




はじめに 
 

本市
ほ ん し

では、障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

及
およ

び 障
しょう

害
がい

者
しゃ

総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

法
ほう

に基
もと

づき、

基本
き ほ ん

計画
けいかく

となる「第
だい

４次
じ

石
いし

垣
がき

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」及
およ

び実
じっ

施
し

計
けい

画
かく

となる「第
だい

４期
き

石
いし

垣
がき

市
し

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」を策定
さくてい

しました。 

この計画
けいかく

は、これまで掲
かか

げてきた「すべての市民
し み ん

が、それぞ

れの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊
そん

重
ちょう

し合
あ

う 共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

であり、地域
ち い き

社会
しゃかい

の変化
へ ん か

やニーズ
に ー ず

に 柔 軟
じゅうなん

に対応
たいおう

し、自分
じ ぶ ん

らしい社会
しゃかい

生活
せいかつ

を

営
いとな

むことを可能
か の う

とする仕
し

組
く

みづくりを 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に

反映
はんえい

させるため、達成
たっせい

すべき施策
し さ く

の方向性
ほうこうせい

や福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

見込量
みこみりょう

を示
しめ

すものでありま

す。 

策定
さくてい

にあたっては、これまで５年
ねん

間
かん

の計画
けいかく

期間
き か ん

であった 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を６年
ねん

に変更
へんこう

し、３年
ねん

を１期
き

とする 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

との整合性
せいごうせい

を図
はか

りました。また、「第
だい

４次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」と「第
だい

４期
き

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」の関係
かんけい

をわかりやすくするため、

相関図
そうかんず

を作成
さくせい

いたしました。 

さらに、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

にふさわしい「 愛 称
あいしょう

」を公募
こ う ぼ

したところ、多数
た す う

の応募
お う ぼ

が

あり、「誰
だれ

にも分
わ

け隔
へだ

てなく、温
あたた

かく優
やさ

しい 光
ひかり

を照
て

らし続
つづ

け、明
あか

るい希
き

望
ぼう

をイメージ
い め ー じ

する『太陽
たいよう

』（沖縄
おきなわ

方言
ほうげん

で「てぃだ」という。）」を取
と

り入
い

れた「てぃだプラン
ぷ ら ん

」が採用
さいよう

さ

れました。 

本市
ほ ん し

は、「日
に

本
ほん

一
いち

幸
しあわ

せあふれるまち石垣市
いしがきし

」をめざしており、障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない

人
ひと

も共
とも

に助
たす

け合
あ

い、暮
くら

らしていけるノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の社会
しゃかい

の実現
じつげん

に努
つと

めてまい

ります。 

今後
こ ん ご

とも、計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に掲
かか

げました「 三 共
さんきょう

（ともに）の 心
こころ

でつくる、ゆめみ

らい・いしがき」の実現
じつげん

に向
む

けて、市民
し み ん

と 協 働
きょうどう

し、国
くに

や県
けん

、福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を

はかりながら各種
かくしゅ

施策
し さ く

の推進
すいしん

に努
つと

めてまいりますので、一層
いっそう

のご理
り

解
かい

とご 協
きょう

力
りょく

をお

願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 

 結
むす

びに、この計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたり熱心
ねっしん

にご審
しん

議
ぎ

いただきました、石垣市
いしがきし

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員
い い ん

の皆様
みなさま

をはじめ、アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

、ワ
わ

ー
ー

ク
く

シ
し

ョ
ょ

ッ
っ

プ
ぷ

及
およ

びヒ
ひ

ア
あ

リ
り

ン
ん

グ
ぐ

、

愛 称
あいしょう

募集
ぼしゅう

にご 協
きょう

力
りょく

いただき、貴重
きちょう

なご意
い

見
けん

やご提
てい

言
げん

をいただきました市民
し み ん

や 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

、関係者
かんけいしゃ

の皆様
みなさま

に 心
こころ

からお礼
れい

を申
もう

し上
あ

げます。 
 

  平成
へいせい

27年
ねん

３月
がつ

 
 

                        石垣
いしがき

市長
しちょう

 中山
なかやま

 義
よし

隆
たか

 



目  次 

第 4 次石垣市障がい者福祉計画 

第 1 章 計画策定の前提 ......................................................................................................................... 1 

1 計画策定の趣旨 ................................................................................................................................... 1 

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

3 計画期間の考え方 .............................................................................................................................. 4 

第 2 章 計画骨子の考え方 ..................................................................................................................... 6 

1 計画の基本理念 ................................................................................................................................... 6 

2 計画策定の基本視点 ......................................................................................................................... 7 

3 基本目標 .................................................................................................................................................. 8 

4 施策の体系 ........................................................................................................................................... 10 

第 3 章 推進施策 ...................................................................................................................................... 11 

基本目標１ すべての市民がともに活き活きと暮らす社会 ................................................ 11 

基本施策１ 推進体制の整備............................................................................................................. 11 

(1)啓発活動の推進 ........................................................................................................................... 11 

(2)障害を理由とする差別の解消 .............................................................................................. 13 

(3)福祉関係団体等の活動支援 ................................................................................................... 14 

(4)情報・コミュニケーション支援の充実 ........................................................................... 16 

(5)権利擁護の推進 ........................................................................................................................... 18 

基本施策２ 交流機会の充実............................................................................................................. 20 

(1)交流の場の充実 ........................................................................................................................... 20 

(2)交流支援体制の確立 .................................................................................................................. 22 

基本施策３ 保健、医療体制の充実 .............................................................................................. 24 

(1)障害の早期発見と発達支援の充実 .................................................................................... 24 

(2)医療受診に対する支援 ............................................................................................................. 26 

基本目標 2 すべての市民がともに活動する社会 ................................................................... 28 

基本施策 1 人にやさしいまちづくり ......................................................................................... 28 

(1)生活環境のバリアフリー化の推進 .................................................................................... 28 

(2)移動・交通手段の充実 ............................................................................................................. 30 

(3)防災・防犯対策の充実 ............................................................................................................. 31 

基本施策 2 雇用、就労環境の充実 .............................................................................................. 33 

(1)雇用、就労支援の充実 ............................................................................................................. 33 

(2)就労機会の拡大と活動の場の創設 .................................................................................... 35 

基本施策 3 教育・保育、文化・スポーツの推進 ................................................................. 37 

(1)療育支援の充実 ........................................................................................................................... 37 

(2)教育・保育環境の充実 ............................................................................................................. 39 



(3)文化、芸術、スポーツ・レクリエーションの充実 .................................................. 41 

基本目標 3 すべての市民がともに自立する社会 ................................................................... 43 

基本施策 1 自立生活支援の拡充 ................................................................................................... 43 

(1)福祉サービスの拡充 .................................................................................................................. 43 

(2)相談支援体制の拡充 .................................................................................................................. 45 

(3)福祉人材の育成・確保 ............................................................................................................. 47 

(4)経済的支援の推進 ...................................................................................................................... 49 

基本施策 2 住まいの確保 ................................................................................................................. 50 

(1)障害に配慮した住宅の確保 ................................................................................................... 50 

基本施策 3 福祉施設等の整備促進 .............................................................................................. 52 

(1)福祉サービス施設等の整備促進 ......................................................................................... 52 

(2)既存福祉施設の機能拡充と利用負担軽減 ...................................................................... 53 

 

第 4 期石垣市障害福祉計画  

第１章 第 4 期障害福祉計画について .......................................................................................... 59 

1 計画の基本的な考え方 ................................................................................................................... 59 

2 障害福祉計画の変遷 ....................................................................................................................... 59 

3 第 4 期計画における成果目標と活動指標の関係 ............................................................ 60 

第２章 成果目標の設定指針及び目標値の設定 ........................................................................ 61 

1 施設入所者の地域生活への移行における指針 .................................................................. 61 

2 施設入所者の地域生活への移行の目標 ................................................................................. 62 

3 福祉施設から一般就労への移行 ............................................................................................... 63 

4 活動指標等の設定 ............................................................................................................................ 66 

5 地域生活支援事業の見込み量とその考え方 ....................................................................... 68 

 

資料編 

1 第４次石垣市障がい者福祉計画・第４期石垣市障害福祉計画策定の経緯 ........ 71 

2 第４次石垣市障がい者福祉計画及び第４期石垣市障害福祉計画策定委員会設置要綱

 ......................................................................................................................................................................... 72 

3 第４次石垣市障がい者福祉計画・第４期石垣市障害福祉計画策定委員会名簿 74 

4 第４次石垣市障がい者福祉計画・第４期石垣市障害福祉計画アンケート調査の概要

 ......................................................................................................................................................................... 75 

5 「第４次石垣市障がい者福祉計画・第４期石垣市障害福祉計画」策定にかかわるワー

クショップの概要.............................................................................................................................. 91 

6 「第４次石垣市障がい者福祉計画・第４期石垣市障害福祉計画」策定にかかわるヒア

リングの概要 ....................................................................................................................................... 92 

7 用語の解説 ........................................................................................................................................... 93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * * * * * * * * よく出
で

てくる用語
よ う ご

の説明
せつめい

 * * * * * * * * 

 

推進
すいしん

：はかどるように、積極的
せっきょくてき

におこなうこと。 

促進
そくしん

：はかどるように、 促
うなが

す、 働
はたら

きかけること。 

充 実
じゅうじつ

：内容
ないよう

をもっと良
よ

くすること。 

拡 充
かくじゅう

：対
たい

象
しょう

を増
ふ

やし、内
ない

容
よう

をもっと良
よ

くすること。 

  



 

 

 

 

 

 

 

第
だい

4次
じ

石
いし

垣
がき

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  
挿絵
さ し え

 

第
だい

１回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 展示
て ん じ

作品
さくひん

 

作者
さくしゃ

 （故
こ

）仲宗根
な か そ ね

 朝子
と も こ

 



 

1 
 

第
だい

1 章
しょう

 計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

の前
ぜん

提
てい

 

 

1 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

本市
ほ ん し

においては、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

から「第
だい

３次
じ

石
いし

垣
がき

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及
およ

び「第
だい

２期
き

石
いし

垣
がき

市
し

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

から「第
だい

3期
き

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」を一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

し、「三 共
さんきょう

（ともに）の

心
こころ

でつくる、ゆめみらい・いしがき」の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の実現
じつげん

を図
はか

るため、みんなで支
ささ

え合
あ

う・共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

のなかで、 障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

に向
む

けた多様
た よ う

な 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の施策
し さ く

を推進
すいしん

してきました。近年
きんねん

、

障
しょう

がい者
しゃ

を取
と

り巻
ま

く環 境
かんきょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

を批准
ひじゅん

する動
うご

きの中
なか

で大
おお

きく変化
へ ん か

しています。本
ほん

市
し

が目
め

指
ざ

すこれからの 障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

施
し

策
さく

は、これまで掲
かか

げてきた「すべての市民
し み ん

が、それぞれ

の人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

う共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

であり、地域
ち い き

社会
しゃかい

の変化
へ ん か

やニーズ
に ー ず

に柔 軟
じゅうなん

に対応
たいおう

し、

自分
じ ぶ ん

らしい社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことを可能
か の う

とする仕
し

組
く

みづくりを 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に反映
はんえい

させる

ため、新
あら

たな法
ほう

制度
せ い ど

に基
もと

づき総
そう

合
ごう

的
てき

に推進
すいしん

する「第
だい

4次
じ

石
いし

垣
がき

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」（以
い

下
か

「第
だい

4次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」という。）及
およ

び「第
だい

４期
き

石
いし

垣
がき

市
し

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」（以下
い か

「第
だい

4期
き

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」

という。）を策定
さくてい

します。 

 

       国、県における 
   障害者福祉施策の主な動向    石垣市障がい者福祉計画・障害福祉計画 

 
 
平成２1 年度 

 
 

平成２2 年度 
 
 
平成 23 年度 
 
 
平成 24 年度 
 
 
平成 25 年度 
 
 
 
 
平成 26 年度 
 
 
 
 
平成 27 年度 
 
 
 
平成２８年度 

  

「障害者自立支援法」の一部改正 

「障害者基本法」の一部改正 

「障害者虐待防止法」の施行 

「障害者自立支援法」が 

「障害者総合支援法」へ名称変更 

「障害者差別解消法」の成立 

第 3 期障害福祉計画 

第 4 次障がい者福祉計画の策定 

第４次障がい者福祉計画 

第 3 期障害福祉計画の策定 

第 3 次障がい者福祉計画 

第 2 期障害福祉計画 

第 3 次障がい者福祉計画の策定 

第 4 期障害福祉計画の策定 

第 4 期障害福祉計画

「沖縄県共生社会条例」施行 

「障害者差別解消法」の施行 



 

2 
 

2 計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 

 

(1)第
だい

4次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

と第
だい

4期
き

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

の関
かん

係
けい

  

①第
だい

4次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

第
だい

11 条
じょう

3項
こう

に定
さだ

める「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」であり、本市
ほ ん し

の 障
しょう

がい者
しゃ

のため

の施策
し さ く

を推進
すいしん

する上
うえ

での基本
き ほ ん

事項
じ こ う

を定
さだ

める計画
けいかく

として位置
い ち

づけられます。 

 

障害者基本法第 11 条３項 

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市

町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障がい者のための施策に

関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

    

②第
だい

4期
き

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

第
だい

88 条
じょう

に基
もと

づく「市町村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」として、 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に即応
そくおう

し、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

における推進
すいしん

施策
し さ く

の一部
い ち ぶ

を下図
か ず

のとおり包含
ほうがん

するもの

として、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の確保
か く ほ

に関
かん

する計画
けいかく

として位置
い ち

づけます。したがって、計
けい

画
かく

に掲
かか

げる基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

、基
き

本
ほん

目
もく

標
ひょう

等
とう

は 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の内容
ないよう

を受
う

け継
つ

ぐものとします。 

 

障害者総合支援法第 88 条 

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法

律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。 

 

  

推進施策 

〇すべての市民が共に活き活きと暮らす社会 

(1)推進体制の整備 

(2)交流機会の充実 

(3)保健、医療体制の充実 

〇すべての市民がともに活動する社会 

(1)人にやさしまちづくり  

(2)雇用、就労環境の充実  

(3)教育・保育、文化・スポーツの推進  

〇すべての市民がともに自立する社会 

(1)自立生活支援の充実 

(2)住まいの確保 

(3)既存福祉施設等の整備促進 

  

【第４期障害福祉計画】 

 

〇各年度における福祉サービ

スの種類ごとの見込量 

〇見込量の確保の方策 

〇地域生活支援事業における

実施見込み及び方策 

〇計画の評価 

 

第４次障がい者福祉計画 

生
活
支
援
の
見
込
み
量
の
設
定 
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(2)その他
た

計
けい

画
かく

との関
かん

係
けい

 

本計画
ほんけいかく

は、石垣市
い し が き し

総合
そうごう

計画
けいかく

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づくものとし、市
し

の福祉
ふ く し

関連
かんれん

計画
けいかく

及
およ

びその他
た

関連
かんれん

計画
けいかく

との連携
れんけい

、整合性
せいごうせい

を保
たも

つ計画
けいかく

として位置
い ち

づけます。 

また、 障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

及
およ

び 障
しょう

害
がい

者
しゃ

総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

法
ほう

が定
さだ

める市
し

町
ちょう

村
そん

計
けい

画
かく

として、 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する

施
し

策
さく

全
ぜん

般
ぱん

の方
ほう

向
こう

性
せい

を示
しめ

すとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

に係
かか

わる事業
じぎょう

目 標
もくひょう

を設定
せってい

する

計画
けいかく

として位置
い ち

づけ、「第
だい

4次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」が「第
だい

4期
き

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」を包含
ほうがん

するものと

して両計画
りょうけいかく

を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

します。 

 

【第
だい

4次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

と他
た

の計画
けいかく

との関係
かんけい

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連携 

整合・連携 整合 

〇障害者基本法 

〇障害者総合支援法 

【国、沖縄県】 

〇国 

「障害者基本計画」 

（平成２５年度～平成 35 年度） 

〇沖縄県 

「第４次沖縄県障害者基本計画」 

（平成 26 年度～平成３３年度） 

「第４期沖縄県障害福祉計画」 

（平成 27 年度～平成２９年度） 

石垣市総合計画 

（基本構想・基本計画） 

第４次障がい者福祉計画 

第４期障害福祉計画 

〇21 パールプランいしがき 

〇子ども・子育て支援事業計画 

〇健康づくり関連計画 

石垣市地域福祉計画 

石垣ほっとハートプラン（平成２５年度～平成２９年度）
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3 計画
けいかく

期間
き か ん

の 考
かんが

え方
かた

 

「第
だい

4次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」が「第
だい

4期
き

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」を包含
ほうがん

するという位
い

置
ち

づけを 行
おこな

って

いることから、両計画
りょうけいかく

は整合性
せいごうせい

をもって策定
さくてい

されるべきものです。 

しかし、「第
だい

4期
き

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」は障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の見込量
みこみりょう

を設定
せってい

するものとして、３年
ねん

を

１期
き

としています。一方
いっぽう

、現行
げんこう

の「第
だい

3次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の計画
けいかく

期間
き か ん

は５か年
ねん

と設定
せってい

されて

おり、両計画
りょうけいかく

の期間
き か ん

にズレ
ず れ

が 生
しょう

じています。 

したがって、「第
だい

4期
き

障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」の見
み

直
なお

し時
じ

期
き

に、中
ちゅう

間
かん

見
み

直
なお

しを必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて実
じっ

施
し

できる

ように、「第
だい

4次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

」の期
き

間
かん

を６年
ねん

間
かん

に変
へん

更
こう

します。 
 

計画
けいかく

の期間
き か ん

 

年度 

計画 

平 成 

２７年度 

平 成 

２8 年度

平 成 

２9 年度

平 成 

30 年度

平 成 

31 年度 

平 成 

32 年度

障がい者福祉計画 

      

障害福祉計画 

      

 

 

4 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

(1)計画
けいかく

策定
さくてい

の組織
そ し き

体制
たいせい

 

①石垣市
い し が き し

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

及
およ

び 障
しょう

害
がい

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

委
い

員
いん

会
かい

の設置
せ っ ち

 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の知
ち

識
しき

及
およ

び経
けい

験
けん

のある者
もの

、 障
しょう

がい者
しゃ

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する事
じ

業
ぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

等
とう

を

構成員
こうせいいん

とした策定
さくてい

委員会
い い ん か い

を設置
せ っ ち

し、計画
けいかく

案
あん

の検討
けんとう

・審議
し ん ぎ

を 行
おこな

いました。 

 

(2)計画
けいかく

策定
さくてい

への 障
しょう

がい者
しゃ

の参加
さ ん か

の位置
い ち

づけ 

第
だい

２次
じ

から第
だい

３次
じ

にわたる本市
ほ ん し

の「 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の策定
さくてい

においては当事者
と う じ し ゃ

である 障
しょう

がい者
しゃ

の参加
さ ん か

による計画
けいかく

策定
さくてい

に取
と

り組
く

んできました。 

第
だい

４次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

の策定
さくてい

においても、これまでの計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

の 考
かんが

え方
かた

を受
う

け継
つ

ぎ、実
じっ

態
たい

及
およ

びニ
に

ー
ー

ズ
ず

調
ちょう

査
さ

の実
じっ

施
し

、障
しょう

がい者
しゃ

を対 象
たいしょう

としたワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

を開催
かいさい

するとともに、市内
し な い

の 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

及
およ

びサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

提
てい

供
きょう

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

等
とう

に対
たい

しヒアリング
ひ あ り ん ぐ

を実施
じ っ し

しました。 

 

第４次障がい者福祉計画（６年） 

第４期障害福祉計画（３年） 第 5 期障害福祉計画（３年） 
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①実
じっ

態
たい

及
およ

びニ
に

ー
ー

ズ
ず

調
ちょう

査
さ

の実施
じ っ し

 

65歳
さい

未満
み ま ん

の 障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）を対 象
たいしょう

に、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における生活
せいかつ

課題
か だ い

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の

利用
り よ う

状 況
じょうきょう

や今後
こ ん ご

の利用
り よ う

意向
い こ う

を把握
は あ く

し、計画
けいかく

策定
さくてい

の基礎
き そ

資料
しりょう

とすることを目的
もくてき

として

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 

② 障
しょう

がい者
しゃ

を対 象
たいしょう

としたワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

の実施
じ っ し

 

