

周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

72 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

県
けん

や公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

が実施
じ っ し

するセミナー等
とう

の周知
しゅうち

・充 実
じゅうじつ

に

努
つと

め、企業
きぎょう

に対
たい

し、大泉町
おおいずみまち

離職者
りしょくしゃ

等
とう

雇用
こ よ う

企業
きぎょう

奨 励
しょうれい

金
きん

交付
こ う ふ

制度
せ い ど

の案内
あんない

を郵送
ゆうそう

するなど、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

を促進
そくしん

しま

す。 

73 経済
けいざい

振興課
しんこうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい
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施策
し さ く

目 標
もくひょう

5 社会
しゃかい

参加
さ ん か

や生
い

きがいづくりの推進
すいしん

 

 

1 地域
ち い き

コミュニティ活動
かつどう

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

育成会
いくせいかい

、各種
かくしゅ

地域
ち い き

活動
かつどう

、ボランティア活動
かつどう

、まつり等
とう

の地域
ち い き

行事
ぎょうじ

など、誰
だれ

もが参加
さ ん か

しやすい環
かん

境
きょう

づくりを推進
すいしん

します。 

74 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

75 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

ボランティア活動
かつどう

等
とう

に参加
さ ん か

できるよう情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

に努
つと

めます。 76 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

 

77 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

 

2 スポーツ･レクリエーション活動
かつどう

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

町 内
ちょうない

で実施
じ っ し

しているスポーツ・レクリエーション活動
かつどう

におい

て、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が気軽
き が る

に参加
さ ん か

できるよう関係
かんけい

各課
か く か

、団体
だんたい

組織
そ し き

等
とう

との協 力
きょうりょく

体
たい

制
せい

づくりに努
つと

めます。 

78 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

79 生 涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障 害
しょうがい

のある人
ひと

がスポーツ・レクリエーショ

ン活動
かつどう

へ気軽
き が る

に参加
さ ん か

できるよう努
つと

めます。 

80 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

81 生 涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

 

 

3 文化
ぶ ん か

活動
かつどう

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

文化
ぶ ん か

・芸 術
げいじゅつ

イベント等
とう

、様々
さまざま

なイベントに気軽
き が る

に参加
さ ん か

できる

機会
き か い

や情 報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

します。 
82 福祉課

ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

が気軽
き が る

に参加
さ ん か

できる活動
かつどう

、各種
かくしゅ

教 室
きょうしつ

・講座
こ う ざ

等
とう

の

開催
かいさい

を推進
すいしん

するとともに、障 害
しょうがい

に理解
り か い

のある講師
こ う し

や指導者
しどうしゃ

、ボ

ランティアの育成
いくせい

、活動
かつどう

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

83 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

不十分
ふじゅうぶん

 

84 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 達成
たっせい

 

イベントや各種
かくしゅ

教 室
きょうしつ

・講座
こ う ざ

等
とう

に障 害
しょうがい

のある人
ひと

が気軽
き が る

に参加
さ ん か

で

きるよう、企画
き か く

内容
ないよう

への配慮
はいりょ

、会 場
かいじょう

のバリアフリー化
か

、車
くるま

い

すの準備
じゅんび

など環 境
かんきょう

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

85 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

86 生 涯
しょうがい

学習課
がくしゅうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい
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取組
とりくみ

方針
ほうしん

3 安心
あんしん

して暮
く

らし続
つづ

けられるまちづくりを推進
すいしん

します 

 

施策
し さ く

目 標
もくひょう

6 誰
だれ

にでもやさしいまちづくりの推進
すいしん

 
 

1 住
じゅう

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

住 宅
じゅうたく

改造費
かいぞうひ

補助
ほ じ ょ

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を 行
おこな

い、重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の住
じゅう

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

を図
はか

ります。 
87 福祉課

ふ く し か

 達成
たっせい

 

一般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

については、生活
せいかつ

福祉
ふ く し

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

事業
じぎょう

(群馬県
ぐんまけん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

)の活用
かつよう

促進
そくしん

を図
はか

り、住
じゅう

環 境
かんきょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 
88 社会

しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

 

 

2 交通
こうつう

･移動
い ど う

手段
しゅだん

の充 実
じゅうじつ

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の「移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」については、提 供
ていきょう

