
 

 

 

 

 

 

 

 

加古川市障がい者基本計画 （素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月 

加古川市 

（２９.１.１６第４回加古川市障害者施策推進協議会資料） 

 

 

 



 

 

 

 

目 次 

 

第１章 計画の基本的な考え方 ......................................................................... 1 

１ 策定の趣旨、背景 ........................................................................................................ 1 

２ 計画の位置づけ ........................................................................................................... 2 

３ 計画の策定体制 ........................................................................................................... 3 

４ 計画期間 ...................................................................................................................... 3 

５ 計画の対象 ................................................................................................................... 3 

６ 計画の理念 ................................................................................................................... 4 

７ 施策展開の基本姿勢 .................................................................................................... 4 

８ 施策の展開分野 ........................................................................................................... 6 

 

第２章 各分野における取組み ......................................................................... 7 

１ 現状と今後の方向性 .................................................................................................... 7 

２ 施策の体系 ................................................................................................................... 7 

３ 分野別の施策の展開 .................................................................................................... 8 

（１）地域づくりの推進 ................................................................................................. 8 

（２）地域生活の充実 .................................................................................................. 12 

（３）教育・余暇の充実 ............................................................................................... 18 

（４）就労・経済的自立の支援 .................................................................................... 21 

（５）快適に暮らせるまちづくりの推進 ..................................................................... 26 

（６）安全安心の推進 .................................................................................................. 29 

 

第３章 計画の推進 ......................................................................................... 32 

１ 推進体制 .................................................................................................................... 32 

２ 進捗管理及び評価 ...................................................................................................... 32 

 

資料編 .............................................................................................................. 33 

１ 基礎データ ................................................................................................................. 33 

２ 用語解説 .................................................................................................................... 34 

３ 障害者施策推進協議会委員、開催状況 ..................................................................... 36 

４ アンケート（全体） .................................................................................................. 36 

５ 障がい者団体との意見交換 ....................................................................................... 36 

 



 

1 

第１章 計画の基本的な考え方 

１ 策定の趣旨、背景 

 本市では、平成１９年３月に「加古川市障害者福祉長期計画」を策定し、リハビリテー

ションの理念とノーマライゼーションの理念を基調に、障がいのある人の地域での自立生

活と共生社会の実現を図るため、これまで様々な施策を推進してきました。 

 

 平成１５年４月に、市がサービスの内容を決定する措置制度としての運用から、自己決

定によってサービスを利用する支援費制度に移行した障害福祉制度は、平成１８年４月の

障害者自立支援法の施行により、３障害（身体障害、知的障害、精神障害）を一元化した

枠組みによる新たな制度へと移行し、計画を策定した当時は、障がい者施策は大きな転換

期を迎えていました。 

 

 それからの１０年間の計画期間において、障がいのある人を取り巻く環境は更に大きく

変わりました。国においては、平成１９年の「障害者の権利に関する条約（以下「条約」

という。）」署名以降、条約の批准に向けた障がい者施策の見直しが進められ、平成２３年

の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「障害者虐待

防止法」という。）」や「障害者基本法」の改正をはじめ、平成２４年の「障害者の日常生

活および社会生活を総合的かつ計画的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」

という。）」や「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以

下「障害者優先調達推進法」という。）」、平成２５年の「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律（以下「障害者差別解消法」という。）」の制定、平成２５年の「障害者の

雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）」の改正など障がいのあ

る人に関する様々な法律の整備が行われました。 

 

 こうした一連の法整備の中で、障がいのある人の定義に、従来の３障害だけでなく、難

病その他の心身の機能に障がいのある人が加えられ、更に、障がいのある人への差別をな

くすため、合理的配慮の概念が取り入れられました。また、「障害」の捉え方は、障がいの

ある人の病気や外傷など心身における機能の障害のみに起因するという従来の「医療モデ

ル」の考え方に加えて、障害は社会における様々な障壁（事物、制度、慣行、観念その他

一切のもの）（以下「社会的障壁」という。）により生ずるという「社会モデル」を取り入

れたものとなっており、その考えは障がい者施策の基礎となっています。 

 

 このような状況を踏まえ、障がいのある人の暮らしがより豊かになるよう、長期的な視

点による新たな障がい者施策を展開する必要があります。本計画は、条約や障害者基本法

その他関連法の趣旨に沿い、また、障がいのある人やその家族などの支援者の想いを受け、

本市の障がいのある人に係る施策をより推進するために策定しました。  
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２ 計画の位置づけ 

 本計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づく「市町村障害者計画」として位置づけ

られるものであり、加古川市基本構想・総合基本計画（以下「加古川市総合計画」という。）

を上位計画とし、加古川市地域福祉計画その他の関連する計画との整合性を図って策定し

ました。 

 また、障害者総合支援法第８８条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」である「加古

川市障害福祉計画」とともに、障がいのある人への施策を推進します。 

 本計画においては、医療や就労、教育、防災など、障がいのある人を取り巻く諸環境を

取り扱います。 
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障害者福祉計画

【国】
障害者基本計画

（第３次）
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３ 計画の策定体制 

本計画を策定するにあたり、市民や事業所に対するアンケート調査、当事者団体などと

の意見交換会、加古川市障害者自立支援協議会からの意見聴取を行いました。そして、障

がい者福祉に精通する学識経験者や当事者団体の代表者などで構成する加古川市障害者施

策推進協議会による審議を重ね策定しました。 

 

４ 計画期間 

本計画は、平成２９年度から平成３５年度までの７年間を計画期間とします。 

なお、本計画の終期を平成３５年度とすることで、平成３６年度以降、障がい者基本計

画と障害福祉計画を一体的に策定し、２つの計画の一元管理の下、障がい者施策の更なる

推進を図ることとしています。 

 

 

５ 計画の対象 

障害者基本法第２条に定義されている「障害者」であり、「身体障害、知的障害、精神障

害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁

により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」です。いわ

ゆる障害者手帳の所持者に限られるものではありません。 

  

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

平成
33年度

平成
34年度

平成
35年度

平成
36年度

平成
37年度

平成
38年度

加古川市
障がい者基本計画

本計画

(見直し)

加古川市
障害福祉計画

第4期計画 第5期計画 第6期計画

(見直し) (見直し) (見直し)

次期
加古川市障がい者

基本計画

第7期計画
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６ 計画の理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 本市の基本構想で掲げる「ウェルネス都市」とは、すべての

市民が、良好な環境のもとでいきいきと毎日を過ごすことがで

きるまちを表しています。 

障害の有無にかかわらず、人間としての尊厳が尊重され、権

利が保障され、自分らしい生き方ができることが、生きがいの

ある暮らしの基礎となります。 

また、障害を理由とするあらゆる障壁を取り除き、障がいの

ある人が、住み慣れた地域や自ら選択した住まいで、その地域

の人とともに生きがいを持っていきいきと安心して暮らして

いくことが、真の成熟した共生社会といえます。 

理念に掲げるまちづくりを目指して様々な取組みを進めて

いきます。 

『障がいのある人が、地域の人とともに生きがいを持って 

いきいきと安心して暮らすことができるまちづくり』 
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７ 施策展開の基本姿勢 

 

（１）人権を尊重し、社会に残る障壁を取り除く 

（２）社会や人とつながるために、一人ひとりに合った支援を充実する 

（３）自助、互助、共助、公助の連携と当事者の参画による福祉施策を展開する 

 

本計画に掲げる理念の実現に向けて、計画の策定や事業の展開を行ううえで、常に持つ

べき基本的な姿勢を掲げます。 

 

（１） 人権を尊重し、社会に残る障壁を取り除く 

 障がいのある人が、障がいのない人と平等に、基本的人権を享受する個人として尊重さ

れた生活を保障するため、平等であることを拒むあらゆる社会的障壁を取り除くとともに、

ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを進めます。 

 

（２） 社会や人とつながるために、一人ひとりに合った支援を充実する 

 人は、一人では生きていくことができず、社会や人とのつながりの中で生きています。

障がいのある人にとって、その人が必要とする支援が適切に行われることにより、社会や

人とのつながりを保つことができます。 

障がいのある人といっても、障害の特性や生活環境など、一人ひとりの状況は異なるた

め、周囲にいる人が、障害の特性を理解することを基本とし、更に、その特性だけに目を

向けて支援するのではなく、一人ひとりの生きづらさや困っていることに目を向けたきめ

細やかな支援を充実します。 

 