障
しょう

がい者
しゃ

を対 象
たいしょう

として、互
たが

いの障 害
しょうがい

を理
り

解
かい

し合
あ

うとともに、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

等
とう

における課題
か だ い

や

サービス
さ ー び す

利用
り よ う

等
とう

に対
たい

する問
もん

題
だい

点
てん

を把
は

握
あく

するため、ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

を開催
かいさい

しました。 

 

③ 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

に対
たい

するヒ
ひ

ア
あ

リ
り

ン
ん

グ
ぐ

の実施
じ っ し

 

各 障
かくしょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

や保護者
ほ ご し ゃ

の会
かい

等
とう

に対
たい

し、 障
しょう

がいのある方
かた

の介護
か い ご

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

、

就 労
しゅうろう

等
とう

の問題点
もんだいてん

、今後
こ ん ご

実施
じ っ し

が望
のぞ

まれる 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

等
とう

に関
かん

する意
い

見
けん

交
こう

換
かん

の場
ば

として

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

を実施
じ っ し

しました。 

 

④サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

提
てい

供
きょう

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

に対
たい

するヒ
ひ

ア
あ

リ
り

ン
ん

グ
ぐ

の実
じっ

施
し

 

市内
し な い

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

やサービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

に対
たい

し、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を提 供
ていきょう

する際
さい

の

問題点
もんだいてん

や課題
か だ い

などの把握
は あ く

、今後
こ ん ご

のサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の在
あ

り方
かた

などに関
かん

する意
い

見
けん

交
こう

換
かん

の場
ば

とし

てヒアリング
ひ あ り ん ぐ

を実施
じ っ し

しました。 
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第
だい

2 章
しょう

 計
けい

画
かく

骨
こっ

子
し

の 考
かんが

え方
かた

 

1 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

(1) 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、お互
たが

いを理解
り か い

し、それぞれの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

う共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

と自己
じ こ

選択
せんたく

と自己
じ こ

決定
けってい

により、自分
じ ぶ ん

らしい社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことを可能
か の う

とする仕組
し く

みを

持
も

つ社会
しゃかい

の実現
じつげん

のために、 

〇すべての市民
し み ん

にとって暮
く

らしやすい、やさしいまちであることをめざします。 

〇すべての市民
し み ん

が、人
ひと

として限
かぎ

りなく 尊
とうと

ばれる社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざします。 

そのために、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

や事業
じぎょう

が絶
た

え間
ま

なく続
つづ

けられ、ノ
の

—
ー

マライゼーション
ま ら い ぜ ー し ょ ん

の理念
り ね ん

が深
ふか

く浸
しん

透
とう

した「三 共
さんきょう

（ともに）の 心
こころ

でつくる、ゆめみらい・いしがき」の実現
じつげん

をめざし

ます。 

 

 

 

 

 

三 共
さんきょう

（ともに）の 心
こころ

でつくる、ゆめみらい・いしがき 

 

 (2)基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の 考
かんが

え方
かた

 

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

」及
およ

び「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

」において、障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

については、障 害
しょうがい

の

あるなしに関
かか

わらず、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざすた

めに講
こう

じられるものとされています。 

 

 

〇基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

を 享
きょう

有
ゆう

するかけがえのない個人
こ じ ん

として尊 重
そんちょう

される 

〇相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する 

〇可能
か の う

な限
かぎ

り身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

において必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられる 

〇社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

や選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

される 

〇日 常
にちじょう

生活
せいかつ

、社会
しゃかい

生活
せいかつ

を制約
せいやく

する社会
しゃかい

における障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に資
し

する 

 

＊＊＊＊＊ 三
さん

 共
きょう

 の 心
こころ

 ＊＊＊＊＊ 

＊ 共
きょう

 生
せい

 の こころ：ともに活
い

き活
い

きと暮
く

らす社
しゃ

会
かい

 

＊ 共
きょう

 動
どう

 の こころ：ともに活動
かつどう

する社会
しゃかい

 

＊ 共
きょう

 立
りつ

 の こころ：ともに自立
じ り つ

する社会
しゃかい
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2 計画
けいかく

策定
さくてい

の基本
き ほ ん

視点
し て ん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、 自
みずか

らの能 力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

に発揮
は っ き

し自己
じ こ

実現
じつげん

を果
は

たしていくことを支援
し え ん

する

ため、計画
けいかく

策定
さくてい

に関
かか

わる視点
し て ん

を次
つぎ

のように設定
せってい

します。 

  【計画
けいかく

の基本
き ほ ん

視点
し て ん

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本
き ほ ん

視点
し て ん

１ 

相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

め、共
とも

に生
い

きる地域
ち い き

づくり 
 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

もお互
たが

いの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し、支
ささ

え合
あ

い助
たす

け合
あ

っていくことが

できる共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざしていくことが必要
ひつよう

です。 

すべての市民
し み ん

が相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

め、ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の理念
り ね ん

が息
いき

づき共
とも

に暮
く

らすことがで

きる社会
しゃかい

であるための取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

 

基本
き ほ ん

視点
し て ん

２ 

あらゆる分野
ぶ ん や

に参加
さ ん か

し、活動
かつどう

する仕組
し く

みづくり 
 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、自
みずか

らの選択
せんたく

と決定
けってい

によってあらゆる社会
しゃかい

活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が均
きん

等
とう

に

確保
か く ほ

されるよう、社会的
しゃかいてき

なバリア
ば り あ

が払
ふっ

しょくされた地域
ち い き

社会
しゃかい

であることが大切
たいせつ

です。 

住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らし、学
まな

び、 働
はたら

く等
とう

の場面
ば め ん

において均等
きんとう

な機会
き か い

が確保
か く ほ

さ 

れた社会
しゃかい

参加
さ ん か

を通
とお

して 自
みずか

らの 力
ちから

を発揮
は っ き

し、活
い

き活
い

きとした社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができる

環 境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

みます。 

 

基本
き ほ ん

視点
し て ん

３ 

多様
た よ う

なニーズ
に ー ず

に応
おう

じた支援
し え ん

の仕組
し く

みづくり 
 

障 害
しょうがい

の重複化
ちょうふくか

や発達
はったつ

が気
き

になる児童
じ ど う

、難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

への支援
し え ん

拡
かく

大検討
だいけんとう

など、対 象
たいしょう

を広
ひろ

げた

多様
た よ う

な 障
しょう

がい者
しゃ

ニーズ
に ー ず

に柔 軟
じゅうなん

に対応
たいおう

する谷間
た に ま

のない 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の推進
すいしん

が求
もと

められ

ています。 

出来
で き

る限
かぎ

り、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において日 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 営
いとな

むことができるように、障 害
しょうがい

の

特性
とくせい

やニーズ
に ー ず

に応
おう

じたサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るなど、自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する仕組
し く

みづ

くりに取
と

り組
く

みます。 

  

相互理解を深め、共に生

きる地域づくり 

多様なニーズに応じた

支援の仕組みづくり 
あらゆる分野に参加し、

活動する仕組みづくり 
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3 基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

１ 

すべての市民
し み ん

がともに活
い

き活
い

きと暮
く

らす社会
しゃかい

 

 

すべての市民
し み ん

に対
たい

する人権
じんけん

や利益
り え き

等
とう

が擁護
よ う ご

され、障 害
しょうがい

のあるなしにかかわらず、お互
たが

いを認
みと

め合
あ

い、差別意識
さ べ つ い し き

をなくし支
ささ

え合
あ

いながら共
とも

に生
い

きるという認識
にんしき

を高
たか

めた地域
ち い き

社会
しゃかい

のなかで

安心
あんしん

して活
い

き活
い

きと暮
く

らしていくことができる環 境
かんきょう

づくりが大切
たいせつ

です。 

障 害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする偏見
へんけん

、差別
さ べ つ

などの意識的
い し き て き

な障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

いて

いくとともに、 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための取
と

り組
く

みや、多様
た よ う

な情 報
じょうほう

を得
え

ながらあらゆる社会
しゃかい

活動
かつどう

に自由
じ ゆ う

に参加
さ ん か

できる機会
き か い

を均
きん

等
とう

に保障
ほしょう

していく仕組
し く

みづ

くりを進
すす

めます。 

また、障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

、治療
ちりょう

、予防
よ ぼ う

対策
たいさく

や発達
はったつ

の遅
おく

れ等
とう

が気
き

になる児童
じ ど う

に対
たい

する支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、すべての市民
し み ん

が健康
けんこう

で豊
ゆた

かな日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができる多様
た よ う

な保健
ほ け ん

、

医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

る取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

2 

すべての市民
し み ん

がともに活動
かつどう

する社会
しゃかい

 

 

すべての市民
し み ん

が、安全
あんぜん

と安心感
あんしんかん

のある地域
ち い き

社会
しゃかい

のなかで障 害
しょうがい

のあるなしによって分
わ

け隔
へだ

て

されることなく 働
はたら

くこと、スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を 行
おこな

う事
こと

ができ、障 害
しょうがい

の

特性
とくせい

に応
おう

じて、できる限
かぎ

り 障
しょう

がいのない児童
じ ど う

と同様
どうよう

に教 育
きょういく

を受
う

けることができる環 境
かんきょう

づくり

が必要
ひつよう

です。 

そのため、すべての市民
し み ん

がその能 力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

に発揮
は っ き

し、自己
じ こ

実現
じつげん

を果
は

たしていくことがで

きるように、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じたより質
しつ

の高
たか

い教 育
きょういく

・保育
ほ い く

を提
てい

供
きょう

するとともに、生
い

きがいを

もって 働
はたら

くことができる雇用
こ よ う

、 就 業
しゅうぎょう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

また、移動
い ど う

交通
こうつう

手段
しゅだん

等
とう

の改善
かいぜん

等
とう

を含
ふく

めたバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

するとともに、安全
あんぜん

と安心感
あんしんかん

に支
ささ

えられた地域
ち い き

づくりを進
すす

めます。 

 

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

3 

すべての市民
し み ん

がともに自立
じ り つ

する社会
しゃかい

 

 

すべての市民
し み ん

が、自分
じ ぶ ん

らしい生
い

き方
かた

を実現
じつげん

していくため、障 害
しょうがい

の程度
て い ど

や 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を 自
みずか

ら選択
せんたく

し利用
り よ う

できる仕組
し く

みづくりが必要
ひつよう

です。 
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住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で生活
せいかつ

の質
しつ

を高
たか

め、自立
じ り つ

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支援
し え ん

して

いくため、きめ細
こま

かな個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

に基
もと

づく、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

また、市民
し み ん

が抱
かか

える社会的
しゃかいてき

な問題
もんだい

や悩
なや

み事
ごと

に柔 軟
じゅうなん

に対応
たいおう

していくため、石垣市
い し が き し

障
しょう

がい者
しゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（以下
い か

「自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」という。）、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 所
ぎょうしょ

や関係
かんけい

機関
き か ん

、団体
だんたい

との

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

を図
はか

るなど、障 害
しょうがい

の種別
しゅべつ

に応
おう

じた専門性
せんもんせい

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

さらに、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

への支援
し え ん

、福祉
ふ く し

人材
じんざい

の育成
いくせい

確保
か く ほ

を図
はか

るとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

移行
い こ う

や在宅
ざいたく

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

を支援
し え ん

するための住 宅
じゅうたく

確保
か く ほ

対策
たいさく

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充 実
じゅうじつ

、

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

施設
し せ つ

の整備
せ い び

促進
そくしん

、既存
き ぞ ん

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の整備
せ い び

拡 充
かくじゅう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

 

 

 



 

10
 

 4
 
施

策
し

さ
く

の
体

系
た

い
け

い

 

 

10 
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第
だい

3 章
しょう

 推進
すいしん

施策
し さ く

 

基本
き ほ ん

目 標
もくひょう

１ すべての市民
し み ん

がともに活
い

き活
い

きと暮
く

らす社会
しゃかい

          

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

１ 推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 (1)啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

                              

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

による「地域
ち い き

や市民
し み ん

の 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

が深
ふか

まったと思
おも

う割合
わりあい

」

は 24.8％と、いまだ低
ひく

い 状 況
じょうきょう

にあります。 

〇精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

普及
ふきゅう

月間
げっかん

でのパネル展
ぱ ね る て ん

やリレーエッセイ
り れ ー え っ せ い

、障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

市民
し み ん

のつどいの

開催
かいさい

、各課
か く か

による研修会
けんしゅうかい

等
とう

を実施
じ っ し

していますが、十 分
じゅうぶん

とは言
い

えない 状 況
じょうきょう

にあります。

平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

から講習会
こうしゅうかい

等
とう

の啓発
けいはつ

事業
じぎょう

実施
じ っ し

を予定
よ て い

しています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

してもっと理解
り か い

して欲
ほ

しい。地域
ち い き

の理解
り か い

が進
すす

んでいくことを望
のぞ

みます。 

〇学校
がっこう

（ 小
しょう

・中
ちゅう

・高
こう

）で障 害
しょうがい

に対
たい

する講話
こ う わ

やロールプレイング
ろ ー る ぷ れ い ん ぐ

など道徳
どうとく

、ホームルーム
ほ ー む る ー む

の時間
じ か ん

に取
と

り入
い

れて話
はな

し、具体的
ぐ た い て き

な支援
し え ん

、 心
こころ

ある言葉
こ と ば

のかけ方
かた

などを取
と

り入
い

れていく

ことを希望
き ぼ う

します。 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の周
まわ

りの方々
かたがた

から変
か

わっていかなければ何
なん

の改善
かいぜん

にもならないと思
おも

います。

把握
は あ く

することはもちろんですが、啓発
けいはつ

していく事
こと

も必要
ひつよう

に思
おも

います。 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して理解
り か い

がないのではなくて、そういう機会
き か い

がない、経験
けいけん

したことがな

いためにどうしていいのかわからないんだと思
おも

う。自分
じ ぶ ん

の子
こ

どもが発達
はったつ

障 害
しょうがい

だったこ

とをきっかけに、いろいろ調
しら

べ、知
し

ったことが多
おお

かった。 

〇自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

が 障
しょう

がい者
しゃ

になってわかったこともある。 

〇 私
わたし

たち 障
しょう

がい者
しゃ

自身
じ し ん

も、自
みずか

らの声
こえ

で、障 害
しょうがい

について理解
り か い

を求
もと

める声
こえ

を出
だ

していくこ

とも必要
ひつよう

。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障 害
しょうがい

にかかわる問題
もんだい

は、一人
ひ と り

の人間
にんげん

として基本的
き ほ ん て き

な人権
じんけん

問題
もんだい

であり、すべての市民
し み ん

の

共 通
きょうつう

の問題
もんだい

として捉
とら

えていく必要
ひつよう

があります。 

障 害
しょうがい

に対
たい

する様々
さまざま

な偏
へん

見
けん

や差別
さ べ つ

意識
い し き

といった「こころのバリア
ば り あ

」を取
と

り除
のぞ

いていくため



 

12 
 

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

や、多様
た よ う

な障 害
しょうがい

を理解
り か い

していくための福祉
ふ く し

教 育
きょういく

などの充 実
じゅうじつ

を図
はか

ることが

重 要
じゅうよう

なこととなっています。 

 

〇障 害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

め、一人
ひ と り

ひとりの人権
じんけん

が尊 重
そんちょう

される社会
しゃかい

のなかで、共
とも

に

生
い

きる共 生
きょうせい

の 心
こころ

を 育
はぐく

む普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

〇「障害者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

」等
とう

の各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

などを中 心
ちゅうしん

に、市内
し な い

の 障
しょう

がい者
しゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

及
およ

び福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、障 害
しょうがい

や 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めるため、

当事者
と う じ し ゃ

を講師
こ う し

とした講演会
こうえんかい

の開催
かいさい

や多様
た よ う

な交 流
こうりゅう

機会
き か い

の拡 充
かくじゅう

を図
はか

るなど、「こころの

バリア
ば り あ

」を取
と

り除
のぞ

くための多様
た よ う

な取
と

り組
く

みを積極的
せっきょくてき

に進
すす

めます。 

〇保育所
ほ い く し ょ

（園
えん

）、幼稚園
よ う ち え ん

、各学校
かくがっこう

等
とう

との連携
れんけい

により、「 車
くるま

いす体験
たいけん

」、「アイマスク
あ い ま す く

体験
たいけん

」

等
とう

の体験
たいけん

学 習
がくしゅう

や「特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

」に通
かよ

う子
こ

どもたちとの交 流
こうりゅう

活動
かつどう

を積極的
せっきょくてき

に支援
し え ん

す

るなど、幼少期
ようしょうき

から障 害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める教 育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

○生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

の一環
いっかん

として開催
かいさい

されているまちづくり市民
し み ん

講座
こ う ざ

「ゆめみらい」等
とう

の活用
かつよう

を

含
ふく

めた各種
かくしゅ

学 級
がっきゅう

及
およ

び講座
こ う ざ

等
とう

に 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する学 習
がくしゅう

内容
ないよう

を取
と

り入
い

れ、障 害
しょうがい

に

対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める機会
き か い

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

〇広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

〇教 育
きょういく

・保育
ほ い く

の場
ば

における、福祉
ふ く し

教 育
きょういく

の推進
すいしん
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

１ 推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 (2)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

                        

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

による「差別
さ べ つ

や嫌
いや

な思
おも

いをしたことがある」とする回答
かいとう

割合
わりあい

は 57.2％

と過半数
か は ん す う

を占
し

め、嫌
いや

な思
おも

いをした場所
ば し ょ

の上位
じょうい

は「外出先
がいしゅつさき

（47.5％）」、「学校
がっこう

や職場
しょくば

（37.7％）」「住
す

んでいる地域
ち い き

（22.8％）」等
とう

となっています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

に 携
たずさ

わる施設
し せ つ

等
とう

職 員
しょくいん

のレベル
れ べ る

を上
あ

げてほしい。理解
り か い

がない。 障
しょう

がい者
しゃ

は

かわいそうな人
ひと

ではありません。何
なに

もできない人
ひと

でもありません。 

〇障 害
しょうがい

があるなしに関係
かんけい

なく、差別
さ べ つ

をしないで助
たす

け合
あ

ってほしい。相談
そうだん

にのってほしい。 

〇社会
しゃかい

において差別
さ べ つ

・偏見
へんけん

がまだ感
かん

じられ、当事者
と う じ し ゃ

本人
ほんにん

の 心
こころ

のケア
け あ

などを講
こう

じてほしい。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

では「社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を制約
せいやく

する、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

その他
た

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

する行為
こ う い

が禁止
き ん し

されなければならない」としています。この原則
げんそく

を具現化
ぐ げ ん か

す

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

」が制定
せいてい

されました。 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、どのような場
ば

においても社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

を感
かん

じることがないように、

障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に関
かか

わる配慮
はいりょ

、障
しょう

がいのある人
ひと

の人格
じんかく

が尊 重
そんちょう

されるように、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

に取
と

り組
く

み、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

施策
し さ く

を積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

しま

す。 

 

〇障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

や嫌
いや

な思
おも

いをすることがないように、差別
さ べ つ

を感
かん

じることが多
おお

い

とされる地域
ち い き

や学校
がっこう

・職場
しょくば

（企業
きぎょう

）等
など

と連携
れんけい

し、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に不利益
ふ り え き

を 被
こうむ

ることが無
な

いように啓発
けいはつ

活動
かつどう

を 行
おこな

います。 

〇当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

や福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

、団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

に向
む

けた具体的
ぐ た い て き

施策
し さ く

の在
あ

り方
かた

や

実施
じ っ し

方法
ほうほう

の充 実
じゅうじつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

〇差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

に向
む

けた広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

〇障 害
しょうがい

への理解
り か い

、人権
じんけん

擁護
よ う ご

に対
たい

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

の実施
じ っ し

 

〇出前
で ま え

講座
こ う ざ

等
とう

の啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

１ 推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 (3)福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

の活動
かつどう

支援
し え ん

                         