体制
たいせい

を

より充 実
じゅうじつ

させます。 
89 福祉課

ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

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

のため運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

及
およ

び自動車
じどうしゃ

改造
かいぞう

を支援
し え ん

し、自家用車
じ か よ う し ゃ

による移動
い ど う

促進
そくしん

を図
はか

ります。また、思
おも

いや

り駐 車 場
ちゅうしゃじょう

利用証
りようしょう

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

と理解
り か い

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

90 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

介護用
かいごよう

車 両
しゃりょう

購入費
こうにゅうひ

補助
ほ じ ょ

や福祉
ふ く し

タクシー利用券
りようけん

交付
こ う ふ

等
とう

、障 害
しょうがい

の

ある人
ひと

が利用
り よ う

しやすい外 出
がいしゅつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の更
さら

なる充 実
じゅうじつ

を図
はか

りま

す。併
あわ

せて高齢者
こうれいしゃ

デマンド交通
こうつう

等
とう

、関連
かんれん

する事業
じぎょう

の周知
しゅうち

や活用
かつよう

に努
つと

めます。 

91 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

92 高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 概
おおむ

ね達成
たっせい
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3 防災
ぼうさい

･防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

「大泉町
おおいずみまち

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

」に基
もと

づき各種
かくしゅ

施策
し さ く

を推進
すいしん

し、防災
ぼうさい

対策
たいさく

に関
かん

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

や社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

における防災
ぼうさい

対策
たいさく

の

促進
そくしん

に努
つと

め、障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらない支援
し え ん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

93 安全
あんぜん

安心課
あんしんか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

"災害
さいがい

時
とき

に避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

に対
たい

する避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

やボランティア

活動
かつどう

がスムーズに 行
おこな

われるような体
たい

制
せい

づくりに努
つと

めるととも

に、障 害
しょうがい

のある人
ひと

や支援者
しえんしゃ

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参加
さ ん か

を促
うなが

し、障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらない、地域
ち い き

が連携
れんけい

できる防災
ぼうさい

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を

図
はか

ります。また、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

と連携
れんけい

し、障 害
しょうがい

のある人
ひと

などを

対 象
たいしょう

に福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。" 

94 安全
あんぜん

安心課
あんしんか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

95 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
きほんほう

に基
もと

づく避難
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

の作成
さくせい

や、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

に関
かん

する個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

の取
とり

扱
あつか

い等
とう

について、国
くに

の

「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

支援
し え ん

に関
かん

する取組
とりくみ

指針
し し ん

」に基
もと

づ

き要
よう

支援者
しえんしゃ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

96 安全
あんぜん

安心課
あんしんか

 やや達成
たっせい

 

97 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

98 高齢
こうれい

介護課
か い ご か

 やや達成
たっせい

 

警察
けいさつ

と地域
ち い き

、行 政
ぎょうせい

との連携
れんけい

促進
そくしん

により、障 害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

への

見
み

守
まも

りを行
おこな

い、犯罪
はんざい

被害
ひ が い

の防止
ぼ う し

と早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めます。 

99 安全
あんぜん

安心課
あんしんか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

100 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

警察
けいさつ

と連携
れんけい

し、大泉町
おおいずみまち

安全
あんぜん

・安心
あんしん

メールにより防犯
ぼうはん

に関
かん

する

情 報
じょうほう

を配信
はいしん

します。 
101 安全

あんぜん

安心課
あんしんか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

悪質
あくしつ

な訪問
ほうもん

販売
はんばい

等
とう

契約
けいやく

トラブルを未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

するため広報
こうほう

、

出前
で ま え

講座
こ う ざ

、消費
しょうひ

生活
せいかつ

相談員
そうだんいん

による相談
そうだん

、警察
けいさつ

との連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

に努
つと

めます。また、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

や日 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

等
とう

を活用
かつよう

するための相談
そうだん

・支援
し え ん

を行
おこな

います。 

102 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

103 経済
けいざい

振興課
しんこうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

 

 

4 情 報
じょうほう

のバリアフリー化
か

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

町
まち

の広報紙
こうほうし

やホームページに、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの内容
ないよう

や

各種
かくしゅ

手当
て あ て

・制度
せ い ど

、イベント情 報
じょうほう

などについての情 報
じょうほう

を分
わ

かり

やすく掲載
けいさい

します。また、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する声
こえ

の広報
こうほう

配布
は い ふ

を

行
おこな

います。 

104 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

105 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず情 報
じょうほう

が利用
り よ う

できるよう、ホームペー

ジにおけるウェブアクセシビリティの維持
い じ

・向 上
こうじょう

に努
つと

めます。

また大泉町
おおいずみまち

安全
あんぜん

・安心
あんしん

メールの配信
はいしん

など、Ｉ
アイ

C
シー

Ｔ
ティー

（情 報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）を活用
かつよう

した迅速
じんそく

かつ分
わ

かりやすい情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

に努
つと

めま

す。 

106 安全
あんぜん

安心課
あんしんか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

107 広報
こうほう

情報課
じょうほうか

 概
おおむ

ね達成
たっせい
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施策
し さ く

目 標
もくひょう

7 自立
じ り つ

を支援
し え ん

するための福祉
ふ く し

サービス 

 