（３） 自助、互助、共助、公助の連携と当事者の参画による福祉施策を展開する 

 だれもが住み慣れた地域で、心豊かに暮らし続けることができるまちづくりを推進する

ために、自助（自ら行うこと）、互助（地域での見守りや支えあい）、共助（社会保険制度

など費用負担が制度的に裏付けられたもの）、公助（公的な福祉サービス）の連携による取

組みを進めるとともに、障がいのある人本人や支援者の意見を十分に聞き、施策を展開し

ます。 
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８ 施策の展開分野 

理念や施策展開の基本姿勢を常に意識し、次の６つの分野において施策を展開します。 

 

（１） 地域づくりの推進 

障がいのある人が、住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるよう、社会的障壁

を取り除くための取組みを進めるとともに、障害や障がいのある人への理解を深めるため

の様々な啓発活動に取り組みます。更に、障がいのある人を支援する人の活動をより充実

させるとともに、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し、支えあいともに

生きる地域づくりを推進します。 

（２） 地域生活の充実 

障がいのある人が、自らの決定による自立した日常生活を送ることができるよう、いつ

でも相談ができる体制や、希望するサービスが使える環境を整備するとともに、子育て、

保健、医療、住まい、移動、コミュニケーション手段の確保など、生活をするうえでの基

盤を充実させる取組みを推進します。 

（３） 教育・余暇の充実 

特別な支援や配慮を要する子どもに対して、就学前から卒業後にわたる切れ目のない支

援を行う体制を整備するとともに、障害の有無にかかわらず、ともに学ぶことができるイ

ンクルーシブ教育システムの構築を目指します。 

また、障がいのある人にとって、生きがいとなるような文化芸術活動・スポーツ、余暇

活動を行える環境の整備を図ります。 

（４） 就労・経済的自立の支援 

障がいのある人の特性や能力に応じて一般就労や福祉的就労により生きがいを持って働

くことができるよう、就労相談や就労訓練、関係機関との連携など、就労にかかわる体制

の整備を図るとともに、障害年金や各種手当ての支給など、経済的自立を支える公的支援

制度をわかりやすく案内するなど、利用しやすい環境の整備を図ります。 

（５） 快適に暮らせるまちづくりの推進 

道路や建物、公共交通機関などのユニバーサルデザインによる整備を推進するとともに、

情報アクセシビリティの向上を図ることにより、すべての人が安全で快適に暮らせるまち

づくりを推進します。 

（６） 安全安心の推進 

平常時だけでなく、地震をはじめとする災害時や緊急時においても、障がいのある人の

特性や状況に応じた支援ができる体制の整備を図るとともに、成年後見制度の活用支援や

消費者被害の防止、虐待の防止などの権利擁護の推進に努め、障がいのある人の安全安心

の推進を図ります。  
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第２章 各分野における取組み 

１ 現状と今後の方向性 

 各分野における施策を展開するにあたっては、これまでの取り組んできた結果としての

現状を認識し、課題を整理する必要があります。 

 本章では、各分野において「現状と課題」を整理し、具体的な「施策」を列記します。 

 

２ 施策の体系 

 

計画の理念

『障がいのある人が、地域の人とともに生きがいを持って
いきいきと安心して暮らすことができるまちづくり』

（１）地域づくりの推進

施策の展開分野

（２）地域生活の充実

（３）教育・余暇の充実

（５）快適に暮らせるまちづくりの推進

（４）就労・経済的自立の支援

①障害や障がいのある人に対する理解の促進
②地域福祉活動の促進
③つながりの強化

①相談支援の充実
②コミュニケーション支援の充実
③日常生活支援の充実
④療育支援の充実
⑤保健・医療の充実

①インクルーシブ教育の推進
②文化芸術活動・スポーツなどの余暇活動の充実

①権利擁護の推進
②災害時など緊急時の支援の強化

①就労支援体制の充実
②一般就労の拡充
③福祉的就労の充実
④経済的支援制度の周知

（６）安全安心の推進

①バリアフリーの推進
②情報アクセシビリティの向上

施策展開の基本姿勢
（１）人権を尊重し、社会に残る障壁を取り除く
（２）社会や人とつながるために、一人ひとりに合った支援を充実する
（３）自助、互助、共助、公助の連携と当事者の参画による福祉施策を展開する

施策の方向性
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３ 分野別の施策の展開 

（１）地域づくりの推進 

 障がいのある人が、地域で暮らしていくためには、障害や障がいのある人に対する周囲

の人の理解が欠かせません。障がいのある人の日常生活において「障害」となるものは、

心身の「障害」だけではなく、偏見、社会制度、慣習、慣行など、障がいのある人の活動

を制限し、社会への参加を制約する「障害」にもあることを知る必要があります。 

 平成２８年４月に施行された障害者差別解消法は、行政機関や事業者による不当な差別

的取扱いの禁止や合理的配慮の提供などを定め、日常生活のあらゆる場面で社会的障壁を

取り除く土台ができました。法の理念である共生社会を実現するためには、行政機関や事

業者の取組みに加え、市民一人ひとりの理解と行動が重要であり、そのための意識啓発が

必要です。また、平成２８年１２月の「加古川市手話言語及び障害者コミュニケーション

促進条例」の制定は、だれもが相互にコミュニケーションを図ることができる地域づくり

に向けての大きな契機となりました。音声言語以外の手話や要約筆記、点字その他の障害

の特性に応じた多様なコミュニケーション手段が社会に浸透するために、その必要性につ

いての市民の理解を促進しなければなりません。 

差別や偏見は、相手のことを知らないことから生まれてきます。障がい者差別を解消す

るためには、地域の人々が、学校や地域での福祉学習・人権学習や、障害福祉施設の地域

での活動への参加などを通じて、障害や障がいのある人に対する理解を深めることが重要

です。 

 社会福祉協議会が運営するボランティアセンターへ登録して活動をしている人や、地域

で活動をしている人の中には、障がいのある人にかかわるボランティア活動に取り組んで

いる人がいます。そのような活動は、単に障がいのある人の暮らしの支えや活動をする人

本人の生きがいづくりにとどまらず、その活動が地域の人々の障がいのある人に対する理

解を促し、地域で支えあう福祉意識の醸成へとつながります。ボランティア活動の果たす

役割は非常に大きく、そこに参画する人が増えていくことが大切です。 

 障がいのある人への支援は、近隣住民との日頃からのつながりによるもの、本人を支え

る支援者や支援者同士の連携によるもの、関係する団体や機関によるものや、同じ立場に

ある人同士による支えあいによるものなど、様々な人のかかわりによって行われています。

そうした中で、障がいのある人を中心にして人のつながりが生まれ、支援の輪の広がりと

一人ひとりに合ったきめ細かい支援を実現とすることができます。 

 このような地域をつくるために、本計画においては「①障害や障がいのある人に対する

理解の促進」、「②地域福祉活動の推進」、「③つながりの強化」に分類し、それぞれ具体的

な施策に取り組んでいきます。  
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①障害や障がいのある人に対する理解の促進 