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇市内
し な い

には、八重山
や え や ま

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協 会
きょうかい

をはじめとする当
とう

事者
じ し ゃ

団体
だんたい

や 障
しょう

がいのある子
こ

を持
も

つ親
おや

の会
かい

等
とう

の団体
だんたい

等
とう

があります。 

〇諸団体
しょだんたい

の活動
かつどう

への参加
さ ん か

協 力
きょうりょく

や、育成
いくせい

補助
ほ じ ょ

金
きん

を交
こう

付
ふ

する等
とう

の活動
かつどう

支援
し え ん

を実施
じ っ し

しています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇病気
びょうき

であれ、障 害
しょうがい

であれ新生児
し ん せ い じ

として、生
う

まれてから何回
なんかい

も手 術
しゅじゅつ

をしていく親
おや

の経験
けいけん

を語
かた

ることができればと思
おも

っています。だから、親
おや

の会
かい

を立
た

ち上
あ

げ、新
あたら

しく 障
しょう

がいの

ある子
こ

どもの保護者
ほ ご し ゃ

に、なにもかもはじめてのことをいろいろ教
おし

えていきたい。 

〇市内
し な い

に 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

は数多
かずおお

く存在
そんざい

するが、こうした団体
だんたい

が日常的
にちじょうてき

に集
あつ

まる場所
ば し ょ

や何
なに

かやろうとする時
とき

に使
つか

える場所
ば し ょ

がないので、みんなが利用
り よ う

できる場所
ば し ょ

を提
てい

供
きょう

してもら

いたい。（現在
げんざい

、石垣市
い し が き し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

（以下
い か

「社 協
しゃきょう

」という）のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

室
しつ

を月
つき

１

回
かい

無料
むりょう

で利用
り よ う

しているが、その他
た

の施設
し せ つ

は有 料
ゆうりょう

） 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

や関係
かんけい

団体
だんたい

の活動
かつどう

は、障
しょう

がいのある人
ひと

の交 流
こうりゅう

や生
い

きがい

づくりの場
ば

として、また、障 害
しょうがい

に関
かん

する多様
た よ う

な情 報
じょうほう

、会員
かいいん

相互
そ う ご

の経験
けいけん

を活
い

かした社会
しゃかい

生活
せいかつ

、

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に関
かん

するアドバイス
あ ど ば い す

を 行
おこな

うなど、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

での自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支
ささ

える重 要
じゅうよう

な

役割
やくわり

を担
にな

っています。今後
こ ん ご

とも、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の各
かく

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

における多様
た よ う

な支援
し え ん

活動
かつどう

を行うことができるように、制度
せ い ど

やサービス
さ ー び す

利用
り よ う

に対
たい

する情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、利用
り よ う

できる場
ば

の創設
そうせつ

、活動
かつどう

運営費
う ん え い ひ

の助成
じょせい

を 行
おこな

うなど、団体
だんたい

活動
かつどう

の円滑
えんかつ

な運営
うんえい

に向
む

けた支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

を社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で支
ささ

えていくことができるよう地域
ち い き

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

、 障
しょう

が

い者
しゃ

団体
だんたい

の育成
いくせい

や立
た

ち上
あ

げ支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

〇社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、公 共
こうきょう

施設
し せ つ

の利用
り よ う

に対
たい

する緩和
か ん わ

を 行
おこな

うなど、

各団体
かくだんたい

等
など

が気軽
き が る

に集
あつ

まれる場
ば

の確保
か く ほ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

〇障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

や制度
せ い ど

などに関
かん

する情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を積極的
せっきょくてき

に 行
おこな

うとともに、

円滑
えんかつ

な活動
かつどう

を推進
すいしん

するための活動費
か つ ど う ひ

の助成
じょせい

を含
ふく

めた支援
し え ん

を 行
おこな

います。 
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≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

、ＮＰＯ
えぬぴーおー

団体
だんたい

等
とう

の活動
かつどう

支援
し え ん

  

〇活動
かつどう

の場
ば

の創設
そうせつ

  

〇施設
し せ つ

利用
り よ う

緩和
か ん わ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第
だい

2回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

「むりぶしファミリー
ふ ぁ み り ー

」 

作
さく

 サポートセンター
さ ぽ ー と せ ん た ー

（むりぶし） 
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

１ 推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 (4)情 報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

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

】 

〇アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

による、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

に関
かん

する情 報
じょうほう

の 入
にゅう

手先
しゅさき

の第
だい

1位
い

は、「本
ほん

や新聞
しんぶん

、

雑誌
ざ っ し

の記事
き じ

、テレビ
て れ び

やラジオ
ら じ お

のニュース
に ゅ ー す

」で 35.0％なっており、情 報
じょうほう

を容易
よ う い

に入 手
にゅうしゅ

で

きるように音声
おんせい

や点字
て ん じ

など、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

〇点
てん

字
じ

・声
こえ

の広報
こうほう

等
など

の発行
はっこう

を、委託
い た く

事業
じぎょう

により実施
じ っ し

するとともに、専 従
せんじゅう

手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

１名
めい

を

配置
は い ち

し、庁 内
ちょうない

通訳
つうやく

や派遣
は け ん

対応
たいおう

が不可能
ふ か の う

な時
とき

に代行
だいこう

通訳
つうやく

を実施
じ っ し

しています。また、毎年
まいとし

、

養成
ようせい

講座
こ う ざ

を開催
かいさい

していますが、派遣
は け ん

に繋
つな

がる程度
て い ど

の拡 充
かくじゅう

が出来
で き

ず人員
じんいん

不足
ぶ そ く

が課題
か だ い

とな

っています。 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の周知
しゅうち

が不十分
ふじゅうぶん

な 状 況
じょうきょう

にあるため、平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

に各種
かくしゅ

給付
きゅうふ

概要
がいよう

、

発達
はったつ

支援
し え ん

に関
かん

する事項
じ こ う

を含
ふく

めた総合的
そうごうてき

なガイドブック
が い ど ぶ っ く

の作成
さくせい

を予定
よ て い

しています。 

〇平成
へいせい

24年度
ね ん ど

に、緊 急
きんきゅう

時
じ

に手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

を派遣
は け ん

することができる『八
や

重
え

山
やま

圏
けん

域
いき

聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

が

い者
しゃ

緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

システム
し す て む

』を立
た

ち上
あ

げ実施
じ っ し

しております。消 防
しょうぼう

本部
ほ ん ぶ

も加盟
か め い

していること

により救 急 車
きゅうきゅうしゃ

、消防車
しょうぼうしゃ

要請
ようせい

はできるようになりましたが、その他
た

の緊
きん

急時
きゅうじ

の対応
たいおう

が

不十分
ふじゅうぶん

な 状 況
じょうきょう

にあります。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇利用
り よ う

したいサービス
さ ー び す

や必要
ひつよう

とする情 報
じょうほう

を整理
せ い り

し、わかりやすいガイドブック
が い ど ぶ っ く

等
など

を作成
さくせい

してほしい。（必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

別
べつ

のパンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

や冊子
さ っ し

・手引
て び

きなど） 

〇地震
じ し ん

、津波
つ な み

、台風
たいふう

などの災
さい

害
がい

発生
はっせい

情 報
じょうほう

を即時
そ く じ

に伝
つた

えることができる情 報
じょうほう

伝達
でんたつ

システム
し す て む

や設備
せ つ び

を充 実
じゅうじつ

させてほしい。聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

は、音
おと

だけではわからないので、迅速
じんそく

な

対応
たいおう

が遅
おく

れる。目
め

でも確認
かくにん

できるように、赤 色
せきしょく

灯
とう

等
など

を併用
へいよう

した情 報
じょうほう

伝達
でんたつ

機器
き き

があれば

よい。 

〇 病
びょう

院
いん

、銀行
ぎんこう

、観光
かんこう

施設
し せ つ

（空港
くうこう

、港
みなと

）等
とう

においては、誰
だれ

でもわかりやすい案内
あんない

表示板
ひょうじばん

や

呼
よ

び出
だ

しベル
べ る

等
とう

を設置
せ っ ち

してほしい。（視覚
し か く

、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

への配慮
はいりょ

） 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で質
しつ

の高
たか

い日 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

をおくることがで

きるようにあらゆる場面
ば め ん

で、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、利用
り よ う

できる情 報
じょうほう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を

推進
すいしん

するとともに、更
さら

なる円滑
えんかつ

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

に努
つと

めます。 
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○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

とする情 報
じょうほう

の入 手
にゅうしゅ

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を容易
よ う い

に 行
おこな

うこと

ができるよう手話
し ゅ わ

、音訳
おんやく

、点訳
て ん じ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

等
など

の拡 充
かくじゅう

と、それらを担
にな

う人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

に努
つと

め情 報
じょうほう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の 充
じゅう

実
じつ

に取
と

り組
く

みます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が台風
たいふう

、地震
じ し ん

、津波
つ な み

などの災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

等
とう

における緊 急
きんきゅう

時
じ

の情 報
じょうほう

を

迅速
じんそく

かつ、正確
せいかく

に把握
は あ く

し迅速
じんそく

な行動
こうどう

を起
お

こすことができるよう情 報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

の整備
せ い び

・

拡 充
かくじゅう

に努
つと

めます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

の積極的
せっきょくてき

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な各種
かくしゅ

支援
し え ん

施策
し さ く

や支援
し え ん

機関
き か ん

等
とう

の情 報
じょうほう

、支援
し え ん

内容
ないよう

を整理
せ い り

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

に分
わ

かりやすく提 供
ていきょう

していくため、

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

や総合
そうごう

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

の作成
さくせい

、インターネット
い ん た ー ね っ と

、二次元
に じ げ ん

バーコード
ば ー こ ー ど

等
など

を

活用
かつよう

した情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

○各種
かくしゅ

関係
かんけい

団体
だんたい

等
など

との定期的
て い き て き

な懇談会
こんだんかい

や 情 報
じょうほう

交換会
こうかんかい

を開
かい

催
さい

し、最新
さいしん

の制度
せ い ど

情 報
じょうほう

や

サービスメニュー
さ ー び す め に ゅ ー

等
とう

の説明
せつめい

、情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を 行
おこな

うなど、必要
ひつよう

とする情 報
じょうほう

をわかりやす

く伝
つた

える機会
き か い

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○インターネット
い ん た ー ね っ と

、二次元
に じ げ ん

バーコード
ば ー こ ー ど

等
とう

を活用
かつよう

した多様
た よ う

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

 

〇音訳
おんやく

、点訳
てんやく

等
など

による情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

○「福祉
ふ く し

ガイド
が い ど

」、「福祉
ふ く し

マップ
ま っ ぷ

」等
とう

の作成
さくせい

 

○手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

や音
おん

訳
やく

者
しゃ

等
とう

の人材
じんざい

育成
いくせい

の充 実
じゅうじつ

 

〇聴 覚
ちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

システム
し す て む

の充 実
じゅうじつ

 

○関係
かんけい

機関
き か ん

との定期的
て い き て き

な懇談会
こんだんかい

や情 報
じょうほう

交換会
こうかんかい

の開催
かいさい
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

１ 推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 (5)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

】 

〇平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

「石垣市
い し が き し

障
しょう

がい者
しゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

」を設置
せ っ ち

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

の

権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する相談
そうだん

や 虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

に対
たい

する取
と

り組
く

みを進
すす

めていますが、

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

による同センター
ど う せ ん た ー

の認知度
に ん ち ど

は「わからない」の回答
かいとう

が 73.4％となって

おり、センター
せ ん た ー

自体
じ た い

の存在
そんざい

やセンター
せ ん た ー

機能
き の う

に対
たい

する周知
しゅうち

が課題
か だ い

となっています。 

〇平成
へいせい

23～26年度中
ねんどちゅう

、障
しょう

がいのある人
ひと

の成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

における市町村
しちょうそん

申 立
もうしたて

利用者
り よ う し ゃ

は２

名
めい

となっています。潜在的
せんざいてき

な利用
り よ う

意向
い こ う

があるものと 考
かんが

えられますが、アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

に

よる「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の認知度
に ん ち ど

」では、内容
ないよう

を知
し

らないとする割合
わりあい

が 74.4％となってお

り、制度
せ い ど

利用
り よ う

に対
たい

する周知
しゅうち

が課題
か だ い

となっています。 

〇選挙
せんきょ

や司法
し ほ う

手
て

続
つづ

き等
とう

において、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に公平
こうへい

さに欠
か

ける実態
じったい

があることも、人権
じんけん

擁護
よ う ご

の観点
かんてん

から課題
か だ い

となっています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇不当
ふ と う

な 扱
あつか

いを受
う

けた場合
ば あ い

に、弁護士
べ ん ご し

やケースワーカー
け ー す わ ー か ー

等
など

に気軽
き が る

に相談
そうだん

できる場所
ば し ょ

等
など

が

あればよい。（なかなか、人権
じんけん

擁護員
よ う ご い ん

や社 協
しゃきょう

さんが実施
じ っ し

する相談
そうだん

等
とう

の情 報
じょうほう

が得
え

られず、

つながりにくい） 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの人権
じんけん

を尊 重
そんちょう

する意識
い し き

の高揚
こうよう

を図
はか

るとともに、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を主体的
しゅたいてき

に

選択
せんたく

し、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

社会
しゃかい

のなかで自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らし続
つづ

けることを保障
ほしょう

する環 境
かんきょう

づくり

や、介助者
かいじょしゃ

や家族
か ぞ く

等
など

の高齢化
こ う れ い か

を見据
み す

えた成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の必要性
ひつようせい

の高
たか

まりを踏
ふ

まえ、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

に対
たい

する普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

るなど、障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

擁護
よ う ご

に対
たい

する取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

 

○日
にち

常
じょう

生活上
せいかつじょう

や福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

する場合
ば あ い

に不利益
ふ り え き

を受
う

けることがないよう日 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

を図
はか

るとともに、利用
り よ う

を 促
うなが

していくための支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

○関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

し成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

活動
かつどう

を 行
おこな

うとともに、制度
せ い ど

利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

〇「沖縄県障
おきなわけんしょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい社会
しゃかい

づくり条 例
じょうれい

」に基
もと

づき、

沖縄県
おきなわけん

と連携
れんけい

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を推進
すいしん

する体制
たいせい

づくりに取
と

り組
く

みます。 

○「石垣市
い し が き し

障
しょう

がい者
しゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

」において関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

と被害者
ひ が い し ゃ

保護
ほ ご

への取
と

り組
く

みを実施
じ っ し

します。 
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〇選挙
せんきょ

における投 票 場
とうひょうじょう

の設備
せ つ び

や投 票
とうひょう

の在
あ

り方
かた

、司法
し ほ う

手続
て つ づ

きに要
よう

する意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

について、実態
じったい

調査
ちょうさ

や改善
かいぜん

に向
む

けた環 境
かんきょう

整備
せ い び

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に対
たい

する取
と

り組
く

み 

○成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

、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

と実態
じったい

把握
は あ く

 

〇石垣市
い し が き し

障
しょう

がい者
しゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

の機能
き の う

強化
きょうか

 

〇選挙
せんきょ

や司法
し ほ う

手
て

続
つづ

き等
など

における環 境
かんきょう

整備
せ い び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第
だい

2回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

 「八角
はっかく

凧
たこ

」 

作者
さくしゃ

 南風
は え

立
だて

 剛
つよし
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

２ 交 流
こうりゅう

機会
き か い

の充 実
じゅうじつ

 

 (1)交 流
こうりゅう

の場
ば

の充 実
じゅうじつ

                              

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

の 協 力
きょうりょく

により実施
じ っ し

していますが、休 日
きゅうじつ

の居場所
い ば し ょ

がない 状 況
じょうきょう

にあり、いつでも気軽
き が る

に集
あつ

まれる場
ば

の整備
せ い び

が課題
か だ い

となっています。 

〇中 央
ちゅうおう

運動
うんどう

公園
こうえん

施設
し せ つ

の無料化
む り ょ う か

を実施
じ っ し

していますが、健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

を含
ふく

むその他
た

公 共
こうきょう

施設
し せ つ

においても利用
り よ う

緩和
か ん わ

を望
のぞ

む声
こえ

が多
おお

くあります。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

など、学生
がくせい

時代
じ だ い

にもっと多
おお

くの交 流
こうりゅう

機会
き か い

があれば、世
よ

の中
なか

もっと理解
り か い

あ

る大人
お と な

が増
ふ

えると思
おも

う。理解
り か い

ある大人
お と な

（親
おや

）が増
ふ

えれば、自然
し ぜ ん

に子
こ

ども達
たち

も理解
り か い

しま

す。 

〇市内
し な い

に障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

は数多
かずおお

く存在
そんざい

するが、こうした団体
だんたい

が日常的
にちじょうてき

に集
あつ

まる場所
ば し ょ

や何
なに

か

やろうとする時
とき

に使
つか

える場所
ば し ょ

がないので、みんなが利用
り よ う

できる場所
ば し ょ

を提 供
ていきょう

してもらい

たい。（現在
げんざい

、社 協
しゃきょう

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

室
しつ

を月
つき

１回
かい

無料
むりょう

で利用
り よ う

しているがその他
た

の施設
し せ つ

は

有 料
ゆうりょう

） 

（再掲
さいけい

） 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

と多
おお

くの市民
し み ん

が多様
た よ う

な機会
き か い

を通
とお

して交 流
こうりゅう

し、障 害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、

お互
たが

いの立場
た ち ば

を尊 重
そんちょう

することができる環 境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

みます。また、障
しょう

がいのある

人
ひと

同士
ど う し

が集
つど

い、活動
かつどう

の輪
わ

を広
ひろ

げていくことができるように、居場所
い ば し ょ

等
とう

の交 流
こうりゅう

の場
ば

を拡 充
かくじゅう

し

ます。 

 

○地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、親
おや

の会
かい

、関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

により身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で

の交 流
こうりゅう

の場
ば

づくりに努
つと

めます。 

○各地域
か く ち い き

の自治
じ ち

公民館
こうみんかん

、子
こ

どもセンター
せ ん た ー

並
なら

びに公 共
こうきょう

施設
し せ つ

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

や空
あ

きスペース
す ぺ ー す

等
など

の 状 況
じょうきょう

等
など

を踏
ふ

まえ、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で気軽
き が る

に集
あつ

まり、ゆんたく（おしゃべり、団
だん

らん）

や情 報
じょうほう

交換
こうかん

、交 流
こうりゅう

活動
かつどう

などが 行
おこな

える居場所
い ば し ょ

づくりを進
すす

めます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○多様
た よ う

な関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による交 流
こうりゅう

機会
き か い

の充 実
じゅうじつ

 

○公 共
こうきょう

施設
し せ つ

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

と施設
し せ つ

利用
り よ う

緩和
か ん わ

の推進
すいしん
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○身近
み ぢ か

な地域
ち い き

での居場所
い ば し ょ

づくり 

○コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

〇地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の拡 充
かくじゅう
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

２ 交 流
こうりゅう

機会
き か い

の充 実
じゅうじつ

 

 (2)交 流
こうりゅう

支援
し え ん

体制
たいせい

の確立
かくりつ

                            

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇同行
どうこう

援護
え ん ご

等
とう

のサービス
さ ー び す

の提 供
ていきょう

やイベント
い べ ん と

会 場
かいじょう

、講演会
こうえんかい

会 場
かいじょう

等
とう

に手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

等
とう

の派遣
は け ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

していますが請負者
うけおいしゃ

、登録者
とうろくしゃ

の拡 充
かくじゅう

が課題
か だ い

となっています。 

〇「地域
ち い き

福祉
ふ く し

ネットワーク
ね っ と わ ー く

推進会
すいしんかい

」における定例的
ていれいてき

な会議
か い ぎ

の開催
かいさい

、要援護者
よ う え ん ご し ゃ

訪問
ほうもん

、見守
み ま も

り、

社 協
しゃきょう

ボランティアセンター
ぼ ら ん て ぃ あ せ ん た ー

による交流会
こうりゅうかい

などを開催
かいさい

しています。 

〇アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

において、地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

している割合
わりあい

は、31.0％程度
て い ど

となっていま

す。 

〇平成
へいせい

23年度
ね ん ど

に、 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

をとおして八重山
や え や ま

地区
ち く

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の

構築
こうちく

と 障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

、余暇
よ か

活動
かつどう

の普及
ふきゅう

及
およ

び充 実
じゅうじつ

を図
はか

る目的
もくてき

で、当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

で組織
そ し き

する「八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい

者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

実行
じっこう

委員会
い い ん か い

」を発足
ほっそく

しました。平成
へいせい

25年度
ね ん ど

には、文化面
ぶ ん か め ん

にも活動
かつどう

の枠
わく

を

広
ひろ

げ、余暇
よ か

活動
かつどう

のさらなる充 実
じゅうじつ

を図
はか

るため、「八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

振興会
しんこうかい

」へ名
めい

称
しょう

を変更
へんこう

し、毎年
まいとし

、「八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

」と「八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

」を開催
かいさい

しています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇石
いし

垣
がき

島
じま

まつり会 場
かいじょう

で、 障
しょう

がい者
しゃ

専用
せんよう

駐 車
ちゅうしゃ

スペース
す ぺ ー す

を確保
か く ほ

してもらうことができた、

こうした配慮
はいりょ

をすべてセット
せ っ と

にして整備
せ い び

してくれると、気軽
き が る

に祭
まつ

りやイベント
い べ ん と

等
とう

に

参加
さ ん か

しやすい。こうした環 境
かんきょう

整備
せ い び

をお願
ねが

いしたい。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、自由
じ ゆ う

に集
つど

い、気
き

の合
あ

う仲間
な か ま

をつくることや多様
た よ う

な市民
し み ん

と語
かた

り合
あ

い、

ゆったりとした時間
じ か ん

をすごす等
など

、地域
ち い き

のなかで生
い

きがいをみつけ自分
じ ぶ ん

らしく、生活
せいかつ

の質
しつ

を

高
たか

めていくことができる環 境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

みます。 

 