1 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを必要
ひつよう

な人
ひと

が適
てき

切
せつ

に利用
り よ う

できる環
かん

境
きょう

づく

りに努
つと

めます。 
108 福祉課

ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の安定
あんてい

した在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、居宅
きょたく

介護
か い ご

、

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

、行動
こうどう

援護
え ん ご

などの訪問
ほうもん

系
けい

サービスの提 供
ていきょう

を促進
そくしん

します。 

109 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

が日 中
にっちゅう

活動
かつどう

を利用
り よ う

して地域
ち い き

での安定
あんてい

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができるように、生活
せいかつ

介護
か い ご

、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

、

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスの提 供
ていきょう

を促進
そくしん

します。 

110 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

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、一人
ひ と り

ひとりのニーズにあ

った生活
せいかつ

ができるように、グループホームのサービスの提 供
ていきょう

を促進
そくしん

します。 

111 福祉課
ふ く し か

 やや達成
たっせい

 

一人
ひ と り

ひとりの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じたサービス支給
しきゅう

決定
けってい

が 行
おこな

われるよ

う、指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

を図
はか

ります。また、サー

ビス利用
り よ う

計画
けいかく

を活用
かつよう

し、より適切
てきせつ

な相談
そうだん

支援
し え ん

が 行
おこな

われるよう

支援
し え ん

します。 

112 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

 

 

2 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

が自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むこと

ができるよう、相談
そうだん

に応
おう

じるとともに、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

や

権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための援助
えんじょ

等
とう

を行
おこな

います。 

113 福祉課
ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を 促
うなが

すために意思
い し

疎通
そ つ う

や

移動
い ど う

を円滑
えんかつ

にするためのサービスを提 供
ていきょう

します。 
114 福祉課

ふ く し か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するために、障 害
しょうがい

の程度
て い ど

や種別
しゅべつ

にあった日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

等
とう

の給付
きゅうふ

を行
おこな

います。 
115 福祉課

ふ く し か

 達成
たっせい

 

在宅
ざいたく

の重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

や一時的
いちじてき

に在宅
ざいたく

での介護
か い ご

が困難
こんなん

な

障 害
しょうがい

のある人
ひと

に日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の提 供
ていきょう

を行
おこな

います。 
116 福祉課

ふ く し か

 達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

や家族
か ぞ く

、それを支援
し え ん

していく関係
かんけい

機関
き か ん

や福祉
ふ く し

サ

ービス事業所
じぎょうしょ

、行 政
ぎょうせい

等
とう

がネットワークを構築
こうちく

し、地域
ち い き

で自立
じ り つ

し

た日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

り、安心
あんしん

して暮
く

らしていくために協議
きょうぎ

・検討
けんとう

す

る地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

117 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい
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3 経済的
けいざいてき

支援
し え ん

 

事業
じぎょう

内容
ないよう

 番号
ばんごう

 担当課
たんとうか

 
事業
じぎょう

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

 

障 害
しょうがい

年金
ねんきん

や特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

、特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

、医療費
いりょうひ

助成
じょせい

等
とう

の経済的
けいざいてき

援助
えんじょ

制度
せ い ど

について周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、各種
かくしゅ

手当
て あ て

の

支給
しきゅう

などを実施
じ っ し

します。 

118 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

119 住民課
じゅうみんか

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

120 国民
こくみん

健康
けんこう

保険課
ほ け ん か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

121 こども課
か

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

し、各種
かくしゅ

資金
し き ん

の貸付制度
かしつけせいど

について周知
しゅうち

を

図
はか

ります。 

122 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

123 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 概
おおむ

ね達成
たっせい

 

各種
かくしゅ

料 金
りょうきん

の減免
げんめん

・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。 124 福祉課
ふ く し か

 達成
たっせい

 

障 害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

を支援
し え ん

するため奨 励
しょうれい

金
きん

の支給
しきゅう

を 行
おこな

いま

す。 
125 福祉課

ふ く し か

 達成
たっせい

 

群馬県
ぐんまけん

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共 済
きょうさい

制度
せ い ど

への加入者
かにゅうしゃ

に対
たい

し、掛金
かけきん

の

一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

します。 
126 福祉課

ふ く し か

 達成
たっせい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画
けいかく

策定
さくてい

にあたりいただきました多数
た す う

のご意見
い け ん

につき

ましては、今後
こ ん ご

、町
まち

の福祉
ふ く し

施策
し さ く

を 行
おこな

う上
うえ

での参考
さんこう

とさせ

ていただきます。 

アンケート調査
ちょうさ

にご 協 力
きょうりょく

いただきました皆
みな

さまに

は、感謝申
かんしゃもう

し上
あ

げます。 