【現状と課題】 

■市民アンケート結果では、障がいのある人の理解には、「学校での福祉教育の推進」や「障

がいのある人と地域の人の交流機会の拡大」が必要であるという声が多くなっています。

また、「障害のことをもっと多くの方に理解してもらいたい」や「障害があると言っただ

けで、私に対する接し方が変わる」、「職場で障害のことを話したら、上司から仕事を辞

めてほしいと言われた」など、不当な差別的取扱いを受けた声が寄せられています。 

■平成２８年４月に施行された障害者差別解消法に規定される社会的障壁は、利用しにく

い施設や制度、障がいのある人を意識していない慣習や文化、障がいのある人への偏見

など、まだまだ多く存在するため、その除去に向けた意識啓発や取組みが必要です。 

■障がい者差別を解消するためには、民間事業者による取組みも重要です。障がいのある

人が日常生活を送るうえで、店舗や施設などがより利用しやすくなることが必要です。 

■手話や要約筆記、点字その他のコミュニケーション手段については、まだまだ理解や普

及が進んでいるとはいえず、その使用の機会が十分に確保されていないため、障がいの

ある人が日常生活や社会生活を営むうえで、不安を感じている現実があります。 

【施策】 

取組みとその内容 

○多様性を認めあう相互理解の促進 

 障害や障がいのある人に対する理解を深め、すべての人が互いを尊重しあう心豊かな

まちづくりを推進するため、人権啓発推進員の関わりの中で行われる人権に関する研修

や障害者週間に実施する啓発活動をはじめ、学校で行われている福祉教育の更なる充実

を行うなど、様々な場・機会で障害の特性や必要な配慮について周知を図ります。 

 また、地域における交流を促進するため、社会教育推進員・福祉教育推進員などと連

携して交流の場を設けるとともに、障がい者施設の催しの広報や市庁舎における障がい

者施設の授産製品販売フェアの開催などを行います。 

○合理的配慮などの推進 

 障がいのある人への合理的配慮の提供や事前的改善措置の実施に関するガイドライ

ンを作成し、障害者差別解消法の趣旨や内容を周知するとともに、差別事例の共有・分

析や対応の適否について意見交換を行う協議会を設置し、関係機関と連携して障害者差

別解消法を推進します。 

 また、事業者が行う合理的配慮の提供や事前的改善措置の実施に必要な費用の一部を

補助する制度を設けます。 

○多様なコミュニケーションに対する理解の促進 

 障害の特性に応じたコミュニケーションについての理解を促進するため、手話や要約

筆記、コミュニケーションボードの利用その他の音声言語以外による障害の特性に応じ

た多様なコミュニケーションについて周知を図ります。 
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②地域福祉活動の促進 

【現状と課題】 

■ボランティアセンターの登録者数は減少傾向にあり、社会福祉協議会と連携して、ボラ

ンティア活動の活性化を図る必要があります。 

■登録ボランティアの固定化と高齢化が進んでおり、新たな地域福祉活動の担い手の確保

が必要です。 

■市民アンケート結果では、「ボランティアに外出時の付き添いをお願いしたい」という声

が多くなっています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○ボランティア活動の広報 

 ボランティアセンターと協力し、障がいのある人の日常生活に関わっている点訳や朗

読、手話、要約筆記、施設訪問その他の各種ボランティア活動の支援について、その活

動内容を周知することで、地域住民の地域福祉活動に参加する意識の醸成を図ります。 

○ボランティア活動への支援 

 ボランティア活動の場を提供するとともに、ボランティアセンターに対する補助金の

交付や、ボランティアセンターの登録グループが実施するボランティア活動に対して、

かこがわウェルピーポイント制度の活用を検討するなどにより、ボランティア活動の活

性化を図ります。 
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③つながりの強化 

【現状と課題】 

■社会福祉協議会や障がい者団体へ補助を行い、団体活動の活性化を図っています。 

■社会福祉協議会の見守り事業や、自治会や民生委員・児童委員などとの連携による住民

主体の見守り活動の中で、高齢者だけでなく障がいのある人に対しての理解をより促進

する必要があります。 

■高齢者だけでなく、子どもや障がいのある人を含め、地域で暮らすすべての人が、住み

慣れた地域で自立した日常生活を営むために、住まい、医療、介護など、あらゆる分野

との連携強化による地域包括ケアシステムの構築をより推し進める必要があります。 

■事業者アンケート結果では、「個人情報の取扱いを考慮したうえで、行政や保健、医療、

教育、就労など、関係機関が連携して支援する体制の構築が必要である」という声が寄

せられています。 

■平成２１年度に設置した加古川市障害者自立支援協議会では、障がいのある人の暮らし

や就労に関する地域の課題について検討し、福祉や保健、医療、教育、就労などの関係

者の連携強化を図っています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○集いの場づくりと障がい者団体の活性化 

 地域住民とのつながりを強化するため、公民館やスポーツ施設で実施している各種講

座やイベントなどへの参加を促進し、関係性を築くきっかけづくりを行います。 

 また、各障がい者団体の概要や活動状況などの広報や活動に対する補助金の交付を行

い、障がい者団体の活動の活性化を図ります。 

○見守り活動の推進 

 地域の支援者とつながる環境を整備するため、社会福祉協議会や民生委員・児童委員

と連携し、地域での見守り活動を推進します。 

○チーム支援の推進 

 各支援者がそれぞれの役割を確認しあい、障がいのある人へ効果的に支援が行われる

ように、個別の支援会議を重ねるなどして支援者が一体となった「チーム」による支援

を推進します。 

 また、ライフステージの変化などによって支援者が変わった場合にも一貫した支援が

行われるように、サポートファイルの活用などにより継続した支援を推進します。 

○圏域の障害者自立支援協議会との連携強化 

 障害者自立支援協議会において、地域における社会資源を最大限に活用し、諸課題の

解決をより効果的・効率的にするため、近隣市町の障害者自立支援協議会との連携を強

化し、情報共有を行います。、 
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（２）地域生活の充実 

 地域での暮らしにおいて、人付き合いや心身の健康面など、心配なことや不自由に感じ

ることがあります。そのような生活上の問題に直面し、誰かに相談をして問題を解決した

いときに、相談できる相手が近くにいないことや、社会制度など知識を要する相談のため

相手が限られることがあります。また、専門的な相談員ではなく、同じような立場にある

人に聞いてほしいということもあります。そうした様々な状況にも対応できる相談体制が

地域に充実することで、障がいのある人は地域で安心して生活できるようになります。 

 人とのかかわりの中で共通認識を図ろうとしたり、自らの意思を伝えたり、物事を選択

したりするには、相互のコミュニケーションが必要です。障害特性により音声言語以外の

コミュニケーション手段が必要である場合、手話通訳者や要約筆記者の派遣、コミュニケ

ーションボードの使用など多様なコミュニケーション支援を行うことで、障害の有無にか

かわらずコミュニケーションを円滑にすることができます。 

 障がいのある人の日常生活や社会生活を支える障害福祉サービス等は、これまでの制度

改革などにより以前に比べて充実してきています。障がいのある人が地域で安心して暮ら

すためには、在宅生活で必要な支援を受けられることが重要です。そのため、家事の援助

や身体介護を伴う居宅介護、外出するときの付き添い、共同して自立した生活を営むグル

ープホームでの生活支援、車椅子や補聴器の購入費支援などの様々なサービス等が、利用

者の状況に合わせて適切に使うことができるよう、また、その内容も質の高いものとなる

よう望まれています。 

 障がいのある子どもに対しては、健やかな成長を促す療育支援を充実させる必要があり

ます。療育支援は、身体の運動機能や言葉の発達の遅れ、落ち着きがないなど、子どもの

特性をしっかり理解したうえで行う必要があります。適切な療育支援を受けることで、子

ども自身が日常生活の質を高め、社会参加の機会を増やし、それぞれの幸せをつかむ力を

育むことが大切です。 

 障がいのある人が、地域において医療を受け、地域で安心した生活を営むためには、保

健・医療サービス等の提供体制の充実が必要です。そのため、医療費の助成や、精神障が

いのある人の地域での生活支援が欠かせません。 

 このように、障がいのある人の地域での生活をより豊かなものとするために、本計画に

おいては「①相談支援の充実」、「②コミュニケーション支援の充実」、「③日常生活支援の

充実」、「④療育支援の充実」、「⑤保健・医療の充実」に分類し、それぞれ具体的な施策に

取り組んでいきます。  
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①相談支援の充実 

【現状と課題】 

■市役所で実施している「障害福祉なんでも相談」や健康福祉事務所で実施している「こ

ころのケア相談」などの相談支援は、相談できる日時が限られています。また、身近な

人や同じ立場の人に相談できる体制も充実させる必要があります。 

■市民アンケート結果では、知的障がいのある人や発達障がいのある人、精神障がいのあ

る人から、「相談するときに悩みや困ったことをうまく伝えられない」という声がありま

す。また、「財産管理などの法律行為だけでなく、日常生活上のアドバイスや相談を受け

られるようにしてほしい」や「障害の特性にあった相談を気軽にできるところがほしい」

という声が寄せられています。 

■障害福祉サービスを使うための計画相談支援が、平成２７年度から義務付けられました。

本市においては、計画相談支援事業所や相談支援専門員の数は増えましたが、今後は、

適正なモニタリングの実施や相談支援専門員の専門性の向上が必要です。 

【施策】 

取組みとその内容 

○相談支援体制の充実 

 悩みごとや困りごとをいつでも相談できるように、基幹相談支援センターを設置しま

す。また、様々な立場からの助言が得られるように、基幹相談支援センターなどの相談

支援機関のほか、障害者相談員やピアカウンセラーなど、様々な立場からの相談が受け

られる体制を充実させます。 

○本人の意向に沿った相談支援の充実 

 障がいのある人が地域で希望する生活を実現できるように、計画相談支援におけるモ

ニタリングを充実させ、障がいのある人本人の意向を尊重したサービス等利用計画を策

定することで、着実に成長できる相談支援を推進します。 

○相談員の専門性の向上 

 相談者が相談したい内容を正確に把握することができるように、また、相談者が効果

的な助言を得られるように、相談員が行う支援への指導の強化や情報交換会の開催、研

修会の開催情報の周知などを行い、相談員の専門性の向上を図ります。 
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②コミュニケーション支援の充実 