○保育所
ほ い く し ょ

（園
えん

）、幼稚園
よ う ち え ん

、学校
がっこう

教 育
きょういく

機関
き か ん

等
など

相互
そ う ご

の連携
れんけい

により、幼児期
よ う じ き

から 障
しょう

がいのあ

る人
ひと

との交 流
こうりゅう

機会
き か い

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

め、障 害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

○「 障
しょう

がい者
しゃ

週 間
しゅうかん

・市民
し み ん

のつどい」等
とう

の行事
ぎょうじ

を活用
かつよう

し、障
しょう

がいのある、なしに関
かか

わら

ず全
すべ

ての市民
し み ん

が交 流
こうりゅう

を深
ふか

める機会
き か い

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

○憩
いこ

いの場
ば

や交 流
こうりゅう

活動
かつどう

を支援
し え ん

していくとともに、 障
しょう

がいのある人
ひと

にかかわるイベント
い べ ん と
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を支援
し え ん

するボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

、ＮＰＯ
えぬぴーおー

団体
だんたい

等
とう

の活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

○交 流
こうりゅう

の場
ば

となる公 共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

や施設
し せ つ

利用
り よ う

に対
たい

する緩和
か ん わ

を図
はか

るととも

に、イベント
い べ ん と

会 場
かいじょう

や 交 流
こうりゅう

の場
ば

等
とう

への手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
とう

の派遣
は け ん

を 行
おこな

う等
とう

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

〇多様
た よ う

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

していくため、イベント
い べ ん と

会 場
かいじょう

や公 共
こうきょう

施設
し せ つ

における 障
しょう

がい者
しゃ

専用
せんよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の確保
か く ほ

を 行
おこな

うなど障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した付帯
ふ た い

施設
し せ つ

の設置
せ っ ち

を進
すす

めます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

 

○コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

〇八重
や え

山地区障
や ま ち く し ょ う

がい者
しゃ

文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

振興会
しんこうかい

との連携
れんけい

強化
きょうか
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

３ 保健
ほ け ん

、医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

 (1)障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と発達
はったつ

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

】 

〇発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい児
じ

（Ｌ Ｄ
えるでぃー

、Ａ Ｄ Ｈ Ｄ
えーでぃーえいちでぃー

、アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症候群
しょうこうぐん

、高機能
こ う き の う

自閉症
じへいしょう

等
とう

）に対
たい

す

るニーズ
に ー ず

の高
たか

まりの中
なか

で、母子
ぼ し

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

や医療
いりょう

機関
き か ん

、教 育
きょういく

・保育
ほ い く

との一
いっ

貫
かん

した連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

るとともに、専門性
せんもんせい

を高
たか

めた人材
じんざい

等
とう

の適正
てきせい

配置
は い ち

等
とう

による早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

支援
し え ん

体制
たいせい

の一層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

〇生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

のための健康診査
け ん こ う し ん さ

及
およ

び保健
ほ け ん

指導
し ど う

を健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

等
とう

で 行
おこな

っており、

障 害
しょうがい

の要因
よういん

となる疾病
しっぺい

の早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

治療
ちりょう

に努
つと

め、健康
けんこう

づくりに取
と

り組
く

んでいます。 

〇平成
へいせい

26年度
ね ん ど

より健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

が相談
そうだん

窓口
まどぐち

となって、乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

において支援
し え ん

が

必要
ひつよう

となる子
こ

どもたちに対
たい

し、就 学
しゅうがく

・就 労
しゅうろう

支援
し え ん

まで途切
と ぎ

れることなく一貫
いっかん

した支援
し え ん

を

行
おこな

う発達
はったつ

支援
し え ん

システム
し す て む

の構築
こうちく

に取
と

り組
く

んでいます。 

〇平成
へいせい

２7年度
ね ん ど

に各種
かくしゅ

給付
きゅうふ

概要
がいよう

、発達
はったつ

支援
し え ん

に関
かん

する事項
じ こ う

を含
ふく

めた総合的
そうごうてき

なガイドブック
が い ど ぶ っ く

を

作成
さくせい

する予定
よ て い

です。（再掲
さいけい

） 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇石垣市
い し が き し

に巡 回
じゅんかい

診 療
しんりょう

で来
く

るのは神経
しんけい

の先生
せんせい

。発達
はったつ

障 害
しょうがい

に関
かん

して専門家
せ ん も ん か

の先生
せんせい

は沖縄県
おきなわけん

にはいない。 専門医
せ ん も ん い

を一人
ひ と り

でもいいので沖縄県
おきなわけん

に派遣
は け ん

してほしい。 

〇小児
しょうに

発達
はったつ

センター
せ ん た ー

がないので、小
ちい

さいころから訓練
くんれん

できる場所
ば し ょ

がほしい。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

、難 病
なんびょう

等
など

を含め
ふ く め

、障 害
しょうがい

の種類
しゅるい

は多種多様化
た し ゅ た よ う か

しています。現在
げんざい

実施
じ っ し

している各種
かくしゅ

健
けん

診
しん

や健康
けんこう

相談
そうだん

、保健師
ほ け ん し

による保健
ほ け ん

指導
し ど う

等
など

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、教 育
きょういく

・保育
ほ い く

関係
かんけい

機関
き か ん

や

地域
ち い き

の子育
こ そ だ

て支援
し え ん

の場
ば

との連携
れんけい

による「気
き

づき」等
など

を通
とお

した障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

へ

と 導
みちび

く施策
し さ く

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、生活
せいかつ

習 慣
しゅうかん

の改善
かいぜん

を含
ふく

めた予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の充 実
じゅうじつ

と早期
そ う き

治療
ちりょう

へとつなぐ取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

また、子
こ

どもの発達
はったつ

が気
き

になる保護者
ほ ご し ゃ

が、発達
はったつ

支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

や障 害
しょうがい

を受
う

け入
い

れ、子
こ

ども

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた適切
てきせつ

な発達
はったつ

支援
し え ん

ができる体制
たいせい

づくりに取
と

り組
く

みます。 

 

○特
とく

定
てい

健
けん

診
しん

、特定
とくてい

保健
ほ け ん

指導
し ど う

の充 実
じゅうじつ

等
とう

、健康
けんこう

づくりに対
たい

する取
と

り組
く

みの強化
きょうか

に努
つと

め、適切
てきせつ

な生活
せいかつ

習 慣
しゅうかん

の確立
かくりつ

、生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の予防
よ ぼ う

対策
たいさく

に取
と

り組
く

みます。 

○医療
いりょう

機関
き か ん

、関係
かんけい

団体
だんたい

との連携
れんけい

により、ストレス
す と れ す

や 心
こころ

の病気
びょうき

に対
たい

する正
ただ

しい知識
ち し き

や情 報
じょうほう
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を提
てい

供
きょう

する機会
き か い

として「こころの輪
わ

の集
つど

い」の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、こころの健康
けんこう

づくり等
とう

に対
たい

し身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で気軽
き が る

に相談
そうだん

できる環 境
かんきょう

づくりを進
すす

めます。 

〇乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、沖縄県
おきなわけん

が実施
じ っ し

する市町村
しちょうそん

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

体制
たいせい

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

と連携
れんけい

した事後
じ ご

フォロー
ふ ぉ ろ ー

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、保育所
ほ い く し ょ

、子育
こ そ だ

て

支援
し え ん

拠点
きょてん

施設
し せ つ

等
とう

と連携
れんけい

し、「気
き

づき」による早期
そ う き

発見
はっけん

を支援
し え ん

する体制
たいせい

を 整
ととの

えるなど、

障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなぐ体制
たいせい

整備
せ い び

に取
と

り組
く

みます。 

○福祉
ふ く し

保健所
ほ け ん し ょ

、医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

強化
きょうか

に努
つと

め、一貫
いっかん

した相談
そうだん

体制
たいせい

に基
もと

づき、一人
ひ と り

ひと

りの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた継続性
けいぞくせい

のある適切
てきせつ

な支援
し え ん

へとつなぐ発達
はったつ

支援
し え ん

システム
し す て む

構築
こうちく

の推進
すいしん

や、多様
た よ う

な専門
せんもん

職
しょく

による包括的
ほうかつてき

な発達
はったつ

支援
し え ん

に向
む

けた諸施策
し ょ し さ く

に取
と

り組
く

みます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○障 害
しょうがい

の予防
よ ぼ う

対策
たいさく

の充 実
じゅうじつ

 

○早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

に向
む

けた体制
たいせい

強化
きょうか

 

○療 育
りょういく

相談
そうだん

支援
し え ん

の取組
と り く

み強化
きょうか

 

○各種乳幼児健康診査
かくしゅにゅうようじけんこうしんさ

、特定
とくてい

健
けん

診
しん

、保健
ほ け ん

指導
し ど う

の充 実
じゅうじつ

 

○ 心
こころ

の健康
けんこう

づくり事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

〇発
はっ

達
たつ

支援
し え ん

システム
し す て む

構築
こうちく

の推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第
だい

2回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

「ガラスアート
が ら す あ ー と

」 

作
さく

 地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

（むゆる館
かん

） 



 

26 
 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

３ 保健
ほ け ん

、医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

 (2)医療
いりょう

受診
じゅしん

に対
たい

する支援
し え ん

                            

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

○発
はっ

達
たつ

が気
き

になる子
こ

も含
ふく

めた、発達障
はったつしょう

がいの 疑
うたが

いの子
こ

ども支援
し え ん

のニーズ
に ー ず

が高
たか

まる中
なか

で、

県内
けんない

において専門
せんもん

医療
いりょう

機関
き か ん

等
など

が不足
ふ そ く

しているため、適切
てきせつ

な医療
いりょう

受診
じゅしん

を受
う

けるために

長期間
ちょうきかん

待
ま

たされるなど、スムーズ
す む ー ず

な医療
いりょう

機関
き か ん

の受診
じゅしん

にかかわる体制
たいせい

づくりが求
もと

められ

ています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

○発
はっ

達
たつ

障 害
しょうがい

や病気
びょうき

に対
たい

して、専門
せんもん

知識
ち し き

、アドバイス
あ ど ば い す

ができる人材
じんざい

が不足
ふ そ く

しているため適切
てきせつ

な情 報
じょうほう

を得
え

ることができない。（神経
しんけい

内科
な い か

、口腔
こうくう

外科
げ か

など） 

○発
はっ

達
たつ

障 害
しょうがい

等
とう

の診断
しんだん

や障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた専門的
せんもんてき

な治療
ちりょう

を受
う

けるために、本島
ほんとう

にいか

なければならない 状 況
じょうきょう

が多
おお

いが治療
ちりょう

や入 院
にゅういん

等
とう

に 伴
ともな

う交通費
こ う つ う ひ

、付添
つ き そ

い費
ひ

用
よう

などの負担
ふ た ん

が大
おお

きいため、費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

策
さく

を実施
じ っ し

してもらいたい。また、診察費
し ん さ つ ひ

の払
はら

い戻
もど

し手続
て つ づ

きが病 院
びょういん

で出来
で き

ると助
たす

かる。 

〇術後
じゅつご

の経過
け い か

観察
かんさつ

等
とう

、南部
な ん ぶ

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

等
とう

と連携
れんけい

した巡 回
じゅんかい

診 療
しんりょう

（２、３ヶ月
か げ つ

に１回
かい

程度
て い ど

）

をお願
ねが

いしたい。（おかしいと思
おも

っても本島
ほんとう

まで行
い

くことになるので我慢
が ま ん

している

ケース
け ー す

が多
おお

い） 

〇 新
あたら

しい病 院
びょういん

（八重山
や え や ま

病 院
びょういん

の建替
た て か

え整備
せ い び

）では、診察
しんさつ

の順 番
じゅんばん

が来
き

たことを知
し

らせる呼
よ

び出
だ

しベル
べ る

の設置
せ っ ち

や障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した設備
せ つ び

（特別
とくべつ

な部屋
へ や

等
とう

）を 整
ととの

えてほしい。 

〇付添
つ き そ

いの親
おや

は、入 院
にゅういん

の期間中
きかんちゅう

に、サマーベット
さ ま ー べ っ と

の寝袋
ねぶくろ

などで１ヶ月間
か げ つ か ん

を過
す

ごす。これ

が現 状
げんじょう

です。県立
けんりつ

南部
な ん ぶ

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

にある「がじゅまるの家
いえ

」のような機能
き の う

を要望
ようぼう

す

る。 

〇 障
しょう

がいのある子
こ

どものショートステイ
し ょ ー と す て い

の場
ば

がないので、親
おや

が介護
か い ご

などから解放
かいほう

される

時間
じ か ん

がない。ショートステイ
し ょ ー と す て い

の要望
ようぼう

は多
おお

いと思
おも

う。 

〇 障
しょう

がい児
じ

などの入院期
にゅういんき

間 中
かんちゅう

に、介助者
かいじょしゃ

の支援
し え ん

を 行
おこな

うためのヘルパー
へ る ぱ ー

などの派遣
は け ん

をし

てもらいたい。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障 害
しょうがい

や難 病
なんびょう

を抱
かか

える市民
し み ん

が、医療
いりょう

機関
き か ん

受診
じゅしん

までに長期的
ちょうきてき

に待
ま

つことなく、スムーズ
す む ー ず

に

障 害
しょうがい

等
など

に係
かか

る適切
てきせつ

な診断
しんだん

や治療
ちりょう

を身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で受
う

けることができるように、沖縄県
おきなわけん

や、

医療
いりょう

関係
かんけい

機関
き か ん

に対
たい

し地域
ち い き

医療
いりょう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るための要請
ようせい

を 行
おこな

います。 
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また、各種
かくしゅ

医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

の適正
てきせい

な給付
きゅうふ

や支給
しきゅう

を 行
おこな

い、医療
いりょう

受診
じゅしん

に対
たい

する費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

の

軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

 

○自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

の周知
しゅうち

と支給
しきゅう

に努
つと

めます。また、重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

に関
かん

する周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、その利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が、必要
ひつよう

とする医療
いりょう

を適
てき

切
せつ

に受
じゅ

診
しん

することができるよう関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

により、巡 回
じゅんかい

診 療
しんりょう

を含
ふく

め地域
ち い き

医療
いりょう

支援
し え ん

体制
たいせい

の 充
じゅう

実
じつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。

また、口腔
こうくう

ケア
け あ

、歯科
し か

治療
ちりょう

の受
じゅ

診
しん

に対
たい

する支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

及
およ

び重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

の周知
しゅうち

 

○八重山
や え や ま

福祉
ふ く し

保健所
ほ け ん し ょ

と連携
れんけい

した特定
とくてい

疾患
しっかん

患者
かんじゃ

の早期
そ う き

把握
は あ く

と支援
し え ん

 

〇入院期
にゅういんき

間 中
かんちゅう

における、介助者
かいじょしゃ

の支援
し え ん

を 行
おこな

うためのヘルパー
へ る ぱ ー

派遣
は け ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第
だい

２回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

「やぎ小屋
ご や

」 

作者
さくしゃ

 田
た

多
た

 良
よし

弘
ひろ
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基本
きほん

目 標
もくひょう

2 すべての市民
しみん

がともに活動
かつどう

する社会
しゃかい

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

1 人
ひと

にやさしいまちづくり 

 (1)生活
せいかつ

環 境
かんきょう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

                     

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇「石垣市
い し が き し

福祉
ふ く し

のまちづくり条 例
じょうれい

」に基
もと

づき、ホテル
ほ て る

や大型
おおがた

スーパー
す ー ぱ ー

に対
たい

しこれまで

適合証
てきごうしょう

を９件
けん

交付
こ う ふ

するほか、更
さら

なるバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

に向
む

け取
と

り組
く

んでいます。 

〇アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

から、外 出
がいしゅつ

の時
とき

困
こま

ることの第
だい

３位
い

に「外出先
がいしゅつさき

の建物
たてもの

の設備
せ つ び

が不便
ふ べ ん

（通路
つ う ろ

、

トイレ
と い れ

、エレベーター
え れ べ ー た ー

など 18.0％）」があげられています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

○スーパー
す ー ぱ ー

やショッピングセンター
し ょ っ ぴ ん ぐ せ ん た ー

等
など

の 障
しょう

がい者
しゃ

専用
せんよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

に一般
いっぱん

市民
し み ん

が駐 車
ちゅうしゃ

する

ケース
け ー す

が多
おお

い。（ 障
しょう

がい者
しゃ

ステッカー
す て っ か ー

は誰
だれ

でも買
か

える、利用
り よ う

する市民
し み ん

のモラル
も ら る

の問題
もんだい

） 

〇市内
し な い

の道路
ど う ろ

は、歩道
ほ ど う

が途中
とちゅう

で切
き

れている箇所
か し ょ

や歩道
ほ ど う

の段差
だ ん さ

が大
おお

きいため、車
しゃ

道
どう

にはみ出
だ

して利用
り よ う

しなければならない箇所
か し ょ

が多
おお

く、危険
き け ん

を感
かん

じる。 

〇運動
うんどう

公園側
こうえんがわ

から反対側
はんたいがわ

に渡
わた

ろうとするときの横断
おうだん

歩道
ほ ど う

の青
あお

信号
しんごう

が 短
みじか

い箇所
か し ょ

があり、障
しょう

がいのある子
こ

どもが安心
あんしん

して渡
わた

れる時間
じ か ん

設定
せってい

にしてもらいたい。 

〇学校
がっこう

や公園
こうえん

などに 障
しょう

がい者
しゃ

に配慮
はいりょ

したトイレ
と い れ

が少
すく

ない。陸 上
りくじょう

競技場
きょうぎじょう

、総合
そうごう

体育館
たいいくかん

の

駐
ちゅう

車 上
しゃじょう

の配置
は い ち

や看板
かんばん

の設置
せ っ ち

など。 新
あたら

しく整備
せ い び

されても、障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

されておらず、

整備
せ い び

がちぐはぐなものになっている。 

〇公 共
こうきょう

施設
し せ つ

等
など

を建設
けんせつ

する場合
ば あ い

には、障
しょう

がい者
しゃ

の意見
い け ん

を十 分
じゅうぶん

に反映
はんえい

させてほしい。新空港
しんくうこう

建設
けんせつ

の場合
ば あ い

には１回
かい

きりで、出来上
で き あ

がりに期待
き た い

したが当事者
と う じ し ゃ

にとっては使
つか

い勝手
か っ て

が悪
わる

い。八重山
や え や ま

病 院
びょういん

建設
けんせつ

には、途中
とちゅう

経過
け い か

がわかるようにしてもらいたいと期待
き た い

している。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

社会
しゃかい

のなかで快適
かいてき

で利便性
り べ ん せ い

の高
たか

い日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を 行
おこな

う

ことができる環 境
かんきょう

づくりが大切
たいせつ

です。 

積極的
せっきょくてき

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

を 行
おこな

うことが、市民
し み ん

の自然
し ぜ ん

な 姿
すがた

であることを前提
ぜんてい

とし誰
だれ

もが安全
あんぜん

で

快適
かいてき

な暮
く

らしを 享 受
きょうじゅ

できる社会
しゃかい

となるよう、ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の視点
し て ん

に立
た

った

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

 

○「石垣市
い し が き し

福祉
ふ く し

のまちづくり 条 例
じょうれい

」に基
もと

づき、ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

を基本
き ほ ん

とした
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バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

○「福祉
ふ く し

のまちづくり適合証
てきごうしょう

交付
こ う ふ

審査
し ん さ

委員会
い い ん か い

」の意見
い け ん

を、施設
し せ つ

のソフト
そ ふ と

部門
ぶ も ん

に活
い

かす取
と

り組
く

みも合
あ

わせ一層
いっそう

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

○快適
かいてき

で安全
あんぜん

な道路
ど う ろ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

めるとともに、歩道
ほ ど う

空間
くうかん

や点字
て ん じ

ブロック
ぶ ろ っ く

等
など

へバイク
ば い く

、

自転車
じ て ん し ゃ

、荷物
に も つ

などを放置
ほ う ち

しないよう、福祉
ふ く し

のまちづくりの一環
いっかん

として「こころの

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

」に向
む

けた啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

していきます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の視点
し て ん

によるバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

 