【現状と課題】 

■加古川市手話言語及び障害者コミュニケーション促進条例を平成２８年１２月に制定し、

平成２９年４月から施行します。条例の理念に沿って、当事者の意見を聞いたうえで、

障害の特性に応じた具体的な施策を展開していく必要があります。 

■手話通訳や要約筆記のニーズが高まる一方、手話通訳者や要約筆記者などの支援者の登

録者数が限られているため、担い手となる人材の養成が必要です。 

■加古川ツーデーマーチなど大きなイベントでは手話通訳者を配置していますが、不特定

多数の参加者が集うイベントを実施する際には、一定の基準のもと、手話通訳者や要約

筆記者を配置する必要があります。 

■市民アンケート結果では、知的障がいのある人の１６．４％が、また、発達障がいのあ

る人の２４．８％が、「話し言葉での会話は難しいので、コミュニケーションボードなど

を活用してほしい」と答えています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○加古川市手話言語及び障害者コミュニケーション促進条例の推進 

 手話が言語であることの普及と障害の特性に応じた多様な手段による障がいのある

人のコミュニケーションを促進するという条例の理念を実現するため、（仮称）加古川

市手話言語及び障がい者コミュニケーション施策推進委員会を設置し、具体的な取組み

について当事者とともに検討します。 

○コミュニケーション支援体制の整備 

 聴覚障がいのある人のコミュニケーションを支援するため、市に常勤の手話通訳者を

複数名配置し、窓口通訳や派遣調整を行います。 

 また、市が主催する行事などにおいて、手話通訳者や要約筆記者の配置を推進し、聴

覚障がいのある人の情報保障に努めます。 

○コミュニケーションを支援する人材の育成 

 手話奉仕員や点訳奉仕員、朗読奉仕員の養成講座を実施し、手話で日常会話を行うた

めに必要な語彙や表現技術を習得した人、点訳・朗読技術を習得した人を養成します。 

 また、手話通訳や要約筆記に関する研修会の周知を通じて手話通訳者や要約筆記者の

養成を図り、聴覚障がいがある人のコミュニケーションを支援する人材の確保を図りま

す。 

○コミュニケーションツールの普及啓発 

 多様なコミュニケーションを促進するため、コミュニケーションを行ううえでの本人

の特性などが記入できるヘルプカードや、発音による会話が難しい人とのコミュニケー

ションを支援するコミュニケーションボードなどのコミュニケーションツールの普及

啓発を行います。 
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③日常生活支援の充実 

【現状と課題】 

■居宅介護などの在宅支援サービスの利用量は、年々増加傾向にあります。また、障害福

祉サービスから介護保険サービスへの移行といういわゆる６５歳問題への対応のため、

障害福祉制度と介護保険制度の更なる連携が必要です。 

■移動支援事業の利用量は、年々増加傾向にあります。また、障がいのある人の社会参加

を促進するには、外出にかかる費用負担の軽減が必要です。 

■市民アンケート結果では、「親なき後の不安を解消するために、グループホームや入所施

設を充実してほしい」や「短期入所や日中一時支援などの緊急時に利用できる施設が不

足している」という声が寄せられています。 

■事業者アンケート結果では、「利用者の高齢化により対応が複雑化していることもあり、

介護職員のスキルアップが必要」や「事業者アンケート結果から、４０～６０歳代の利

用者への支援については、利用者の父母の介護とともに考えなければならない」、「医療

的ケアに対応できる施設が少ないため、新規事業所開設について行政が働きかけてほし

い」という声が寄せられており、支援者の確保や人材育成、サービス提供基盤の充実が

課題であることがわかります。 

【施策】 

取組みとその内容 

○在宅支援の充実 

 地域で必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるように、介護や住

宅、衛生面に関する福祉サービスの支給や各種機器の購入費の助成など、児童や介護の

分野とも連携して個人の状況に合わせた支援を充実させます。 

○外出支援の充実 

 障がいのある人の外出を支援し、社会参加を促進するため、移動にかかる費用に対す

る補助や移動に関する福祉サービスにおける支給量の調整、公共施設の使用料の減免な

どを様々な支援を検討します。 

○サービス提供基盤の確保 

 親亡き後の生活を見据え住まいに関するサービスへの事業者の参入を促すため、ま

た、不足するサービスへの事業者の参入を促すため、グループホームの新規開設への助

成金の交付などの補助制度を拡充し、サービスの提供体制を充実させます。 

○情報提供の充実 

 利用者本位の福祉サービスの利用や用具・機器の利用を推進するため、事業の概要や

事業所の特色、用具・機器の特徴や開発情報など利用者に有益となる情報提供を充実し

ます。 

  



 

16 

④療育支援の充実 

【現状と課題】 

■就学までの子育て期において、乳幼児健康診査や就学時健康診断での障害の早期発見や

健康診査後のフォローアップ、保健指導や相談対応を行って医療機関につなぐなど関係

機関との連携を図り、体制の充実に努めています。また、平成２８年度に子育て世代包

括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期までの相談支援の充実を図っています。 

■平成１６年に制定された発達障害者支援法の浸透が進み、発達障害に対する相談や発達

訓練のニーズが高まり、療育支援体制の充実が求められています。 

■児童通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス）は、利用者のニーズに伴って事

業者の事業進出が進んでいます。 

■市民アンケート結果では、「放課後等デイサービスを使える日数を増やしてほしい」とい

う声が寄せられています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○子育て世代包括支援センターの充実 

 子育ての情報の不足や発達の問題の受容のしづらさから、保護者が適切な時期に相談

する機会を逃さないように、子育てや乳幼児の発達に関する情報提供や保護者への相談

を行い、切れ目のない支援を行うため、子育て世代包括支援センターの充実を図ります。 

○早期発見・早期療育の推進 

 乳幼児健康診査や就学時健康診断に加え、乳幼児発達相談事業、子育て相談センター

での臨床心理士による相談及び保健師による相談などできる限りの機会を捉え、疾病や

運動機能、精神発達に関する児童の状態を保護者に早期に知ってもらうことで、それぞ

れの児童の発育・発達特性に応じた療育支援に早期につなげる体制整備を推進します。 

○こども療育センターを中心とした療育支援の推進 

 障がいのある子どもが、心身の発達に応じて健全な社会生活を営むことができるよ

う、こども療育センターを中心として関係機関と連携を図りながら療育支援を推進する

とともに、施設の有する専門機能を活かして、関係機関への職員の派遣や療育相談、研

修などを併せて行う地域の障がい児支援の中核施設としての機能の充実を図ります。 

○保育所などにおける支援の充実 

 すべての子どもが地域でともに成長できる環境を整えるため、保育所や幼稚園、認定

こども園などにおいて障がいのある子どもに適切な支援が行えるよう受入れ体制の整

備を行うとともに、私立認可保育所などに補助金を交付することなどにより、障がいの

ある子どもの受入れの円滑化を図ります。 

○放課後等デイサービスの支給量調整 

 子どもの生活能力の向上と社会との交流を促進するため、家庭の状況を考慮したうえ

で放課後等デイサービスの支給量を調整します。 
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⑤保健・医療の充実 