○「石垣市
い し が き し

福祉
ふ く し

のまちづくり条 例
じょうれい

」の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

〇パーキングパーミット
ぱ ー き ん ぐ ぱ ー み っ と

制度
せ い ど

の導 入
どうにゅう

に向
む

けた取
と

り組
く

み 

 

パーキングパーミット
ぱ ー き ん ぐ ぱ ー み っ と

制度
せ い ど

 

障 害
しょうがい

があり、かつ、歩行
ほ こ う

困難
こんなん

な方
かた

等
とう

に「身 体 障
しんたいしょう

がい者
しゃ

専用
せんよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

利用
り よ う

認 定 証
にんていしょう

」を

交付
こ う ふ

し、 車
くるま

に表示
ひょうじ

してもらうことで、身 体 障
しんたいしょう

がい者
しゃ

専用
せんよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の利用
り よ う

が、誰
だれ

の目
め

か

らも適正
てきせい

であることを明
あき

らかにしながら、他
ほか

の 駐
ちゅう

車 場
しゃじょう

利用者
り よ う し ゃ

のマナー
ま な ー

やモラル
も ら る

の向 上
こうじょう

につなげていくことを目的
もくてき

とした制度
せ い ど

です。 
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

1 人
ひと

にやさしいまちづくり 

 (2)移動
い ど う

・交通
こうつう

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

】 

〇地域
ち い き

の道路
ど う ろ

交通
こうつう

事情
じじょう

等
とう

を考慮
こうりょ

し、道路
ど う ろ

交通
こうつう

環 境
かんきょう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

や点字
て ん じ

ブロック
ぶ ろ っ く

の

敷設
ふ せ つ

などを逐次
ち く じ

進
すす

めています。 

〇北
ほく

、西部
せ い ぶ

地区
ち く

の 障
しょう

がいのある人
ひと

の移動
い ど う

・支援
し え ん

が課題
か だ い

となっています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇公 共
こうきょう

施設
し せ つ

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

を巡 回
じゅんかい

する福祉
ふ く し

バス
ば す

があればよいと思
おも

う。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の移動
い ど う

をより容易
よ う い

なものにし、その行動
こうどう

範囲
は ん い

を広
ひろ

げ積極的
せっきょくてき

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

していくため、安全
あんぜん

で利便性
り べ ん せ い

の高
たか

い道路
ど う ろ

環 境
かんきょう

や移動
い ど う

交通
こうつう

手段
しゅだん

の整備
せ い び

を図
はか

るとともに、

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

に基
もと

づく、外 出
がいしゅつ

及
およ

び移動
い ど う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

○道路
ど う ろ

交通
こうつう

整備
せ い び

について、関係事
か ん け い じ

業 者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

を図
はか

り、道路
ど う ろ

交通
こうつう

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

整備
せ い び

を

推進
すいしん

していきます。 

○福祉
ふ く し

バス
ば す

や福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

、リフト付
り ふ と つ き

車 輌
しゃりょう

の普及
ふきゅう

を図
はか

り、公 共
こうきょう

交通
こうつう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を

促進
そくしん

します。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

にとってわかりやすい案内
あんない

標示
ひょうじ

の設置
せ っ ち

を 行
おこな

い、施設
し せ つ

利用
り よ う

の促進
そくしん

や

移動
い ど う

を支援
し え ん

していきます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して外 出
がいしゅつ

できるよう、多目的
た も く て き

トイレ
と い れ

の設置
せ っ ち

や 車
くるま

いす利用
り よ う

が

可能
か の う

な 商 業
しょうぎょう

施設
し せ つ

などを示
しめ

した「バリアフリーマップ
ば り あ ふ り ー ま っ ぷ

」を作成
さくせい

する等
とう

外 出
がいしゅつ

しやすい

環 境
かんきょう

づくりに努
つと

めます。 

○社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

との連携
れんけい

による外 出
がいしゅつ

及
およ

び移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○道路
ど う ろ

及
およ

び交通
こうつう

安全
あんぜん

施設
し せ つ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

○誰
だれ

にでもわかりやすい案内
あんない

標示板
ひょうじばん

の整備
せ い び

 

○公 共
こうきょう

交通
こうつう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

○外 出
がいしゅつ

及
およ

び移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

 

〇バリアフリーマップ
ば り あ ふ り ー ま っ ぷ

の作成
さくせい

 



 

31 
 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

1 人
ひと

にやさしいまちづくり 

 (3)防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の充 実
じゅうじつ

                            

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

から、火事
か じ

や地震
じ し ん

等
とう

の災害
さいがい

時
じ

に一人
ひ と り

では避難
ひ な ん

が「できない」とする割合
わりあい

が 30.4％、「わからない」が 21.6％となっています。また、家族
か ぞ く

が不在
ふ ざ い

の場合
ば あ い

や一人
ひ と り

暮
ぐ

らしの場合
ば あ い

、近所
きんじょ

にあなたを助
たす

けてくれる人
ひと

はいますかについては、「いない」が

34.6％、「わからない」が 31.0％となっています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇石垣市
い し が き し

災害
さいがい

時
じ

要援護者
よ う え ん ご し ゃ

登録
とうろく

の話
はな

しは知
し

っているが、きちんとした内容
ないよう

がわからない。 

〇近
ちか

くに身内
み う ち

が居
い

ない為
ため

、緊 急
きんきゅう

時
じ

にどうしたらいいか分
わ

からず不安
ふ あ ん

です。 

〇人
ひと

に慣
な

れるのにとても時間
じ か ん

を要
よう

する方
かた

で災害
さいがい

時
じ

などの際
さい

はとても不安
ふ あ ん

があります 

〇意識
い し き

障 害
しょうがい

があり、免疫力
めんえきりょく

も低
ひく

く、経管
けいかん

栄養
えいよう

を実施
じ っ し

している方
かた

については、災害
さいがい

時
じ

はと

ても不安
ふ あ ん

が大
おお

きいです。 
 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

  

障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

し、安全
あんぜん

に生活
せいかつ

していくため、台風
たいふう

、地震
じ し ん

等
とう

の災害
さいがい

や人災
じんさい

に対応
たいおう

した防災
ぼうさい

対策
たいさく

や防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の強化
きょうか

を一層
いっそう

推進
すいしん

します。 

 

○「石垣市
い し が き し

災害
さいがい

時
じ

要援護者
よ う え ん ご し ゃ

登録
とうろく

制度
せ い ど

」に基
もと

づき、関係
かんけい

機関
き か ん

や民生
みんせい

委員
い い ん

児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

と連携
れんけい

し個人
こ じ ん

情 報
じょうほう

の取 扱
とりあつか

いに留意
りゅうい

するとともに、登録
とうろく

の更新
こうしん

や要援護者
よ う え ん ご し ゃ

の適切
てきせつ

な把握
は あ く

を 行
おこな

います。 

〇「石垣市
い し が き し

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

」に基
もと

づき地域
ち い き

住 民
じゅうみん

、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

体制
たいせい

の

確立
かくりつ

、石垣市
い し が き し

緊 急
きんきゅう

時
じ

一斉
いっせい

放送
ほうそう

システム
し す て む

及
およ

び防災
ぼうさい

一斉
いっせい

メール
め ー る

配信
はいしん

サービス
さ ー び す

を充 実
じゅうじつ

しま

す。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が、緊 急
きんきゅう

時
じ

に対
たい

する情 報
じょうほう

を迅速
じんそく

かつ、正確
せいかく

に把握
は あ く

することができる

よう障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に対応
たいおう

した情 報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

○地域
ち い き

住 民
じゅうみん

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

、各事業所
かくじぎょうしょ

等
とう

との連携
れんけい

により、防災
ぼうさい

、防犯
ぼうはん

活動
かつどう

を迅速
じんそく

に 行
おこな

う

ことができる体制
たいせい

を構築
こうちく

し、障
しょう

がいのある人
ひと

も参加
さ ん か

する防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の定期的
て い き て き

な実施
じ っ し

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が、事件
じ け ん

や消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

にあうことが無
な

いように、防犯
ぼうはん

知識
ち し き

や悪徳
あくとく

商 法
しょうほう

などに対
たい

する情 報
じょうほう

をあらゆる媒体
ばいたい

を活用
かつよう

し提
てい

供
きょう

します。 

○警察
けいさつ

、八
や

重
え

山地区
や ま ち く

防犯
ぼうはん

協 会
きょうかい

、自治
じ ち

公民館
こうみんかん

等
など

と連携
れんけい

し自主
じ し ゅ

防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

組織
そ し き

の立
た

ち上
あ

げ支援
し え ん

や防犯
ぼうはん

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

を 促
うなが

すなど、犯罪
はんざい

が起
お

こりにくく、災害
さいがい

に強
つよ

い地域
ち い き

づくりに取
と

り組
く
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みます。 

〇災害
さいがい

時
じ

において、要援護者
よ う え ん ご し ゃ

も安心
あんしん

安全
あんぜん

に避難
ひ な ん

生活
せいかつ

が送
おく

れるよう、また要援護者
よ う え ん ご し ゃ

と関係
かんけい

団体
だんたい

や地域
ち い き

が気軽
き が る

にふれあえる交 流
こうりゅう

施設
し せ つ

として「福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

兼
けん

ふれあい交 流
こうりゅう

施設
し せ つ

」

の利
り

活用
かつよう

に取
と

り組
く

みます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○石垣市
い し が き し

緊 急
きんきゅう

時
じ

一斉
いっせい

放送
ほうそう

システム
し す て む

、防災
ぼうさい

一斉
いっせい

メール
め ー る

配信
はいしん

サービス
さ ー び す

の充 実
じゅうじつ

及
およ

び

普及
ふきゅう

 

○災害
さいがい

時
じ

地域
ち い き

支援
し え ん

システム
し す て む

の確立
かくりつ

 

○防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

〇石垣市
い し が き し

災害
さいがい

時
じ

要援護者
よ う え ん ご し ゃ

登録
とうろく

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

 

○緊 急
きんきゅう

時
じ

における避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

体制
たいせい

の確立
かくりつ

 

〇福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

の整備
せ い び

 

〇「福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

兼
けん

ふれあい交 流
こうりゅう

施設
し せ つ

」の利
り

活用
かつよう

 

 

 

  

第
だい

２回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

「漆喰
しっくい

シーサー
し ー さ ー

『
「

ワーヤ
わ ー や

、タル
た る

！』」

作者
さくしゃ

 松井
ま つ い

 翔
しょう
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

2 雇用
こ よ う

、就 労
しゅうろう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

 (1)雇用
こ よ う

、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

】 

〇八重
や え

山地区
や ま ち く

障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、ハローワーク
は ろ ー わ ー く

等
など

とネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こうちく

し、就 労
しゅうろう

意見
い け ん

交換会
こうかんかい

を開催
かいさい

していますが、雇用
こ よ う

の増加
ぞ う か

までに

は至
いた

っていないのが現 状
げんじょう

です。 

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

の一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行
い こ う

を支援
し え ん

する事業
じぎょう

を４事業所
じぎょうしょ

で実施
じ っ し

していますが、 

雇用先
こ よ う さ き

確保
か く ほ

などの問題
もんだい

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

へ繋
つな

がっていない 状 況
じょうきょう

です。 

〇今後
こ ん ご

、県
けん

の雇用
こ よ う

強化
きょうか

月間
げっかん

に併
あわ

せ 中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

への要請
ようせい

、提案
ていあん

、助言
じょげん

活動
かつどう

を関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して取
と

り組
く

んでいきます。 
 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇もっと一人一人
ひ と り ひ と り

の事
こと

を理解
り か い

して仕事
し ご と

をやめないように、続
つづ

けられるようにして下
くだ

さい。 

〇仕事
し ご と

など普通
ふ つ う

に探
さが

すとき、履歴書
り れ き し ょ

などに 障
しょう

がい者
しゃ

であると明記
め い き

すると 断
ことわ

られます。悲
かな

しいです。普通
ふ つ う

の人
ひと

と変
か

わらずに 働
はたら

けたらいいでしょうね。 

〇仕事場
し ご と ば

の上司
じょうし

が、 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して理解
り か い

がない。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、社会的
しゃかいてき

に自立
じ り つ

し、積極的
せっきょくてき

な社会
しゃかい

活動
かつどう

や経済
けいざい

活動
かつどう

に参加
さ ん か

するために

は、障 害
しょうがい

の程度
て い ど

にかかわらずその能 力
のうりょく

に応
おう

じた 就 業
しゅうぎょう

機会
き か い

が均
きん

等
とう

に保障
ほしょう

されることが求
もと

められています。障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

や状 態
じょうたい

に応
おう

じ、多様
た よ う

な就 労
しゅうろう

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できる就 労
しゅうろう

支援
し え ん

体制
たいせい

の 充
じゅう

実
じつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 
 

○一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し、就 労
しゅうろう

による社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

と自立
じ り つ

した

社会
しゃかい

生活
せいかつ

の実現
じつげん

という視点
し て ん

に立
た

ち、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

、就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ
えー

型
がた

、Ｂ
びー

型
がた

）

等
など

の充 実
じゅうじつ

を促進
そくしん

します。 

○指
し

定相談
ていそうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、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
せ ん た ー

、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
など

と

の連携
れんけい

により、 障
しょう

がいのある人
ひと

の 就 業
しゅうぎょう

に関
かん

する継続的
けいぞくてき

な相談
そうだん

体制
たいせい

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めま

す。 

○相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

や就 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

との連携
れんけい

を図
はか

り、働
はたら

く意欲
い よ く

のある 障
しょう

がいのある

人
ひと

が安心
あんしん

して 働
はたら

き続
つづ

けることができるように、障 害
しょうがい

への理解
り か い

や就 労
しゅうろう

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

を

促
うなが

すとともに、職場
しょくば

定 着
ていちゃく

にいたる支援
し え ん

体制
たいせい

の仕組
し く

みづくりに取
と

り組
く

みます。 
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≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるための啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

○就 労
しゅうろう

支援
し え ん

にかかわる関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

とのネットワーク
ね っ と わ ー く

の充 実
じゅうじつ

 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

の職場
しょくば

定 着
ていちゃく

への支援
し え ん

 



 

35 
 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

2 雇用
こ よ う

、就 労
しゅうろう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

 

 (2)就 労
しゅうろう

機会
き か い

の拡大
かくだい

と活動
かつどう

の場
ば

の創設
そうせつ

                      

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇就 労
しゅうろう

意見
い け ん

交換会
こうかんかい

等
とう

を開催
かいさい

し、 中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

への 働
はたら

きかけを継続
けいぞく

して実施
じ っ し

していますが、

実績
じっせき

に結
むす

びついていない 状 況
じょうきょう

です。 

〇市
し

では、平成
へいせい

２５年度
ね ん ど

採用
さいよう

に 障
しょう

がい者枠
しゃわく

を創 出
そうしゅつ

しました。（雇用率
こ よ う り つ

2.41％：平成
へいせい

２６

年
ねん

６月
がつ

時点
じ て ん

） 

また、訪問
ほうもん

販売
はんばい

への 協 力
きょうりょく

実施
じ っ し

や 障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

からの優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

について、

優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

方針
ほうしん

を策定中
さくていちゅう

です。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇就 労
しゅうろう

しやすい場
ば

も必要
ひつよう

だが、企業
きぎょう

に対
たい

する障 害
しょうがい

理解
り か い

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

や、障 害
しょうがい

や特性
とくせい

に

応
おう

じて 働
はたら

く場
ば

を確保
か く ほ

するための話
はな

し合
あ

いの場
ば

の設定
せってい

が重 要
じゅうよう

です。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

情 勢
じょうせい

はまだまだ厳
きび

しい 状 況
じょうきょう

にあり、 障
しょう

がいのある人
ひと

の 就 業
しゅうぎょう

機会
き か い

の拡
かく

大
だい

と活動
かつどう

の場
ば

を創設
そうせつ

していくことが求
もと

められています。無理
む り

なく仕事
し ご と

につき、働
はたら

き続
つづ

けることができる 就 業
しゅうぎょう

環 境
かんきょう

や就 労
しゅうろう

条 件
じょうけん

の改善
かいぜん

を図
はか

るなど、障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した 働
はたら

き

やすい職場
しょくば

環 境
かんきょう

づくりを推進
すいしん

します。 

 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

るため、就 労
しゅうろう

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

との連携
れんけい

により、

民間
みんかん

企業
きぎょう

に対
たい

する各種
かくしゅ

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

や利用
り よ う

の促進
そくしん

を進
すす

めます。また、障
しょう

がいのある人
ひと

等
など

の雇用
こ よ う

に対
たい

する相談
そうだん

支援
し え ん

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

の就 労
しゅうろう

移行
い こ う

を支援
し え ん

する観点
かんてん

から、行 政
ぎょうせい

における法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

の遵 守
じゅんしゅ

や民間
みんかん

企業
きぎょう

に対
たい

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

○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
しょう

がいのある人
ひと

の活動
かつどう

の場
ば

、福祉的
ふ く し て き

就 労
しゅうろう

の場
ば

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が、安心
あんしん

し安全
あんぜん

に 働
はたら

くことができるよう 就 業
しゅうぎょう

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

と就 労
しゅうろう

条 件
じょうけん

の改善
かいぜん

に対
たい

する理解
り か い

と 協 力
きょうりょく

を深
ふか

める啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に対
たい

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

 

○障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した雇用
こ よ う

環 境
かんきょう

、条 件
じょうけん

等
など

の改善
かいぜん

に向
む

けた事業
じぎょう

の紹 介
しょうかい
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○就 労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

への支援
し え ん

 

○公 共
こうきょう

施設
し せ つ

を活用
かつよう

した就 労
しゅうろう

の場
ば

の確保
か く ほ

 

○ 行
ぎょう

政
せい

における雇用
こ よ う

開発
かいはつ

の促進
そくしん

、物品
ぶっぴん

等
とう

の優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

の推進
すいしん

 

〇福祉的
ふ く し て き

就 労
しゅうろう

の場
ば

の充 実
じゅうじつ

と機会
き か い

の創設
そうせつ

への支援
し え ん
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

3 教 育
きょういく

・保育
ほ い く

、文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

の推進
すいしん

 

 (1)療 育
りょういく

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

】 

〇療 育
りょういく

相談
そうだん

支援
し え ん

の推進
すいしん

については、県
けん

の委託
い た く

事業
じぎょう

により実施
じ っ し

していますが、申請者
しんせいしゃ

が増
ふ

え

る中
なか

で相談
そうだん

支援員
し え ん い ん

が不足
ふ そ く

している 状 況
じょうきょう

にあり、適切
てきせつ

な相談
そうだん

支援
し え ん

が不十分
ふじゅうぶん

な 状 況
じょうきょう

にあ

ります。 

〇乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

及
およ

び保健
ほ け ん

指導
し ど う

等
とう

の充実化
じゅうじつか

が見
み

られ、健
けん

診
しん

事後
じ ご

教 室
きょうしつ

から児童
じ ど う

発達
はったつ

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

又
また

は、療 育
りょういく

機関
き か ん

へつなぐ支援
し え ん

体制
たいせい

はできつつありますが、臨 床
りんしょう

心理士
し ん り し

の確保
か く ほ

ができて

いない 状 況
じょうきょう

です。 

〇 障
しょう

がいのある児童
じ ど う

の保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

が用事
よ う じ

や休 養
きゅうよう

のための支援
し え ん

として、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

での

ショートステイ
し ょ ー と す て い

などの要望
ようぼう

が高
たか

い 状 況
じょうきょう

にあります。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇出 産
しゅっさん

してからあきらかに発達
はったつ

の遅
おく

れが見
み

える子
こ

に対
たい

して、早
はや

めの療 育
りょういく

活動
かつどう

の提案
ていあん

とど

の場所
ば し ょ

の機関
き か ん

に行
い

ってどの流
なが

れで成 長
せいちょう

の発達
はったつ

を専門
せんもん

の先生
せんせい

に見
み

てもらうのか等
など

の支援
し え ん

体制
たいせい

と、いついつの期間
き か ん

に治療
ちりょう

受
う

けたとか、母子
ぼ し

手帳
てちょう

と別
べつ

に個別
こ べ つ

の引
ひ

き継
つ

ぎをしなが

ら記録
き ろ く

できる台 帳
だいちょう

みたいなものを発行
はっこう

してもらいたい。 

〇市
し

の療 育
りょういく

相談
そうだん

には 常 駐
じょうちゅう

する言語
げ ん ご

療法士
りょうほうし

、心理
し ん り

療法士
りょうほうし

等
とう

がいないため、月
つき

に一度
ど

しか

訓練
くんれん

を受
う

けられず６歳
さい

以降
い こ う

は 全
まった

くない状 態
じょうたい

です。何
なん

とかなりませんか。 

〇 障
しょう

がいのある子
こ

どものショートステイ
し ょ ー と す て い

の場
ば

がないので、親
おや

が介護
か い ご

などから解放
かいほう

される

時間
じ か ん

がない。ショートステイ
し ょ ー と す て い

の要望
ようぼう

は多
おお

いと思
おも

う。（再掲
さいけい

） 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもの保護者
ほ ご し ゃ

が障 害
しょうがい

を理解
り か い

し、受
う

け止
と

め、専門性
せんもんせい

のある相談
そうだん

支援
し え ん

を受
う

け、

一人
ひ と り

ひとりの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じて適切
てきせつ

で連続性
れんぞくせい

のある療 育
りょういく

支援
し え ん

が受
う

けられるように、発達
はったつ

支援
し え ん

システム
し す て む

の構築
こうちく

を進
すす

め、一貫
いっかん

した相談
そうだん

支援
し え ん

に基
もと

づき、専門的
せんもんてき

な発達
はったつ

支援
し え ん

や療 育
りょういく

支援
し え ん

体制
たいせい

の

充 実
じゅうじつ

を図
はか

るための取
と

り組
く

みを関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して進
すす

めます。 

 