【現状と課題】 

■夜間救急や休日診療、障がい者（児）歯科受診制度などの受け入れ体制を維持するとと

もに、障害に対応した医療機関の充実が必要です。 

■入院や通院の機会が多くなる障がいのある人やその家族にとって、障害者医療費助成制

度や自立支援医療制度などは、経済的負担を軽減するものとなっています。 

■精神障がいのある人の地域移行・地域定着を推進するため、関係機関の連携をより強化

する必要があります。 

【施策】 

取組みとその内容 

○保健・医療体制の整備 

 加古川中央市民病院を中心に、医療機関の連携を強化し、障害に応じた多様な医療の

充実を図ります。 

 また、加古川歯科保健センターでは、引き続き障がい者（児）に対して予約制の歯科

診療を毎週行います。 

○費用負担の軽減 

 障がいのある人の経済的負担を軽減するため、引き続き障害者医療費助成制度や自立

支援医療制度などの実施により医療費の一部助成を行います。 

○精神障がいのある人の地域移行の促進 

 医療機関や障害福祉サービス等事業所、健康福祉事務所、ボランティア、同じ立場の

当事者などとの連携を強化し、精神障がいがある人の地域生活への移行を促進し、地域

での生活に定着できるよう体制の整備や個別の支援を行います。 
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（３）教育・余暇の充実 

 教育基本法に基づく教育振興基本計画として、本市においては平成２８年３月に第２期

「かこがわ教育ビジョン」を策定し、「ともに生きるこころ豊かな人づくり」を教育の基本

理念に掲げ、本市教育の一層の充実を図っているところです。学校教育においては、障害

の有無にかかわらず、同じ場でともに学ぶことを追求するインクルーシブ教育システムの

構築が進められています。そこでは、障がいのある子どもが一般的な教育制度から排除さ

れずに、義務教育の機会が与えられること、障害の特性に応じた合理的配慮が提供される

ことが必要とされています。 

 学校教育現場では、医療的ケアが必要であることや、集団での行動が苦手であること、

また、学習障害などにより授業に集中することが難しいなど、特別な支援や配慮を要する

子どもは多くいます。そのような子どもに対しては、通級による指導、特別支援学級や特

別支援学校など適正な就学方法を選択できるなどの環境の整備を進め、一人ひとりの状態

に応じて適切に指導することが必要とされています。平成２８年に改正された発達障害者

支援法においても、進学していく過程の中で、切れ目のないきめ細かな支援を行うために、

本人の特性や教育方針などを的確かつ効果的に引き継ぐことが必要とされています。 

 生涯にわたっていきいきと生活していくために、自分の自由な時間を使って興味のある

ことを学び、いつでも身近にスポーツに親しみ、芸術や文化活動に取り組むことができる

場が必要です。地域には、公民館や文化施設で行われている講座など、だれでも身近に学

ぶことができる場があります。そして、リオデジャネイロパラリンピックにおいて障がい

者スポーツがより注目されるようになり、また、東京オリンピック・パラリンピックに向

けた文化プログラムである障がい者アートフェスタが平成２８年に初めて鳥取県で開催さ

れるなど、障がいのある人のスポーツや文化芸術活動を取り巻く環境は大きく変わろうと

している中、障がいのあるすべての人が、身近な地域で様々な活動を行うことができる環

境の整備がより必要となっています。 

 このような教育や余暇活動を充実させるために、本計画においては「①インクルーシブ

教育の推進」、「②文化芸術活動・スポーツなどの余暇活動の充実」に分類し、それぞれ具

体的な施策に取り組んでいきます。  
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①インクルーシブ教育の推進 

【現状と課題】 

■障がいのある子どもの自立を支えるために、就学前から教育、就労、社会生活までのラ

イフステージごとのつながりを深め、切れ目のない支援体制を構築することが必要です。 

■幼稚園の特別支援ルームや小中学校に設置する特別支援学級において、必要に応じて職

員を加配するなど、体制の充実を図っています。また、特別な支援や配慮を要する子ど

もへの支援を充実させるため、各学校園に特別支援教育コーディネーターの配置や教育

相談などの支援体制の構築を図っています。 

■インクルーシブ教育の理念が広まる中、各学校へ配置しているスクールアシスタントを

更に拡充し、通常の学級における体制をより充実する必要があります。 

■市民アンケート結果では、「地域の学校の特別支援学級で、本人に合った教育が受けられ

る体制を強化してほしい」や「地域の学校で、他の子どもと一緒に教育が受けられる体

制を強化してほしい」、「送り迎えなど通園・通学に対する支援を充実させてほしい」、「障

害に応じた意思疎通に関する支援を充実させてほしい」、「進路指導を充実させてほしい」

という声が多くなっています。また、「学校園の先生の中には、まだまだ障害について理

解が浅い人がおり、不安を感じる」という声が寄せられています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○連携した教育支援の推進 

 中学校区を１つの単位（ユニット）とし、地域の保育所・幼稚園・認定こども園、小

学校、中学校、特別支援学校が相互に連携し、家庭、地域とも連携を図りながら、子ど

もたちの連続した学びや育ちを支援します。 

 また、一人ひとりに合った教育を包括的・継続的に実施するため、個別の教育支援計

画などの作成を推進し、関係機関との共有や引継ぎを行います。 

○インクルーシブ教育体制の整備 

 地域の学校や特別支援学校での教育をより充実させるために、通級による指導や特別

支援学級での教育を更に推進するとともに、スクールアシスタントや補助指導員などの

適切な配置を行います。 

○教員の特別支援教育に関する専門性の向上 

 特別な支援の必要な児童生徒の障害特性などに配慮した指導を充実させるため、教職

経験豊かな教員を中心とした教員間の学びあいや支えあいを推進するとともに、現場で

の研修などを通じて専門的な知識・技能などを身に付ける研修体制を整備します。 
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②文化芸術活動・スポーツなどの余暇活動の充実 

【現状と課題】 

■市民アンケート結果では、「スポーツを楽しめる場がほしい」や「余暇を楽しめる情報が

ほしい」、「障がいのある人の芸術に力を入れてほしい」という声が寄せられています 

■障がい者スポーツを実施する団体や実施できる場が不足しており、指導者の指導方法の

習得や障害特性の理解などを含め、障がい者スポーツの普及に取り組む必要があります。 

■障がいのある人や子どもが参加するはぐくみの旅や冬季野外学習会、演劇鑑賞会などを

毎年実施し、また、障がい者海外派遣事業を実施するなど、様々な活動や体験ができる

機会を設けています。 

■児童クラブの対象となる児童を６年生に順次拡大しており、障がいのある子どもを受け

入れる際の職員の増員を適切に行うために人員を確保するなど、体制の整備が必要です。 

【施策】 

取組みとその内容 

○作品展やスポーツ教室の開催 

 文化芸術活動の推進と生きがいの高揚のため、障がいのある人が日頃の趣味・学習活

動の中から創作した作品を展示する作品展を開催します。 

 また、障がいのある人の健康増進や交流による余暇活動の充実を図るため、障がいの

ある人も楽しめる種目のスポーツ教室やはぐくみの旅などの実施により、様々な体験が

できる機会を充実させます。 

○障がい者スポーツの振興 

 市が開催するスポーツイベントや教室等において、障がいのある人も障がいのない人

も一緒にスポーツを楽しむことができる環境を整備します。 

 また、地域で身近にスポーツができる環境を整備するため、活動の場づくりや広報を

行い、障がい者スポーツの団体の育成・活性化を図るとともに、障害の特性に応じた適

切な支援ができる指導者の養成を目指し、指導者に対する研修会などにおいて、障害や

障がいのある人に対する理解促進を図ります。 

○活動しやすい環境の整備 

 障がいのある人の余暇活動を充実させるため、公共施設の利用料金の減免や、障がい

者団体が福祉バスを優先的に利用できるようにするなどして、活動しやすい環境を整備

します。 

○放課後活動の場の充実 

 障がいのある子どもが健やかに成長できる環境を整備するため、児童クラブや放課後

子ども教室などにおいて、障がいのない子どもと地域でともに成長できる体制を整備し

ます。 
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（４）就労・経済的自立の支援 

 障害の有無にかかわらず、だれもがいきいきと生きがいを持って自立した生活を営むう

えで、働くことや収入を得ることはとても重要です。障がいのある人の就労においては、

障害の特性や本人の状態、状況によってその人に合った働き方ができ、周囲からの支援を

受けながら自ら働き方を選択できる環境が整っている必要があります。 

 障がいのある人の働き方には、一般就労のほかに福祉的就労があります。それぞれの枠

組みの中で障がいのある人の働く環境を改善する取組みを進めていくことはもちろんのこ

とですが、更には、一般就労と福祉的就労とのつながりがスムーズになることで、より本

人に適した働き方が実現できるものとなります。一般就労を希望する人に対しては、働く

力をつける訓練や働く能力の評価、また、それに応じた就職先へのつなぎ、職場定着でき

るよう就職後のサポートが必要となります。一方で、一般就労が難しい場合には、福祉的

就労の中で働く力を養い、一般就労へ向けてステップアップを図るための支援が必要とな

ります。また、一般就労を継続することが難しくなった場合には、再就職に向けての支援

や福祉的就労へ移行するなど、働き続けることができる環境が必要です。 

 就労における支援は、学生が卒業後の進路を選択する場合、学校の進路指導担当や実習

先事業所、日中活動系福祉サービス事業所、就労移行支援事業所、相談支援事業所、ハロ

ーワーク、市などが連携して行います。また、すでに就労している人やこれから就労しよ

うとする人に対しては、障害者就業・生活支援センターや職業能力開発施設、相談支援事

業所、ハローワーク、健康福祉事務所、市などの関係機関による相談や働くための評価、

職場定着、訓練、職場実習体験などの支援があります。このように、障がいのある人の就

労の支援は、就職するときだけでなく、働く前の準備や働き出した後のフォローなど、様々

な人や機関の関わりによって行われています。 

 自立した生活には、経済的な支援も重要です。働いて得る収入が不十分な場合や働くこ

とができない場合は、生活を支える各種手当の支給やその他公的な経済的支援が充実する

ことで、障がいのある人の生活を保障することができます。また、障害年金を受給するこ

とができる人が、制度の理解不足により受給に係る手続きをしていないということがない

ようにならなければなりません。 

 このような就労や経済的自立の支援をより充実させるために、本計画においては「①就

労支援体制の充実」、「②一般就労の拡充」、「③福祉的就労の充実」、「④経済的支援制度の

周知」に分類し、それぞれ具体的な施策に取り組んでいきます。 
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①就労支援体制の充実 

【現状と課題】 

■就労に関する相談は、生活全般の相談に比べより専門的となるため、就労に関する相談

体制の充実が必要です。 

■市民アンケート結果では、「気軽に就労に関する相談ができる窓口がほしい」という声が

多くなっています。 

■近年の精神障害者保健福祉手帳所持者の増加とともに、精神障がいのある人の相談が増

加している状況にあります。 

■市立就労支援センターを設置し、加古川障害者就業・生活支援センターとの連携を図る

ことで、両施設ともに市内の就労に関する中核的な役割を果たしています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○就労相談の充実 

 加古川市障害者自立支援協議会で作成した就労サポートブックを活用するなどして、

各々の状況に応じた就労に関する相談窓口を周知します。 

 また、就労に関する専門的な相談や就労をする中での悩み・不安を相談できる窓口の

整備を図ります。 

○就労支援ネットワークの強化 

 ハローワークや障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、事業者、医療

機関などとの連携を強化し、一般就労につなげられる就労支援や体力の低下などに伴う

一般就労から福祉的就労への移行の支援を行います。 

○職場定着までの一貫した支援の推進 

 ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどと連携し適職開拓を行うととも

に、職場適応援助者（ジョブコーチ）制度や障害者就業・生活支援センターの職場定着

支援を周知し、生活面を含む就職後の不安を軽減します。 
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②一般就労の拡充 

【現状と課題】 

■平成２８年４月に改正された障害者雇用促進法では、就労の面における障がいのある人

に対する差別の禁止や合理的配慮の提供が義務付けられ、平成３０年４月からは精神障

がいのある人が障がい者雇用率の算定に含まれることから、障がいのある人の働きやす

い職場環境を整備することが必要です。 

■市民アンケート結果では、「職場での障害に対する理解が深まってほしい」や「就業時間

や作業内容など、障害の状況にあった就労ができるようにしてほしい」という声が多く

なっています。また、「精神障がいのある人の雇用について、行政が率先し、短期アルバ

イトでの採用など少しずつでも増やすことで、働き手としての受入れを前進させてほし

い」という声が寄せられています。 

■障がい者雇用率を高めるために、関係機関と連携した啓発が必要です。 

■市役所における障がいのある人の雇用については、身体障がいのある人の別枠採用や、

知的障がいのある人を嘱託員として雇用するなど、一定の雇用を継続しています。今後

は精神障がいのある人も含め、更なる雇用の促進を図る必要があります。 

【施策】 

取組みとその内容 

○職場における理解促進 

 障害者雇用促進法の趣旨を周知し、障害や障がいのある人に対する職場の人の理解を

促進し、障がいのある人が働きやすい職場環境づくりを推進します。 

○障がい者雇用の推進 

 ハローワークや障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、事業者、医療

機関などとの連携を強化し、障がい者雇用率達成企業の拡充を図ります。 

○職域や勤務体系の拡充 

 ハローワークなどと連携して障害の特性や必要な配慮について周知し、職域の拡大や

障害の状況に応じた短時間勤務や在宅就労などの多様な働きを推進します。 

○助成制度の周知 

 特定求職者雇用開発助成金や障害者トライアル雇用奨励金、発達障害者・難治性疾患

患者雇用開発助成金などの助成制度をハローワークと連携して周知することで、障がい

のある人が働きやすい職場環境づくりを推進します。 

○市役所における障がい者雇用の推進 

 障害者雇用促進法の改正の趣旨を踏まえ、障害の状況に応じた多様な就労形態の整備

に率先して取り組みます。 
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③福祉的就労の充実 

【現状と課題】 

■障害福祉サービスの就労継続支援事業所（Ａ型、Ｂ型）の事業所が増えており、福祉的

就労をしている人が増えていますが、利用者への工賃が十分でない部分もあります。 

■本市では、市役所内での就労訓練や障がい者就労施設などからの優先調達に取り組んで

おり、今後も更なる拡充を図る必要があります。 

■事業者アンケート結果では、「授産製品の販路拡大や利用者への工賃向上のため、授産製

品の企業への周知や仕事の斡旋をしてほしい」という声が寄せられています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○職業能力の向上 

 精神障害者社会適応訓練事業などの訓練事業の周知を行って就労に対する訓練の意

識啓発を行うとともに、事業所で行われる福祉的就労の内容を情報共有するなどして、

労働の質の向上を図ります。 

 また、労働部局などと連携して、農業分野をはじめ様々な分野における就労を開拓し、

職業能力の向上を図ります。 

○工賃の向上 

 「加古川市障害者就労施設等からの物品等の調達推進を図るための方針」に基づく庁

内の優先発注の拡大を図るとともに、市庁舎での授産製品販売フェアの開催や製品カタ

ログの配布により、授産製品のＰＲを行い、販売機会の拡大に努めます。 

 また、兵庫県障害者就労応援企業等登録制度を周知し、事業所の認知度向上を促進し

ます。 
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④経済的支援制度の周知 

【現状と課題】 

■心身機能の維持向上にかかる医療費の負担が大きい場合や、就労困難により安定した収

入が不十分な場合など、経済的に困難を抱える障がいのある人が多くいます。 

■市民アンケート結果では、将来望んだ暮らしを実現する際に「経済的な負担」を心配す

る声が多くなっています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○各種経済的給付制度の周知 

 対象となる人が制度を知らないために支援を受けられないことがないように、各種手

当や年金、給付金制度、資金の貸付制度などを周知します。 

○各種減免制度の周知 

 障がいのある人の経済的負担を軽減するため、税金やＮＨＫ放送受信料、公共施設の

利用料金の各種減免制度を周知します。 
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（５）快適に暮らせるまちづくりの推進 