○障 害
しょうがい

を早期
そ う き

に発見
はっけん

し、早期
そ う き

にかかわりを持
も

つことができるよう、母子
ぼ し

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した「気
き

づき」等
とう

を通
とお

し日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における自立
じ り つ

支援
し え ん

や子
こ

育
そだ

てに対
たい

する育児
い く じ

不安
ふ あ ん

の軽減
けいげん

に努
つと

めます。 
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○専門性
せんもんせい

を高
たか

めた相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

め、一人
ひ と り

ひとりの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた保育
ほ い く

、就 学
しゅうがく

へとつないでいくため、障 害
しょうがい

に早期
そ う き

に関
かか

わりを持
も

つことができるよう「親子
お や こ

教 室
きょうしつ

」

の周知
しゅうち

と取
と

り組
く

みを強化
きょうか

します。 

〇保育所
ほ い く し ょ

から幼稚園
よ う ち え ん

、小学校
しょうがっこう

へと連続的
れんぞくてき

に個々
こ こ

の障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

やカウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

内容
ないよう

、

関
かか

わり方
かた

や関
かか

わりの経緯
け い い

を記録
き ろ く

し、 障
しょう

がいのある子
こ

どもの成 長
せいちょう

に応
おう

じた途切
と ぎ

れのな

い適切
てきせつ

な対応
たいおう

を 行
おこな

うことができる体制
たいせい

づくりに取
と

り組
く

みます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○専門性
せんもんせい

を高
たか

めた相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

○発
はっ

達
たつ

支援
し え ん

システム
し す て む

構築
こうちく

の推進
すいしん

 

○療 育
りょういく

支援
し え ん

にかかわる専門
せんもん

職 員
しょくいん

の配置
は い ち

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
だい

２回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

「ハイビスカス
は い び す か す

」 

作者
さくしゃ

 足立
あ だ ち

 悦子
え つ こ
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

3 教 育
きょういく

・保育
ほ い く

、文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

の推進
すいしん

 

 (2)教 育
きょういく

・保育
ほ い く

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

                           

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇加配
か は い

保育士
ほ い く し

及
およ

び特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

支援員
し え ん い ん

を配置
は い ち

していますが、対 象
たいしょう

となる児童
じ ど う

生徒
せ い と

の増加
ぞ う か

、

障 害
しょうがい

の多様化
た よ う か

により、支援
し え ん

体制
たいせい

を 整
ととの

えることが不十分
ふじゅうぶん

となっています。 

〇体育館
たいいくかん

においては、全校
ぜんこう

オストメイト
お す と め い と

対応
たいおう

トイレ
と い れ

の整備
せ い び

、その他
た

既存
き ぞ ん

施設
し せ つ

においては、

障
しょう

がいのある児童
じ ど う

に合
あ

わせて補修
ほしゅう

整備
せ い び

を順次
じゅんじ

進
すす

める他
ほか

、校舎
こうしゃ

建
た

て替
か

え時
じ

においては

「福祉
ふ く し

のまちづくり条 例
じょうれい

」に基
もと

づき整備
せ い び

を 行
おこな

う予定
よ て い

となっています。 

〇障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた学 習
がくしゅう

支援
し え ん

を 行
おこな

うため、市立
し り つ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の全教室
ぜんきょうしつ

へ電子
で ん し

黒板
こくばん

の

配備
は い び

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

児童
じ ど う

へのタブレット
た ぶ れ っ と

端末
たんまつ

の整備
せ い び

をしています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇根幹
こんかん

となる学校
がっこう

教 育
きょういく

から「相手
あ い て

の立場
た ち ば

になって 考
かんが

える」という思
おも

いやりの 心
こころ

を 育
はぐく

む

教 育
きょういく

に 力
ちから

を入
い

れて欲
ほ

しいです。 

〇発
はっ

達
たつ

障 害
しょうがい

を理解
り か い

している教 職 員
きょうしょくいん

が少
すく

ない（コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

が良
よ

く理解
り か い

していない）。

特別
とくべつ

支援
し え ん

の知識
ち し き

のある人
ひと

を最低
さいてい

でも一人
ひ と り

学校
がっこう

に配置
は い ち

してもらいたい。 

〇学校
がっこう

等
とう

における発達障
はったつしょう

がい児
じ

の受
う

け入
い

れや特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

支援員
し え ん い ん

等
とう

の数
かず

を 整
ととの

え、個々
こ こ

の支援
し え ん

を確実
かくじつ

なものにしてほしい。 

〇子
こ

どもの 状 況
じょうきょう

を特別
とくべつ

支援
し え ん

担当
たんとう

の先生
せんせい

がわかっていない。小学校
しょうがっこう

低学年
ていがくねん

の場合
ば あ い

には、

最低
さいてい

でも２人
り

の先生
せんせい

がついていてほしい。（客観的
きゃっかんてき

に授 業
じゅぎょう

の様子
よ う す

を見
み

る先生
せんせい

が必要
ひつよう

） 

〇支援員
し え ん い ん

を 障
しょう

がいのある子
こ

ども一人
ひ と り

に、ひとりつくようにしてほしい。 

〇小学校
しょうがっこう

へ入 学
にゅうがく

予定
よ て い

で支援員
し え ん い ん

をつけてもらえるか相談中
そうだんちゅう

だが、３、４月
がつ

にならないと

わからないと言
い

われた。支援員
し え ん い ん

がつかない場合
ば あ い

、進路
し ん ろ

を変更
へんこう

しようにも 11月
がつ

で進路
し ん ろ

が

決
き

まっているので進路
し ん ろ

変更
へんこう

ができないので不安
ふ あ ん

である。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

が、各発達
かくはったつ

段階
だんかい

において個々
こ こ

に持
も

っている 能 力
のうりょく

や可能性
か の う せ い

を

最大限
さいだいげん

に伸
の

ばしていくため、個々
こ こ

の障 害
しょうがい

に対応
たいおう

し一貫
いっかん

した相談
そうだん

体制
たいせい

に基
もと

づき、一人
ひ と り

ひとり

のニーズ
に ー ず

に柔 軟
じゅうなん

に対応
たいおう

し、成 長
せいちょう

過程
か て い

の各段階
かくだんかい

において教 育
きょういく

、保育
ほ い く

を均
きん

等
とう

に受
う

けることが

でき環 境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

みます。また、すべての教 育
きょういく

・保育
ほ い く

関係者
かんけいしゃ

が個々
こ こ

の障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

や個性
こ せ い

を理解
り か い

し、指導
し ど う

の工夫
く ふ う

や学 習
がくしゅう

支援
し え ん

を 行
おこな

う体制
たいせい

づくりの一層
いっそう

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 
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○就 学
しゅうがく

支援
し え ん

委員会
い い ん か い

等
とう

により、個々
こ こ

の障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

を総合的
そうごうてき

に踏
ふ

まえ、本人
ほんにん

や保護者
ほ ご し ゃ

の

意向
い こ う

等
とう

を考慮
こうりょ

し保育所
ほ い く し ょ

（園
えん

）、幼稚園
よ う ち え ん

、小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

での受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めま

す。 

○個々
こ こ

のニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

した療 育
りょういく

、保育
ほ い く

、学 習
がくしゅう

支援
し え ん

に対
たい

し専門的
せんもんてき

に関
かか

わりを持
も

つことが

できるよう保育士
ほ い く し

、教諭
きょうゆ

等
とう

の資質
し し つ

を高
たか

めていくための研 修
けんしゅう

や実践
じっせん

等
とう

の機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

○「個別
こ べ つ

の教 育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

」作成
さくせい

において、個別
こ べ つ

の障 害
しょうがい

や特性
とくせい

に応じた
お う じ た

指導
し ど う

や支援
し え ん

方法
ほうほう

、

学 習
がくしゅう

内容
ないよう

等
とう

の創意
そ う い

工夫
く ふ う

に努
つと

め、 障
しょう

がいのある子
こ

どもの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた幼稚園
よ う ち え ん

並
なら

びに

各学校
かくがっこう

における専門的
せんもんてき

な教 育
きょういく

と指導
し ど う

支援
し え ん

体制
たいせい

の一層
いっそう

の拡 充
かくじゅう

を図
はか

ります。 

○ 障
しょう

がいのある子
こ

ども一人
ひ と り

ひとりのニーズ
に ー ず

やそれぞれの障 害
しょうがい

に応
おう

じた教 育
きょういく

、保育
ほ い く

が

行
おこな

われるよう支援
し え ん

を 行
おこな

う専門員
せんもんいん

の配置
は い ち

に努
つと

めます。       

○適切
てきせつ

な教 育
きょういく

、保育
ほ い く

を提 供
ていきょう

していくため、障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた教 材
きょうざい

教具
きょうぐ

の更
さら

なる

充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

○特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

との連携
れんけい

を図
はか

り、障
しょう

がいのある児童
じ ど う

と、障
しょう

がいのない児童
じ ど う

との交 流
こうりゅう

を

通
とお

してお互
たが

いを理解
り か い

しあう人権
じんけん

教 育
きょういく

、福祉
ふ く し

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

○ 障
しょう

がいのある児童
じ ど う

が、学習面
がくしゅうめん

や学校
がっこう

生活面
せいかつめん

で支障
ししょう

をきたすことがないよう、トイレ
と い れ

の

改善
かいぜん

、スロープ
す ろ ー ぷ

や手
て

すり設置
せ っ ち

など学校
がっこう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

します。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○教 育
きょういく

・保育
ほ い く

施設
し せ つ

による受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

○保育士
ほ い く し

、教諭
きょうゆ

等
とう

の資質
し し つ

の向 上
こうじょう

 

○障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

○特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

との交 流
こうりゅう

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

○教 材
きょうざい

教具
きょうぐ

の拡 充
かくじゅう

 

○保育
ほ い く

、教 育
きょういく

施設
し せ つ

におけるバリアフリー
ば り あ ふ り ー

の整備
せ い び
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

3 教 育
きょういく

・保育
ほ い く

、文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

の推
すい

進
しん

 

 (3)文化
ぶ ん か

、芸 術
げいじゅつ

、スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

の充 実
じゅうじつ

               

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇「 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

」「 障
しょう

がい者
しゃ

週 間
しゅうかん

・市民
し み ん

のつどい」、また、平成
へいせい

２５年度
ね ん ど

か

らの「八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

」開催
かいさい

や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

への委託
い た く

事業
じぎょう

での文化
ぶ ん か

活動
かつどう

に

より、身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

、知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

等
など

の交 流
こうりゅう

親睦
しんぼく

を深
ふか

めながら内容
ないよう

の

充
じゅう

実
じつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めています。 

〇民間
みんかん

や地域
ち い き

の経験者
けいけんしゃ

の 協 力
きょうりょく

体制
たいせい

は出来
で き

てきていますが、 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

専門
せんもん

の

指導者
し ど う し ゃ

が不足
ふ そ く

している 状 況
じょうきょう

です。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇障 害
しょうがい

があっても、色々
いろいろ

なイベント
い べ ん と

等
とう

に参加
さ ん か

出来
で き

る石垣市
い し が き し

になったら、皆
みな

で色々
いろいろ

楽
たの

しめ、

もっともっと”素敵
す て き

で住
す

みやすい石垣市
い し が き し

”になるのではと思
おも

います。 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

も健
けん

常 者
じょうしゃ

でも共
とも

に楽
たの

しめ（いろいろな障 害
しょうがい

のタイプ
た い ぷ

でもＯＫ
おーけい

なように）、

アイディア
あ い で ぃ あ

あふれるゲームセンター
げ ー む せ ん た ー

のような器具
き ぐ

やらスポーツ
す ぽ ー つ

用具
よ う ぐ

やら使
つか

える身体
しんたい

機能
き の う

を思
おも

わず自然
し ぜ ん

に動
うご

かせ、かつ、楽
たの

しい！といえるようなスペース
す ぺ ー す

もあればよい。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を通
つう

じて健康
けんこう

づくりや社会
しゃかい

参加
さ ん か

の実践
じっせん

活動
かつどう

が盛
さか

んになるとともに、生活
せいかつ

の質
しつ

を高
たか

め生
い

きがいをもって暮
く

らしていくこ

とができる環 境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

みます。 

また、生 涯
しょうがい

を通
とお

して学 習
がくしゅう

意欲
い よ く

を高
たか

め自己
じ こ

実現
じつげん

を果
は

たし、生
い

きがいを持
も

って暮
く

らしてい

くことができるよう学 習
がくしゅう

環 境
かんきょう

を 整
ととの

えます。 

 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が気軽
き が る

に参加
さ ん か

できる環 境
かんきょう

づくりの一環
いっかん

として、石垣
いしがき

島
じま

マラソン
ま ら そ ん

大会
たいかい

等
など

のスポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

や交 流
こうりゅう

イベント
い べ ん と

を通
とお

して、障 害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、市民
し み ん

相互
そ う ご

の

ふれあう機会
き か い

の拡 充
かくじゅう

に努
つと

めます。 

○関連
かんれん

のある課
か

、団体
だんたい

と連携
れんけい

を深
ふか

め、独自
ど く じ

の取
と

り組
く

みや共 催
きょうさい

事業
じぎょう

により、スポーツ
す ぽ ー つ

、

レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を通
とお

した社会
しゃかい

参加
さ ん か

を拡 充
かくじゅう

します。 

○各種
かくしゅ

文化
ぶ ん か

、スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

メニュー
め に ゅ ー

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、指導者
し ど う し ゃ

の養成
ようせい

、確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が、多様
た よ う

な文化
ぶ ん か

、 芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

することができるよう、
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コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。また、多
た

様
よう

な文化
ぶ ん か

、芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

に対
たい

する

支援
し え ん

と成果
せ い か

発 表
はっぴょう

機会
き か い

の提 供
ていきょう

に努
つと

めます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が利用
り よ う

しやすい、施設
し せ つ

整備
せ い び

や施設
し せ つ

利用
り よ う

緩和
か ん わ

に向
む

け努
つと

めます。 

〇まちづくり市民
し み ん

講座
こ う ざ

「ゆめみらい」等
とう

を活用
かつよう

し、多様
た よ う

な学 習
がくしゅう

機会
き か い

の拡 充
かくじゅう

に努
つと

めます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○文化
ぶ ん か

活動
かつどう

、スポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

の充 実
じゅうじつ

 

○指
し

導者
どうしゃ

の養成
ようせい

、確保
か く ほ

 

○コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

〇八重
や え

山地区障
や ま ち く し ょ う

がい者
しゃ

文化
ぶ ん か

・スポーツ
す ぽ ー つ

振興会
しんこうかい

との連携
れんけい

強化
きょうか

 

○生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

メニュー
め に ゅ ー

の充 実
じゅうじつ

 

 

 

  

第
だい

２回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

「まあるいいのち」 

作
さく

 石垣市
い し が き し

障
しょう

がい児通所
じ つ う し ょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

（ひまわり）
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基本
きほん

目 標
もくひょう

3 すべての市民
しみん

がともに自立
じりつ

する社会
しゃかい

 

基本
き ほ ん

施策
し さ く

1 自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

の拡 充
かくじゅう

 

 (1)福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の拡 充
かくじゅう

                            

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇各事業所
かくじぎょうしょ

の 協 力
きょうりょく

のもと充実化
じゅうじつか

が図
はか

られつつありますが、 提 供
ていきょう

できていない福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

があり、引
ひ

き続
つづ

き整備
せ い び

の促進
そくしん

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

める必要
ひつよう

があります。 

〇入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が常
つね

に満 床
まんしょう

で、待機者
た い き し ゃ

の解 消
かいしょう

が課題
か だ い

となっています。また、地域
ち い き

移行
い こ う

の受
う

け

皿
ざら

として、自立
じ り つ

訓練
くんれん

サービス
さ ー び す

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

が不足
ふ そ く

している 状 況
じょうきょう

にあり施設
し せ つ

整備
せ い び

の

促進
そくしん

が課題
か だ い

となっています。 

〇アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

から、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

要件
ようけん

となる障 害
しょうがい

支援
し え ん

（程度
て い ど

）区分
く ぶ ん

認定
にんてい

について、「わからない」とする回答
かいとう

割合
わりあい

が 37.3％となっています。 

〇利用
り よ う

できる障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を「知
し

らない」とする回答
かいとう

が 67.9％を占
し

め、多
おお

くの 障
しょう

が

いのある人
ひと

が、利用
り よ う

できるサービ
さ ー び

スを把握
は あ く

していない 状 況
じょうきょう

がうかがえます。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇ほとんど同
おな

じような生活
せいかつ

、障 害
しょうがい

なのに支給
しきゅう

が違
ちが

うのが納
なっ

得
とく

できない。 

〇 障
しょう

がいのある子
こ

どものショートステイ
し ょ ー と す て い

の場
ば

がないので、親
おや

が介護
か い ご

などから解放
かいほう

される

時間
じ か ん

がない。ショートステイ
し ょ ー と す て い

の要望
ようぼう

は多
おお

いと思
おも

う。（再掲
さいけい

） 

〇日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用品
ようひん

装具
そ う ぐ

の対象者
たいしょうしゃ

の拡
かく

大
だい

や 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する配 食
はいしょく

サービス
さ ー び す

の実施
じ っ し

など、障
しょう

がい者
しゃ

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じ、個々
こ こ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、裁 量
さいりょう

の範囲内
は ん い な い

で弾力的
だんりょくてき

にサービス
さ ー び す

を提 供
ていきょう

する在
あ

り方
かた

を検討
けんとう

してもらいたい。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を利用
り よ う

し自立
じ り つ

していくことを支援
し え ん

していくため、

相談
そうだん

支援
し え ん

による利用
り よ う

意向
い こ う

を踏
ふ

まえ、適切
てきせつ

なサービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

していくことができるように

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が個々
こ こ

の 状 況
じょうきょう

等
とう

に応
おう

じ、必要
ひつよう

な障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を主体的
しゅたいてき

に選択
せんたく

し利用
り よ う

できるように、サービス
さ ー び す

利用
り よ う

に対
たい

する周知
しゅうち

活動
かつどう

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めるとともに、

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

○障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

に基
もと

づき、 障
しょう

がいのある人
ひと

の在宅
ざいたく

生活
せいかつ

への移行
い こ う

等
とう

を更
さら

に促進
そくしん

して
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いくため、自立
じ り つ

生活
せいかつ

及
およ

び地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

の積極的
せっきょくてき

な地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を促進
そくしん

する観点
かんてん

から、宿泊型
しゅくはくがた

を含
ふく

む

自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

）サービス
さ ー び す

、共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

サービス
さ ー び す

等
とう

を含
ふく

め、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

・調 整
ちょうせい

によりサービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

を促進
そくしん

するとともに、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向 上
こうじょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

の在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を支
し

援
えん

し、社会的
しゃかいてき

な自立
じ り つ

を 促
うなが

していくため、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○市内
し な い

の各法人
かくほうじん

に対
たい

するサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

促進
そくしん

と質
しつ

の向 上
こうじょう

 

○相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

○地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ

 

〇地域
ち い き

移行
い こ う

に向
む

けての社会
しゃかい

資源
し げ ん

の開発
かいはつ

 