 日常の中で、自分の周りにあるものに目を向けると、例えば文房具や机、椅子、日用生

活用品などの様々な道具、道路や公園、公衆トイレ、お店などの多くの人が使う施設、ま

た、案内板やホームページ、紙面などに書かれてある内容や文字の大きさ、色使いなどの

情報など、私たちはあらゆるものを使っており、そして、それらが人の手によって作られ

ていることに気づきます。多様な人が暮らす社会においては、あらゆるものが使うすべて

の人にとって使いやすいものとなっていることが大切です。 

 近年、ユニバーサルデザインやバリアフリーのまちづくりが進んでいます。ユニバーサ

ルデザインとは、１９８０年代にアメリカで提唱され、１９９０年代に日本にも入ってき

た考え方であり、障害の有無だけでなく、言語や国籍、年齢などにかかわらず、できるだ

け多くの人が利用しやすいように、施設や商品、情報を設計（デザイン）すること、また

それを作り出すプロセスのことであり、あらゆるものの製造、創作においてその考え方が

取り入れられています。一方、バリアフリーにおいては、障がいのある人や高齢の人など、

社会的な障壁により使いづらさが生じることを解消するため、利用しやすい建物の建築を

促進する「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法

律（ハートビル法）」（平成６年）や、電車やバス、駅、その周辺道路を移動しやすくする

「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交

通バリアフリー法）」（平成１２年）が順次制定され、そして、平成１８年には、総合的に

バリアフリーを進めるために、二つの法律を統合した「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」が制定されるなど、物理的な障壁を取り除く

環境の整備が進められてきました。このような取組みにより、少しずつ日常生活が過ごし

やすくなってきている部分も多くあるものの、まちの中にはまだまだ段差や使いにくい施

設、わかりづらい案内表示などがあります。これから新たに作るものは、ユニバーサルデ

ザインによる設計とし、また、既にあるものを改修するときには、バリアフリー化を図る

ことが必要です。 

 情報社会と言われるように、社会とのかかわりをより深めていくためには、様々な情報

を取得することができる必要があります。しかし、障害の特性によっては、広報誌やホー

ムページを読むことができない、音声での案内を聞くことができない、難しい表現は理解

しづらいことがあり、情報を発信する側と受け取る側の手段が違えば、必要な情報は全く

伝わらない場合があります。コミュニケーションの手段は多様であることから、だれでも

必要な情報を取得できることが必要です。 

このように、障害の有無にかかわらず、すべての人が快適に暮らせるまちをめざしてい

くために、本計画においては「①バリアフリーの推進」、「②情報アクセシビリティの向上」

に分類し、それぞれ具体的な施策に取り組んでいきます。  
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①バリアフリーの推進 

【現状と課題】 

■市の公共施設の整備については、市民会館の耐震化工事に合わせてバリアフリー化を実

施するなど、施設の改修時期に合わせて進めるとともに、人権文化センターの新築にお

いては、ホールに磁器ループを設置するなど、環境の整備を推進しました。 

■公共施設や道路などを整備する際は、兵庫県福祉のまちづくり条例の基準に適した整備

を進めることを基本とし、更に障がいのある人の意見を聞いたうえで、暮らしやすいま

ちづくりを推進する必要があります。 

■平成２９年度を始期とする地域公共交通プランにもとづき、地域生活の中でタクシーが

より利用しやすいものとなる取組みを進めるなど、公共交通をより充実させる必要があ

ります。 

■社会参加を促すためには、外出時にトイレが使用できる必要がありますが、公共施設に

おいて車椅子対応のバリアフリーなトイレの整備は進んでいる一方で、大人を介護する

ための設備の整備は進んでいません。 

【施策】 

取組みとその内容 

○ユニバーサルデザインの普及啓発 

 事業者などのユニバーサル社会づくりの意識を醸成し、すべての人にとって暮らしや

すいまちづくりを推進するため、すべての人にとって使いやすい・見やすい・わかりや

すいというユニバーサルデザインの普及啓発を行います。 

○兵庫県福祉のまちづくり条例に沿ったまちづくりの推進 

 利用者目線で暮らしやすいまちづくりを推進するため、兵庫県福祉のまちづくり条例

の趣旨や内容を周知し、地域住民とともに暮らしやすいまちづくりを推進します。 

○外出しやすい環境づくり 

 かこバスやかこタクシーなどのコミュニティ交通について、障がいのある人が利用し

やすいように車輌の整備などを推進します。 

 また、兵庫ゆずりあい駐車場制度などの普及啓発を行い、障がいのある人の外出を支

援します。 

○公共施設のバリアフリー化の推進 

 すべての人にとって利用しやすい施設整備を行うため、公共施設の建設や改修を行う

際は、車椅子で利用できるエレベーターやスロープの設置をはじめ、大人用ベッド付ト

イレの設置やドアを引き戸にするなど、バリアフリー化を推進します。 

○道路のバリアフリー化の推進 

 障がいのある人が外出しやすい環境を整備するため、道路を新設・改修する際は、歩

道の段差や傾斜などのバリアフリー化を推進します。 
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②情報アクセシビリティの向上 

【現状と課題】 

■障害の有無にかかわらず、すべての人が情報を得やすい環境を整備する必要があります。 

■障害福祉サービスやその他様々な情報を得ることができるよう、わかりやすい情報提供

や、情報へのアクセスをより高める必要があります。 

■市民アンケート結果では、生活するうえでの情報の取得は、「テレビ」や「新聞」、「広報

誌」、「インターネット」が多く、知的障がいのある人や発達障がいのある人は、「インタ

ーネット」で情報を取得している人の割合いが多くなっています。また、「情報が得られ

るところを教えてほしい」や「難しい文章はわからないので、簡単な文章で表現してほ

しい」という声が多くなっています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○情報提供媒体の充実 

 視覚障がいのある人が情報を得やすくなるように、朗読奉仕委員や点訳奉仕員との連

携を強化し、音声ＣＤや点字書類による情報提供の充実を図ります。 

○市ホームページの充実 

 市ホームページから情報が得やすくなるように、テキストファイルの掲載（音声読上

げ対応）や図・イラストの掲載などをして、ホームページにおける多様な情報提供を推

進します。 
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（６）安全安心の推進 

 地域社会で生活する中では、自ら判断し、選択して決定しなければならないことがあり

ます。本来、人は物事を自分の意思によって自由に行うことができ、また、他人に要求し

たりすることができます。そして、公共の福祉に反しない限り、一定の権利を自分のため

に主張することができます。これらは日本国憲法にあるように、一人ひとりに保障された

権利であり、その権利を主張したり行使したりする場合には、本人の意思に基づいて行わ

れることが基本です。しかし、知的障がいのある人や精神障がいのある人など、判断する

場面で支援が必要な人も多くいます。そのような人が地域において安心して自立した生活

を送るために、判断能力や生活の状況をふまえた多様な支援が求められており、そのため

に成年後見制度などの権利を擁護する制度の整備が進められています。 

 障がいのある人が自立して社会参加していくうえで、虐待は大きな妨げになっています。

障害者虐待防止法が平成２４年に施行され、これまで虐待防止に関する理解促進や虐待が

発生した場合の対応方法の整備を進めてきました。虐待は家庭内に限らず、福祉施設や職

場でも起こっているため、だれもが自分の周りでも起こりうる身近な問題として認識して

おく必要があります。障がいのある人の中には、虐待を受けている自覚がない人や、被害

を訴えることができない人もいるため、事態が深刻化していくことがないよう、近くにい

る一人ひとりが虐待の芽に早めに気づき、ためらわずに連絡・通報することが重要です。 

 東日本大震災（平成２３年）や熊本地震（平成２８年）などの大地震や台風による集中

豪雨、局地的な大雨などこれまで多くの自然災害が発生してきました。そして、今後は南

海トラフ地震や山崎断層帯地震の発生、豪雨による水害の発生の危険性が指摘されており、

自然災害により被災するリスクは高まっています。災害による被害をできるだけ少なくす

るために大切なことは日頃からの備えであり、障害の特性に応じた非常食や水などの蓄え、

避難先の確認、家具などの固定、ヘルプカードの携帯など、一人ひとりが防災に関する意

識を高め、自らの状況に応じて必要な対策をしておくことが大切です。また、避難所が開

設された場合には、障がいのある人を含めた多様な人が同じ場所で過ごすことになります。

しかし、多くの人がいる中では落ち着くことができない、音声による情報発信のみでは情

報を得ることができないなど、合理的な配慮を必要とする人は必ずいるため、障害の特性

に応じた支援が重要です。 

このように、障がいのある人が地域での生活を安全に安心して暮らすことができるよう、

本計画においては「①権利擁護の推進」、「②災害時など緊急時の支援の強化」に分類し、

それぞれ具体的な施策に取り組んでいきます。  
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①権利擁護の推進 

【現状と課題】 

■市民アンケート結果では、約７割の人が成年後見制度のことを「名前を聞いたことがあ

るが、内容は知らない」もしくは「名前も内容も知らない」と答えており、認知度が低

いことがわかります。また、「知的障害があるので、信頼関係を構築して同じところで相

談できるよう、法人後見を設置してほしい」という声が寄せられています。 

■障がいのある人への虐待やその疑いがある事例は、市内において依然として発生してい

ることから、平成２４年度に設置した障がい者虐待防止センターを中心とした虐待の防

止を更に推進する必要があります。 

■事業者アンケート結果では、約８割の事業者が障がい者虐待に関する「内部研修を実施

している」となっています。 

■罪を犯した障がいのある人の社会復帰においては、障害特性を配慮した本人への支援に

加えて、家族や地域の人々の理解と協力が必要です。また、社会復帰後の地域での暮ら

しでは、再犯を防止し、社会の一員として安定した生活を送れるよう支援が必要です。 

【施策】 

取組みとその内容 

○成年後見制度の周知 

 判断能力が十分でない人の親亡き後などの生活に対する不安を解消するため、成年後

見制度の周知を行い、利用を促進します。 

 また、（仮称）成年後見支援センターの設置を検討します。 

○障害者虐待防止法の周知 

 虐待を未然に防止するため、市民や事業所などに対して障害者虐待防止法の趣旨や内

容を周知します。 

 また、同法に基づき設置している障がい者虐待防止センターの周知や、関係機関との

連携による緊急一時保護の居室の確保を行います。 

○支援機関の周知 

 兵庫県障害者権利擁護センターや市障がい者虐待防止センターなど、障がいのある人

の権利擁護に関する支援機関を周知し、障がいのある人の権利擁護に関する相談支援を

推進します。 

○触法障がい者に対する支援 

 触法障がい者の社会復帰と地域生活の定着を図るため、弁護士や地域生活定着支援セ

ンターなどとの連携を強化して、早期からの支援体制を整えることで社会復帰を促進

し、その後の地域での暮らしの中でも再犯の防止に努める支援などを行います。 
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②災害時など緊急時の支援の強化 

【現状と課題】 

■東日本大震災や熊本地震などを契機に、障がいのある人やその家族などの防災意識が高

まっています。 

■福祉避難所は高齢者施設を中心に協定を締結してきましたが、平成２８年に５つの障害

者支援施設などを新たに福祉避難所として指定しました。 

■平成２７年度に改正した避難行動要支援者制度により、災害時に支援が必要な人の情報

を町内会や自治会などの地域の支援関係者へ提供できるよう、名簿の整備を行っていま

す。 

■市民アンケート結果から、家に一人でいるときに近所に支援者がいる人の割合は低いこ

とがわかります。また、「災害時は医療的ケアが必要なこともあり、避難先へ行くことな

く可能な限り自宅にいることを希望し、その場合に情報が伝わるようにしてほしい」と

いう声が寄せられています。 

【施策】 

取組みとその内容 

○地域における支えあいの促進 

 災害をはじめとする緊急時に、地域住民による相互の助けあいを促進するため、日頃

から地域住民間の交流の必要性を周知するとともに、ヘルプカードや避難行動要支援者

制度などの活用を促進し、地域におけるつながりの強化を図ります。 

○災害時の避難生活における配慮の推進 

 避難所での生活において、ヘルプカードの活用や文字、図・イラストによる案内の充

実などにより避難生活に不安や困難を抱える人に対する支援を行います。 

 また、災害時に一般の避難所では生活が困難な要支援者を受け入れるための福祉避難

所を拡充します。 

○災害に対する日頃からの備えの意識啓発 

 災害時の生活において、障害の特性により非常食が食べられず、健康状態の悪化を招

くことなどがないように、障害者自立支援協議会で作成した防災チェックシートなどを

活用し、日頃からの備えに関する意識啓発を行います。 

○緊急通報手段の周知 

 音声による１１９番通報が困難な人が、文字によって救急車や消防車を緊急要請する

ことができるＮＥＴ１１９や聴覚障がい者ＦＡＸ通報などの制度を周知します。 
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第３章 計画の推進 

１ 推進体制 

 ＰＤＣＡサイクルにもとづく計画内容の評価や見直しを推進し、各分野における施策の

実施をより確実なものとするため、毎年加古川市障害者施策推進協議会に施策の実施状況

を報告し、意見を求めることとします。また、障がい者団体や関係団体との意見交換を実

施することにより、計画に照し合せた現状の把握に努めるものとします。そして、平成３

０年度を始期とする第５期加古川市障害福祉計画及び平成３３年度を始期とする第６期加

古川市障害福祉計画の策定においては、本計画の理念や施策の基本姿勢を踏まえ、短期間

で重点的に取り組む事項を整理することで、共生社会を実現する推進力を更に高めるもの

とします。 

 

 

 

２ 進捗管理及び評価 

 各分野に掲げた施策を主体的に取り組む市関係部局や関係団体に対し、毎年進捗状況の

照会を行い、評価をしたうえで加古川市障害者施策推進協議会に報告します。そして、計

画の実施状況に関する協議会の意見を踏まえ、施策を点検し、必要に応じて見直しを図る

ものとします。 

 

  

P D

A C
Plan

Action Check

Do

計画の策定・改定
①加古川市障がい者基本計画
の策定

計画の実行
①加古川市障がい者基本計画
に基づく取組みの実施

計画の評価
①取組み状況の評価
②新たな課題の抽出
③取組み内容の改善

計画の見直し
①加古川市障がい者基本計画
の見直しと新たな目標の確認
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資料編 

１ 基礎データ 

  



 

34 

２ 用語解説 

― あ ― 

■ インクルーシブ教育システム 

障がいのある人が精神的及び身体的な能力などを可能な最大限度まで発達させ、自由な

社会に効果的に参加できることを目的とし、障がいのある人と障がいのない人がともに学

ぶ仕組み 

 

■ ウェルネス 

単に運動や栄養だけでなく、幅広く生きがい、人間関係、生活環境などの要素をバラン

スよく保ち、より積極的で創造的なライススタイルを目指す行動様式 

 

― か ― 

■ 子育て世代包括支援センター 

保健師や助産師が妊娠・出産・育児に関する相談を聞き、母子保健サービスの案内や子

育て情報の提供など、安心して育児に取り組めるよう、妊娠中から就学までの子育てを支

援するセンター 

 

― さ ― 

■ 社会的障壁 

社会における様々な障壁（事物、制度、慣行、観念その他一切のもの） 

 

■ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法） 

障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を

目指し、平成 25（2013）年 6月に公布された法律（平成 28（2016）年４月施行）。障がい

のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲

で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められる 

 

■ 障がい者虐待防止センター 

 障がい者虐待に関する相談・通報などを受け付け、障がいのある人や養護者に対して支

援を行うセンター 

 

■ 成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない人について、

本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度 
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― た ― 

■ 地域包括ケアシステム 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むために、住まい、医療、

介護、介護予防、日常生活支援が一体的に提供される体制 

 

― な ― 

■ ノーマライゼーション 

障がいのある人や高齢者など社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会

であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え

方や方法 

 

― は ― 

■ バリアフリー 

主に建築上の障壁（バリア）を除去するという意味で使われるが、高齢者や障がいのあ

る人などのために物的環境のみならず、精神的・制度的にも、自由に社会参加できるよう

な生活や行動に不便な障害・障壁を除去することを指す 

 

― や ― 

■ ユニバーサルデザイン 

障害の有無、年齢、性別、人種などにかかわらず多様な人々が利用しやすいよう、あら

かじめ都市、モノ、生活環境などをデザインするという積極的な考え方 

 

■ リハビリテーション 

心身に障がいのある人の全人間的復権を理念として、障がいのある人の能力を最大限に

発揮させ、その自立を促すために行われる専門的技術のこと 

 

― ら ― 

■ライフステージ 

人の一生を段階ごとに区分したもの。通常は、幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年

期に分ける 
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３ 障害者施策推進協議会委員、開催状況 

４ アンケート（全体） 

５ 障がい者団体との意見交換 
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