〇施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

及
およ

びショートステイ
し ょ ー と す て い

の増 床
ぞうしょう

と利便性
り べ ん せ い

の向 上
こうじょう

への取
と

り組
ぐ

み 

〇日 中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充 実
じゅうじつ
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

1 自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

の拡 充
かくじゅう

 

 (2)相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の拡 充
かくじゅう

                             

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇関係
かんけい

機関
き か ん

や医療
いりょう

機関
き か ん

を含
ふく

めた担当者
たんとうしゃ

会議
か い ぎ

やケア
け あ

会議
か い ぎ

を個別
こ べ つ

に随時
ず い じ

開催
かいさい

しています。

平成
へいせい

25年度
ね ん ど

から自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に相談
そうだん

支援
し え ん

部会
ぶ か い

を設置
せ っ ち

し、支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

に向
む

けて取
と

り組
く

んでいます。また、八重山圏域
や え や ま け ん い き

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

を開
かい

催
さい

していますが、

定期
て い き

開催
かいさい

に向
む

けた取
と

り組
く

みが必要
ひつよう

となっています。 

〇委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

２か所
しょ

で指定
し て い

相談
そうだん

を実施
じ っ し

していますが、相談
そうだん

支援員
し え ん い ん

の不足
ふ そ く

等
など

から

新規
し ん き

相談
そうだん

等
など

に十 分
じゅうぶん

に対応
たいおう

できない等
とう

の課題
か だ い

があります。 

〇基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を平成
へいせい

26年
ねん

4月
がつ

に設置
せ っ ち

していますが、体制
たいせい

整備
せ い び

が不十分
ふじゅうぶん

のため、

その機能
き の う

を十 分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

できていない 状 況
じょうきょう

にあります。 

〇平成
へいせい

25年度
ね ん ど

に沖縄県
おきなわけん

緊 急
きんきゅう

雇用
こ よ う

創 出
そうしゅつ

事業
じぎょう

臨時
り ん じ

特例
とくれい

補助
ほ じ ょ

金
きん

を活用
かつよう

した相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

育成
いくせい

事業
じぎょう

（７相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

に委託
い た く

）を実施
じ っ し

していますが、その他
た

各種
かくしゅ

研 修
けんしゅう

が未実施
み じ っ し

で

あり、十 分
じゅうぶん

な人材
じんざい

確保
か く ほ

にまでつながっていない 状 況
じょうきょう

となっています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇安心
あんしん

して相談
そうだん

ができ、窓口
まどぐち

として気楽
き ら く

に相談
そうだん

ができる方
かた

を配置
は い ち

し、アドバイス
あ ど ば い す

をしな

がら受
う

け入
い

れてくれるような連携
れんけい

と窓口
まどぐち

が必要
ひつよう

。 

〇現在
げんざい

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

がどんな種類
しゅるい

があるのかわからないし、実際
じっさい

に使
つか

いたいと思
おも

って

も、どのように利用
り よ う

して良
よ

いかわからないが、相談
そうだん

にいく場所
ば し ょ

がない 状 況
じょうきょう

がある。 

〇今年
こ と し

障
しょう

がい者
しゃ

になりましたが、こちらから聞
き

かないとサービス
さ ー び す

の有無
う む

内容
ないよう

がわからな

い。まだ知
し

らないが受
う

けられるサービス
さ ー び す

があるかも、と思
おも

う。相談
そうだん

すればいいのかも

しれませんが、どのタイミング
た い み ん ぐ

でどのように相談
そうだん

したらよいか、つかめていません。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の社会的
しゃかいてき

活動
かつどう

や質
しつ

の高
たか

い自立
じ り つ

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

を支援
し え ん

するため、教 育
きょういく

、福祉
ふ く し

や

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

から就 労
しゅうろう

支援
し え ん

など、多様
た よ う

な分野
ぶ ん や

にわたる問題点
もんだいてん

や課題
か だ い

等
とう

に対
たい

し、適
てき

切
せつ

に対応
たいおう

す

ることができる専門性
せんもんせい

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、相談先
そうだんさき

やその利用
り よ う

に対
たい

する周知
しゅうち

活動
かつどう

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が、相談
そうだん

できる場所
ば し ょ

が分
わ

からず、利用
り よ う

可能
か の う

な福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や支援
し え ん

施策
し さ く

を利用
り よ う

できない 状 況
じょうきょう

にならないよう、身近
み ぢ か

に利用
り よ う

できる相談
そうだん

窓口
まどぐち

や相談
そうだん

内容
ないよう

につい
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ての周知
しゅうち

活動
かつどう

の徹底
てってい

とわかりやすい情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の仕組
し く

みづくりに努
つと

めます。 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が抱
かか

える様々
さまざま

な相談
そうだん

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じて、的確
てきかく

な相談
そうだん

支援
し え ん

が

行
おこな

えるよう、指定
し て い

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の相談
そうだん

支援
し え ん

部会
ぶ か い

等
とう

と

連携
れんけい

し専門性
せんもんせい

を重視
じゅうし

した相談
そうだん

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。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○相談
そうだん

窓口
まどぐち

、相談
そうだん

内容
ないよう

等
とう

の周知
しゅうち

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

○専門性
せんもんせい

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

○専門
せんもん

職
しょく

の配置
は い ち

 

〇基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の機能
き の う

強化
きょうか

 

〇委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の拡 充
かくじゅう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第
だい

２回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

「かご」 

作者
さくしゃ

 根間
ね ま

 直美
な お み
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

1 自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

の拡 充
かくじゅう

 

 (3)福祉
ふ く し

人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

                           

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇市
し

では、障
しょう

がいのある方々
かたがた

の個別
こ べ つ

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じ、利用者本
り よ う し ゃ ほ ん

位
い

のサービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

するこ

とや個別
こ べ つ

に抱
かか

える生活
せいかつ

課題
か だ い

や問題
もんだい

に専門的
せんもんてき

に対応
たいおう

することができるように、 障
しょう

がい

福祉課
ふ く し か

においては、保健師
ほ け ん し

、社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

を配置
は い ち

するとともに、委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

には、社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

や精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

等
など

の専門
せんもん

職 員
しょくいん

を配置
は い ち

していますが、

臨 床
りんしょう

心理士
し ん り し

などの配置
は い ち

が未整備
み せ い び

となっています。 

〇社 協
しゃきょう

においてボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

への活動
かつどう

助成金
じょせいきん

の交付
こ う ふ

による支援
し え ん

を 行
おこな

っています。

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

人材
じんざい

の養成
ようせい

が課題
か だ い

となっています。 

〇事業
じぎょう

ニーズ
に ー ず

が増大
ぞうだい

するなかで、居宅
きょたく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

のヘルパー
へ る ぱ ー

等
など

、全体的
ぜんたいてき

にマンパワー
ま ん ぱ わ ー

が

不足
ふ そ く

している 状 況
じょうきょう

にあり、その担
にな

い手
て

の確保
か く ほ

が課題
か だ い

となっています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇心理士
し ん り し

をおいて欲
ほ

しい。本人
ほんにん

の 話
はなし

を聞
き

いてくれる人
ひと

が必要
ひつよう

。大人
お と な

になると、とたんに

カウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

を受
う

ける機会
き か い

が減
へ

るため。 

〇施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

していても介助者
かいじょしゃ

を確保
か く ほ

し、もっと自由
じ ゆ う

に好
す

きな時
とき

に外 出
がいしゅつ

したい。 

〇福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

に 携
たずさ

わる人
ひと

の中
なか

にも、 障
しょう

がい者
しゃ

への理解
り か い

や配慮
はいりょ

がない人
ひと

がいる。 

〇役所
やくしょ

との色
いろ

んな手続
て つ づ

きや申請
しんせい

等
とう

で、相談
そうだん

事業所
じぎょうしょ

の方
かた

や第三者
だいさんしゃ

が代理人
だ い り に ん

として 行
おこな

えるよ

うになれると気持
き も

ちが楽
らく

になれる気
き

がします。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

と権利
け ん り

を尊 重
そんちょう

し、利用者本
り よ う し ゃ ほ ん

位
い

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

していくた

めには、それらに専門的
せんもんてき

に 携
たずさ

わる知識
ち し き

と資質
し し つ

を高
たか

めた人材
じんざい

の育成
いくせい

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

です。 

そのため、サービス
さ ー び す

技術
ぎじゅつ

の向 上
こうじょう

や 障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

に対
たい

する正
ただ

しい知識
ち し き

を深
ふか

めていくこと

ができるように、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による研修会
けんしゅうかい

、セミナー
せ み な ー

等
とう

を開催
かいさい

するなど、さらなる

資質
し し つ

の向 上
こうじょう

と人材
じんざい

の確保
か く ほ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

また、社 協
しゃきょう

や関係機関
か ん け い き か ん

と連携
れんけい

により 障
しょう

がいのある人
ひと

の積極的
せっきょくてき

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

等
など

をサポート
さ ぽ ー と

するボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

人材
じんざい

を養成
ようせい

し活用
かつよう

する仕組
し く

みづくりに取
と

り組
く

みます。 

 

〇障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

や 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

うため、臨 床
りんしょう

心理士
し ん り し

など専門
せんもん

職
しょく

の配置
は い ち

に

努
つと

めます。 

〇事
じ

業 者
ぎょうしゃ

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して、福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

と資質
し し つ

の向 上
こうじょう

に取
と

り組
く

みます。 
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○ 障
しょう

がいのある人
ひと

を社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で支
ささ

えていくことができるよう、地域
ち い き

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

等
とう

の育成
いくせい

や活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

〇専門
せんもん

職
しょく

の配置
は い ち

 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じた福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

活動
かつどう

を支援
し え ん

するボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の育成
いくせい

と活動
かつどう

支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第
だい

２回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

「セーター
せ ー た ー

」 

作者
さくしゃ

 上地
う え ち

 裕子
ゆ う こ
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

1 自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

 (4)経済的
けいざいてき

支援
し え ん

の推進
すいしん

                            

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇児童
じ ど う

福祉
ふ く し

手当
て あ て

、特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
い り ょ う ひ

、重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）医療費
い り ょ う ひ

助成
じょせい

、

特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

等
とう

の周知
しゅうち

や適正
てきせい

な支給
しきゅう

及
およ

び給付
きゅうふ

等
など

を実施
じ っ し

しています。 

〇アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

から、生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

な支援
し え ん

は、「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

」が 52.9％

で 最
もっと

も高
たか

くなっています。 

〇難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
など

に係
かか

る航
こう

空
くう

運賃
うんちん

の一部
い ち ぶ

助成金
じょせいきん

交付
こ う ふ

事業
じぎょう

（本市
ほ ん し

以外
い が い

での通院
つういん

治療
ちりょう

を必要
ひつよう

とす

る場合
ば あ い

のみ対 象
たいしょう

）は平成
へいせい

24年度
ね ん ど

より実施
じ っ し

しています。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

が大
おお

きい。安
やす

くなる制度
せ い ど

があればよい。 

〇離島
り と う

なのだから飛行機
ひ こ う き

も電車
でんしゃ

やバス
ば す

と同
おな

じように半額
はんがく

にするべき、もっと安
やす

くしてほ

しい。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

していくため、各種
かくしゅ

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

並
なら

びに既存
き そ ん

の各種
かくしゅ

手当
て あ て

、助成
じょせい

制度
せ い ど

の経済
けいざい

支援
し え ん

を継続
けいぞく

して実施
じ っ し

します。 

また、受 給
じゅきゅう

対 象
たいしょう

となる方
かた

が適正
てきせい

な受 給
じゅきゅう

や給付
きゅうふ

を受
う

けることができる周知
しゅうち

活動
かつどう

の一層
いっそう

の

充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、給付
きゅうふ

や受 給
じゅきゅう

に関
かか

わる説明
せつめい

を丁寧
ていねい

にわかりやすく伝
つた

えるための工夫
く ふ う

に努
つと

めます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○各種
かくしゅ

手当
て あ て

や自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

の周知
しゅうち

 

〇重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）医療費
い り ょ う ひ

の助成
じょせい

制度
せ い ど

の周知
しゅうち
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

2 住
す

まいの確保
か く ほ

 

 (1)障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した住 宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

                         

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の量 的
りょうてき

確保
か く ほ

を図
はか

るため、建替
だ て か

えを予定
よ て い

している公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

に整備
せ い び

を検討
けんとう

、

調 整 中
ちょうせいちゅう

です。 

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

の住 宅
じゅうたく

確保
か く ほ

を支援
し え ん

する観点
かんてん

から、社 協
しゃきょう

に委託
い た く

し、住 宅
じゅうたく

入 居
にゅうきょ

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

しており、民間
みんかん

との 協 力
きょうりょく

体制
たいせい

も徐々
じょじょ

に出来
で き

てきているが、多様化
た よ う か

する

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できる専門員
せんもんいん

の確保
か く ほ

や事業
じぎょう

の周知
しゅうち

活動
かつどう

が課題
か だ い

となっております。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

から事業所
じぎょうしょ

に通
かよ

うことが実現
じつげん

しない限
かぎ

り、親
おや

亡
な

き後
ご

の不安
ふ あ ん

は無
な

くなり

ません。親
おや

が居
い

なくても生活
せいかつ

が変
か

わらないように、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を整備
せ い び

してもらい

たい。 

〇将来的
しょうらいてき

に子
こ

どもが自立
じ り つ

できるのがベスト
べ す と

ですが、そうでない場合
ば あ い

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

な

どで生活
せいかつ

できるよう受
う

け入
い

れの枠
わく

を確保
か く ほ

できればと思
おも

います。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

1) 住
じゅう

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

のなかで自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を 営
いとな

むことを支援
し え ん

していく

ため生活
せいかつ

の拠点
きょてん

である住 宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

やその環 境
かんきょう

整備
せ い び

に向
む

けた取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

○ 住
じゅう

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

については、 障
しょう

がいのある人
ひと

に配慮
はいりょ

した市営
し え い

住 宅
じゅうたく

の整備
せ い び

を推進
すいしん

しま

す。 

○すべての人
ひと

にやさしい住 宅
じゅうたく

となるようユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の視点
し て ん

に立
た

った、住 宅
じゅうたく

整備
せ い び

の普及
ふきゅう

を 促
うなが

します。 

 

2)在宅
ざいたく

生活
せいかつ

に資
し

するグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の整備
せ い び

 

○グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

については、民間
みんかん

及
およ

び公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

における場
ば

を確保
か く ほ

するための調 整
ちょうせい

を

行
おこな

うとともに、民間
みんかん

活 力
かつりょく

を活用
かつよう

した整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

 

3) 障
しょう

がいのある人
ひと

の民間
みんかん

住 宅
じゅうたく

への 入
にゅう

居
きょ

支援
し え ん

 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が、民間
みんかん

住 宅
じゅうたく

への入 居
にゅうきょ

に対
たい

し住 宅
じゅうたく

入 居
にゅうきょ

等
など

支援
し え ん

事業
じぎょう

を通
とお

した支援
し え ん

を

行
おこな

います。 
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≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した住 宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

 

○バリアフリー
ば り あ ふ り ー

住 宅
じゅうたく

の整備
せ い び

促進
そくしん

 

○住 宅
じゅうたく

改 修
かいしゅう

の助成
じょせい

制度
せ い ど

の充 実
じゅうじつ

 

○民間
みんかん

活 力
かつりょく

を活
い

かしたグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の整備
せ い び

充 実
じゅうじつ

の促進
そくしん

 

○民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

等
とう

への入 居
にゅうきょ

支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第
だい

２回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 

受 賞
じゅしょう

作品
さくひん

「ちゅらハウス
は う す

」 

作者
さくしゃ

 宮城
み や ぎ

 栄
えい

次
じ
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

3 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

の整備
せ い び

促進
そくしん

 

 (1)福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

施設
し せ つ

等
とう

の整備
せ い び

促進
そくしん

                       

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が常
つね

に満 床
まんしょう

で、待機者
た い き し ゃ

の解 消
かいしょう

が課題
か だ い

となっています。また、地域
ち い き

移行
い こ う

の受
う

け

皿
ざら

として自立
じ り つ

訓練
くんれん

サービス
さ ー び す

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

が不足
ふ そ く

している 状 況
じょうきょう

です。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇「親
おや

亡き
な き

後
ご

の生活
せいかつ

」今
いま

、高齢
こうれい

になった親
おや

の一番
いちばん

の課題
か だ い

です。 入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の 増 床
ぞうしょう

、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の増 床
ぞうしょう

援助
えんじょ

を切望
せつぼう

します。 

〇 私
わたし

が年老
と し お

いて介護
か い ご

される身体
か ら だ

になった場合
ば あ い

は、親子
お や こ

別々
べつべつ

の施設
し せ つ

を利用
り よ う

するのではなく、

残
のこ

りの人生
じんせい

を親子
お や こ

一緒
いっしょ

に暮
く

らせる施設
し せ つ

があったらいいなと思
おも

います。 

〇もし介護
か い ご

する人
ひと

の調子
ちょうし

が悪
わる

い時
とき

、すぐ 頭
あたま

に浮
う

かぶのは泊
と

めてくれる施設
し せ つ

をすぐ探
さが

せな

いことです。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じて適切
てきせつ

な施設
し せ つ

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

し、自立
じ り つ

した生活
せいかつ

や地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を促進
そくしん

していくため、身近
み じ か

な地域
ち い き

において個々
こ こ

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じた施設
し せ つ

サービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の 充
じゅう

実
じつ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを促進
そくしん

します。 

 

○福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

における介護
か い ご

や、自立
じ り つ

訓練
くんれん

及
およ

び就 労
しゅうろう

支援
し え ん

を 行
おこな

う日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

と、

施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

等
など

の居 住
きょじゅう

系
けい

サービス
さ ー び す

の円滑
えんかつ

な提 供
ていきょう

に向
む

けた基盤
き ば ん

整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

○施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

が必要
ひつよう

な 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し、施設
し せ つ

利用
り よ う

に対
たい

する支援
し え ん

の 充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めると

ともに、入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

しやすい環 境
かんきょう

づくりに努
つと

めます。 

〇介護者
か い ご し ゃ

や保護者
ほ ご し ゃ

の休 養
きゅうよう

、緊 急
きんきゅう

一時的
い ち じ て き

な保護
ほ ご

のために利用
り よ う

できるショートステイ
し ょ ー と す て い

等
とう

の

整備
せ い び

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

に対
たい

する支援
し え ん

 

〇 障
しょう

がい児
じ

が利用
り よ う

できる短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
とう

の整備
せ い び

促進
そくしん

 

○サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

促進
そくしん

 

○地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

につながる受
う

け皿
ざら

づくり 
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基本
き ほ ん

施策
し さ く

3 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

の整備
せ い び

促進
そくしん

 

 (2)既存
き ぞ ん

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の機能
き の う

拡 充
かくじゅう

と利用
り よ う

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

                   

 

【現 状
げんじょう

と課題
か だ い

】 

〇中 央
ちゅうおう

運動
うんどう

公園
こうえん

施設
し せ つ

の無料化
む り ょ う か

を実施
じ っ し

していますが、健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

など他
ほか

の公 共
こうきょう

施設
し せ つ

における利用
り よ う

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

が不十分
ふじゅうぶん

であるため、公 共
こうきょう

施設
し せ つ

に対
たい

する統一
とういつ

した利用
り よ う

基準
きじゅん

の

設定
せってい

が必要
ひつよう

となっています。 

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

が、気軽
き が る

に施設
し せ つ

を利用
り よ う

し、スポーツ
す ぽ ー つ

やレクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

に親
した

しむこと

ができるよう、また、生 涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

や憩
いこ

いの場
ば

として活用
かつよう

できるように、すべての公 共
こうきょう

施設
し せ つ

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

や障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた機能
き の う

の拡 充
かくじゅう

が求
もと

められて

います。 

 

【市民
し み ん

の声
こえ

】 

〇 石垣市
い し が き し

の スポーツ
す ぽ ー つ

施設
し せ つ

の 使用料
しようりょう

が 免除
めんじょ

に な り ま し た が 、 健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

トレーニング
と れ ー に ん ぐ

ルーム
る ー む

では今
いま

だに障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

による割引
わりびき

などができません。 

 

≪施策
し さ く

の方針
ほうしん

≫ 

 

障
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、利用
り よ う

しやすく、利便性
り べ ん せ い

を高
たか

めていくための施設
し せ つ

機能
き の う

の

充 実
じゅうじつ

や施設
し せ つ

利用
り よ う

に対
たい

する負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

る取
と

り組
く

みを進
すす

めます。 

 

≪重 点
じゅうてん

施策
し さ く

≫ 

○既存
き そ ん

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

の機能
き の う

拡 充
かくじゅう

に向
む

けた改 修
かいしゅう

等
など

の実施
じ っ し

 

〇公 共
こうきょう

施設
し せ つ

利用
り よ う

に対
たい

する統一
とういつ

した利用
り よ う

基準
きじゅん

の設定
せってい
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【参考
さんこう

資料
しりょう

】第
だい

4次障
じしょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

と第
だい

4期
き

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の相関図
そ う か ん ず

 

 

  

基

本

目

標

１

す

べ

て

の

市

民

が

と

も

に

活

き

活

き

と

暮

ら

す

社

会

基本施策１ 推進体制の整備

(1)啓発活動の推進

第4次石垣市障がい者福祉計画の施策の体系と重点施策

(2)障害を理由とする差別の解消

(3)福祉関係団体等の活動支援

(4)情報・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援の充実

(5)権利擁護の推進

基本施策2  交流機会の拡充

(1)交流の場の充実

(2)交流支援体制の確立

基本施策3  保健、医療体制の充実

(1)障害の早期発見と発達支援の充実

(2)医療受診に対する支援

重点施策

〇広報・啓発活動の充実

〇教育・保育の場における、福祉教育の推進

〇差別解消に向けた広報・啓発活動の推進

〇障害へ理解、人権擁護に対する啓発活動の実施

〇出前講座等の啓発活動の充実

〇障がい者団体、ＮＰＯ団体等の活動支援

〇活動の場の創設

〇施設利用緩和

○インターネット、二次元バーコード等を活用した多様な情報提供基盤の整備

〇音訳、点訳等による情報提供やコミュニケーション支援の充実

○「福祉ガイド」、「福祉マップ」等の作成

○手話通訳者や音訳者等の人材育成の充実

〇聴覚障がい者緊急通報システムの充実

○関係機関との定期的な懇談会や情報交換会の開催

○障がいのある人の権利擁護に向けた取り組み

○成年後見制度、日常生活自立支援事業の周知と実態把握

〇石垣市障がい者虐待防止センターの機能強化

〇選挙や司法手続き等における環境整備

○多様な関係機関との連携による交流機会の充実

○公共施設の有効活用と施設利用緩和の推進

○身近な地域での居場所づくり

○コミュニケーション支援の充実

〇地域活動支援センターの拡充

○スポーツ・レクリエーション、文化活動事業の充実

○コミュニケーション支援の充実

〇八重山地区障がい者文化・スポーツ振興会との連携強化

○障害の予防対策の充実

○早期発見・早期支援に向けた体制強化

○療育相談支援の取組み強化

○各種乳幼児健康診査、特定健診、保健指導の充実

○心の健康づくり事業の推進

〇発達支援システム構築の推進

○自立支援医療及び重度心身障害者（児）医療費助成の周知

○八重山福祉保健所と連携した特定疾患患者の早期把握と支援

○入院期間中における、介助者の支援を行うためのヘルパー派遣事業の実施

地域生活支援事業：理解促進研修・啓発事業 実施

地域生活支援事業：理解促進研修・啓発事業 実施

地域生活支援事業：自発的活動支援事業 継続

地域生活支援事業：点字・声の広報等発行事業

意思疎通支援事業

手話奉仕員養成研修事業

要約筆記奉仕員養成研修事業

充実

地域生活支援事業：成年後見制度利用支援事業

成年後見制度法人後見支援事業

理解促進研修・啓発事業

障害者相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

実施

充実

地域生活支援事業：地域活動支援センター事業

意思疎通支援事業

3ヵ所

充実

地域生活支援事業：スポーツ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ教室開催等事業

文化芸術活動振興事業

意思疎通支援事業

充実

地域生活支援事業：障害者相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

巡回支援専門員整備事業
充実

その他障がい福祉課

実施事業等

障害者週間・精神障害者月間等各種イベント

障害者週間・精神障害者月間等各種イベント

補助金（団体育成費）交付

ホームページ充実

パンフレット整備

聴覚障がい者緊急通報システム運営協議会事務局

八重山地区障がい者文化・スポーツ振興会事務局

発達障がい児（者）支援拠点運営事業

精神通院医療、更生医療、育成医療

重度心身障害者（児）医療費助成

第4期石垣市障害福祉計画における主な事業と目標

29年度見込み推進事業

※詳細は、第４期石垣市福祉計画の各項にあります。
関係課機関等

○企画政策課

○学校指導課

○児童家庭課

○市民生活課

○いきいき学び課

○市民生活課

○いきいき学び課

○公共施設を有する課等

○社会福祉協議会

○企画政策課

○防災危機管理室

○消防本部

○観光文化課

○社会福祉協議会

○市民生活課

○介護長寿課

○選挙管理委員会

○公共施設を有する課等

○社会福祉協議会

○スポーツ交流課

○いきいき学び課

○社会福祉協議会

○健康福祉センター

○学校指導課

○児童家庭課

○健康保険課

○八重山福祉保健所

○健康福祉センター

○八重山福祉保健所
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基

本

目

標

２

す

べ

て

の

市

民

が

と

も

に

活

動

す

る

社

会

第4次石垣市障がい者福祉計画の施策の体系と重点施策

基本施策１ 人にやさしまちづくり

(1)生活環境のバリアフリー化の推進

(2)移動・交通手段の充実

○道路及び交通安全施設のバリアフリー化の推進

○誰にでもわかりやすい案内標示板の整備

○公共交通のバリアフリー化の推進

○外出及び移動支援事業の充実

〇バリアフリーマップの作成

(3)防災・防犯対策の充実 ○石垣市緊急時一斉放送システム、防災一斉メール配信サービスの充実及び普及

○災害時地域支援システムの確立

○防災・防犯活動の促進

〇石垣市災害時要援護者登録制度の周知

○緊急時における避難誘導体制の確立

〇福祉避難所の整備

〇「福祉避難所兼ふれあい交流施設」の利活用

基本施策2 雇用、就労環境の充実

(1)雇用、就労支援の充実
○障がい者雇用に対する理解を深めるための啓発活動の推進

○就労支援にかかわる関係機関等とのネットワークの充実

○障がい者の職場定着への支援

(2)就労機会の拡大と活動の場の創設
○障がい者雇用に対する啓発活動

○障害に配慮した雇用環境、条件等の改善に向けた事業の紹介

○就労支援事業所への支援

○公共施設を活用した就労の場の確保

○行政における雇用開発の促進、物品等の優先調達の推進

〇福祉的就労の場の充実と機会の創設への支援

基本施策3 教育・保育、文化・ｽﾎﾟｰﾂの推進

(1)療育支援の充実
○専門性を高めた相談支援体制の充実

○発達支援システム構築の推進

○療育支援にかかわる専門職員の配置

(2)教育・保育環境の充実

○教育・保育施設による受け入れ体制の充実

○保育士、教諭等の資質の向上

○障害の状況に応じた特別支援教育の充実

○特別支援学校との交流教育の充実

○教材教具の拡充

○教育・保育施設におけるバリアフリーの整備

(3)文化、芸術、ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの充実
○スポーツ・レクリエーション、文化活動の充実

○指導者の養成、確保

○コミュニケーション支援の充実

〇八重山地区障がい者文化・スポーツ振興会との連携強化

○生涯学習メニューの充実

重点施策 関係課機関等

○公共工事を施工する課等

○福祉総務課

○公共工事を施工する課等

○福祉総務課

○商工振興課

○市民生活課

○防災危機管理室

○福祉総務課

○消防本部

○社会福祉協議会

○商工振興課

○商工振興課

○総務課

○契約管財課

○健康福祉センター

○児童家庭課

○学校指導課

○児童家庭課

○学校指導課

○学務課

○スポーツ交流課

○いきいき学び課

○社会福祉協議会

その他障がい福祉課

実施事業等

発達障がい児（者）支援拠点事業

八重山地区障がい者文化・スポーツ振興会事務局

地域生活支援事業：移動支援事業 実施

地域生活支援事業：理解促進研修・啓発事業 実施

地域生活支援事業：理解促進研修・啓発事業

福祉サービス ：就労移行支援

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

実施

12人

109人

175人

地域生活支援事業：障害者相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

巡回支援専門員整備事業
充実

地域生活支援事業：巡回支援専門員整備事業

地域生活支援事業：スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

文化芸術活動振興事業

意思疎通支援事業

充実

充実

第4期石垣市障害福祉計画における主な事業と目標

推進事業 29年度見込み

※詳細は、第４期石垣市福祉計画の各項にあります。

○ユニバーサルデザインの視点によるバリアフリー化

○「石垣市福祉のまちづくり条例」の普及啓発

〇パーキングパーミット制度の導入に向けた取り組み
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第4次石垣市障がい者福祉計画の施策の体系と重点施策

基

本

目

標

３

す

べ

て

の

市

民

が

と

も

に

自

立

す

る

社

会

基本施策１ 自立生活支援の拡充 重点施策

(1)福祉サービスの拡充

○市内の各法人に対するサービス提供基盤の整備促進と質の向上

○相談支援体制の充実

○地域生活支援事業の充実

〇地域移行に向けての社会資源の開発

〇施設入所支援及びショートステイの増床と利便性の向上への取り組み

〇日中一時支援事業の充実

(2)相談支援体制の拡充

○相談窓口、相談内容等の周知活動の推進

○専門性の高い相談支援体制の構築

○専門職の配置

〇基幹相談支援センターの機能強化

〇委託相談支援事業所の拡充

(3)福祉人材の育成・確保
〇専門職の配置

○障がい者のニーズに応じた福祉人材の確保

〇障がい者の社会活動を支援するボランティアの育成と活動支援

(4)経済的支援の推進
○各種手当や自立支援医療の周知

〇重度心身障害者（児）医療費の助成制度の周知

基本施策2 住まいの確保

(1)障害に配慮した住宅の確保

○障害に配慮した住宅の確保

○バリアフリー住宅の整備促進

○住宅改修の助成制度の充実

○民間活力を活かしたグループホームの整備充実の促進

○民間賃貸住宅等への入居支援

基本施策3 福祉施設等の整備促進

(1)福祉サービス施設等の整備促進

○施設入所に対する支援

〇障がい児が利用できる短期入所施設等の整備促進

○サービス提供基盤の整備促進

○地域生活への移行につながる受け皿づくり

(2)既存福祉施設の機能拡充と負担軽減
○既存福祉施設等の機能拡充に向けた改修等の実施

〇公共施設利用に対する統一した利用基準の設定

関係課機関等

充実

充実

充実

充実

地域生活支援事業：日常生活用具給付等事業（住宅改修）

障害福祉サービス：共同生活援助

地域生活支援事業：住宅入居等支援事業

福祉機器リサイクル事業

1人

45人

継続

継続

障害福祉サービス：施設入所支援

短期入所

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

共同生活援助

地域移行支援

地域定着支援

地域生活支援事業：地域活動支援センター事業

1００人

33人

6人

7人

45人

4人

4人

3カ所

その他障がい福祉課

実施事業等

特別障害者手当、障害者福祉手当

精神通院医療、更生医療、育成医療

重度心身障害者（児）医療費助成

第4期石垣市障害福祉計画における主な事業と目標

推進事業 29年度見込み

※詳細は、第4期石垣市福祉計画の各項にあります。

障害福祉サービス：計画相談支援

地域移行支援

地域定着支援

障害児相談支援

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

共同生活援助

施設入所支援

短期入所

地域生活支援事業：障害者相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

日中一時支援事業

地域生活支援事業：障害者相談支援事業

基幹相談支援センター機能強化事業

地域生活支援事業：障害者相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

200人

4人

4人

65人

6人

7人

45人

100人

33人

充実

充実

30人

○健康福祉センター

○児童家庭課

○学校指導課

○健康福祉センター

○学校指導課

○社会福祉協議会

○健康福祉センター

○児童家庭課

○公共事業を施工する課等

○施設管理・すぐやる課

○社会福祉協議会

○公共事業を施工する課等

○公共事業を施工する課等

○公共施設を有する課等
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第
だい

１ 章
しょう

 第
だい

4期
き

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

について 

1 計画
けいかく

の基本的
き ほ ん て き

な 考
かんが

え方
かた

 

本計画
ほんけいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

第
だい

88 条
じょう

に基
もと

づき「市町村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」として、また、

本市
ほ ん し

が一体的
いったいてき

に策定
さくてい

する 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

11 条
じょう

３項
こう

）の一部
い ち ぶ

を包含
ほうがん

す

るものとして位置
い ち

づけます。従
したが

って、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

をはじめ計画
けいかく

の対象者
たいしょうしゃ

等
とう

については、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に 準
じゅん

ずるものとします。 

 

2 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の変遷
へんせん

 

3期
き

にわたる障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

の概要
がいよう

と第
だい

4期
き

計画
けいかく

における基本
き ほ ん

指針
し し ん

は以下
い か

のよ

うになっています。 

 

第 1 期障害福祉計画 

H18 年度～H20 年度 

第２期障害福祉計画 

H21 年度～H23 年度 

第３期障害福祉計画 

H24 年度～H26 年度 

〇平成 17 年 10 月を基準と

して、平成 20 年度を目標

年として、地域の実情に応

じた数値目標及び「指定障

害福祉サービス」の見込み

量を設定。 

〇第 1 期計画の事業評価を踏

まえ、第 2 期計画における

数値目標及び「指定障害福

祉サービス」の見込み量を

設定。見込み量の設定の指

針は 1 期計画に準じる。 

〇障害者自立支援法の改正を

踏まえ、平成 26 年度を目標

年として第 3 期計画の数値目

標及び「指定障害福祉サービ

ス」の見込み量を設定。 

 

第 4 期障害福祉計画策定指針【国】 

平成 27 年度～平成 29 年度 

〇障害者総合支援法の施行を踏まえ、平成 29 年度を目標年として、地域の実情に応じた数値

目標及び「各種障害福祉サービス」の見込み量を設定。 
 

■第 4 期計画における基本指針の主な内容 

①計画の作成プロセスに関する事項：PDCA サイクルの導入 

〇「成果目標」、「活動指標」の見直しと明確化、各年度中間評価、評価点検結果の公表等 
 

②個別施策分野：【成果目標に関する事項】 

〇福祉施設から地域生活への移行（継続） 

〇精神病院から地域生活への移行促進（成果目標の変更）   →県実施へ 

〇地域活動支援拠点の整備（新規） 

〇福祉施設から一般就労への移行促進（整理・拡充） 
 

③個別施策分野：【その他】 

〇障害児支援体制の整備（新規） 

〇計画相談の連携強化、研修、虐待防止 等 
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3 第
だい

4期
き

計画
けいかく

における成果
せ い か

目 標
もくひょう

と活動
かつどう

指標
しひょう

の関係
かんけい

 

 
障がい者が地域で暮らせる社会に（基本指針の理念）自立と共生の社会を実現 

成果目標 

施設入所者の地域生活への移行 

〇地域生活移行者の増加 

〇施設入所者の削減 

      (活動指標) 

〇生活介護の利用者数、利用日数 

〇自立訓練（機能訓練・生活訓練）の利用者数、利用日数 

〇就労移行支援の利用者数、利用日数 

〇就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数 

〇短期入所（福祉型・医療型）の利用者数、利用日数 

〇共同生活援助の利用者数 

〇地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数 

〇施設入所支援の利用者数 ※施設入所者の削減 

成果目標  県実施 

入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

〇入院 3 ヶ月時点の退院率の上昇 

〇入院後 1 年時点の退院率の上昇 

〇在院期間の 1 年以上の長期在院者数の減少 

      (活動指標) 

〇自立訓練（生活訓練）の利用者数、利用日数 

〇就労移行支援の利用者数、利用日数 

〇就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）の利用者数、利用日数 

〇短期入所（福祉型・医療型）の利用者数、利用日数 

〇共同生活援助の利用者数 

〇地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の利用者数 

成果目標 

障がい者の地域生活の支援 

〇地域生活支援拠点の整備 

福祉施設から一般就労への移行 

〇福祉施設利用者の一般就労への移行者の増加 

〇就労支援事業者の利用者の増加 

〇就労移行支援事業所の就労移行率の増加 

      (活動指標) 

〇就労移行支援の利用者数、利用日数 
〇就労移行支援事業から一般就労への移行者数（就労移行支援・就労

継続支援Ａ型・就労支援継続Ｂ型） 
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第
だい

２ 章
しょう

 成果
せ い か

目 標
もくひょう

の設定
せってい

指針
し し ん

及
およ

び目標値
もくひょうち

の設定
せってい

 

1 施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

における指針
し し ん

 

 

(1)国
くに

における指針
し し ん

 

【従 来
じゅうらい

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

〇平成
へいせい

17年
ねん

10月
がつ

1日
にち

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

のうち 3割
わり

以上
いじょう

が平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

までに地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

〇平成
へいせい

17年
ねん

10月
がつ

1日
にち

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

に 1割
わり

以上
いじょう

削減
さくげん

することを

基本
き ほ ん

として設定
せってい

する 

 

【 新
あたら

しい基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

〇基準
きじゅん

となる時点
じ て ん

を平成
へいせい

17年
ねん

10月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

から平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

へ変更
へんこう

 

①施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の 3割
わり

以上
いじょう

を地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

 →平成 25 年度末時点の施設入所者の 12％以上を地域生活へ移行         

 

〇平成 17 年度末の施設入所者と比較した地域生活に移行する者の割合は、平

成 24 年度時点で 23.7％となっており平成 26 年度には 3 割以上の目標を

達成する見込み。  

〇平成 24 年度末の平均伸び率（2.88％）をベースに平成 25 年度末の施設

入所者と比較し毎年 2.88％増加するものとして設定。 

 

②施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の 1割
わり

以上
いじょう

を削減
さくげん

 

 →平成 25 年度末時点の施設入所者の４％以上を削減               

 

※平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

までの数値
す う ち

目 標
もくひょう

が達
たっ

成
せい

されないと見込
み こ

まれる場合
ば あ い

には、未達成
み た っ せ い

割合
わりあい

を

平成
へいせい

29年末
ねんまつ

における施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

及
およ

び施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の削減
さくげん

の

目標値
もくひょうち

に加
くわ

えた割合
わりあい

以上
いじょう

を目標値
もくひょうち

とする。 

 

〇施設入所者数は平成 17 年 10 月 1 日時点と比較して、平成 24 年度末時点

で約 8.0％減少。（平成 26 年度末には 1 割減少を達成する見込み） 

〇平成 17 年度から平成 24 年度末の平均削減率（▲1.1％）をベースに平成

25 年度末時点の約 4.0％以上を削減するものとして設定。 
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2 施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

の目 標
もくひょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)削減
さくげん

見込数
み こ み す う

及
およ

び地域
ち い き

移行者数
い こ う し ゃ す う

設定
せってい

の根拠
こんきょ

 

本市
ほ ん し

においては地域
ち い き

移行
い こ う

への積極的
せっきょくてき

な推進
すいしん

を図
はか

るため、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

及
およ

び専門
せんもん

部会
ぶ か い

において課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けて取
と

り組
く

んでいます。 

しかし、本市
ほ ん し

には、地域
ち い き

移行
い こ う

に必要
ひつよう

な宿泊型
しゅくはくがた

を含
ふく

む自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

）

サービス
さ ー び す

、指定
し て い

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

する事業所
じぎょうしょ

が無
な

いことから対象者
たいしょうしゃ

が限定
げんてい

されており、市内
し な い

の各法人
かくほうじん

に当該
とうがい

サービス
さ ー び す

の提 供
ていきょう

を 促
うなが

しているところです。引
ひ

き続
つづ

き、

積極的
せっきょくてき

なサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

の促進
そくしん

を図
はか

り、地域
ち い き

移行
い こ う

に向
む

けての社会
しゃかい

資源
し げ ん

の開発
かいはつ

を進
すす

めます。 

 

(2)施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に係
かか

る方策
ほうさく

 

市内
し な い

に施設
し せ つ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

提 供
ていきょう

施設
し せ つ

は２か所
しょ

ありますが、両施設
りょうしせつ

ともに満 床
まんしょう

状 態
じょうたい

であり

待機者
た い き し ゃ

も常
つね

に 10名
めい

以上
いじょう

となっています。 

さらに、指定
し て い

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

している事業所
じぎょうしょ

がないため、わずかに

退所者
たいしょしゃ

が出
で

てもすぐに満 床
まんしょう

になる 状 況
じょうきょう

が続
つづ

き、入所者
にゅうしょしゃ

の削減
さくげん

には至
いた

っていない 状 況
じょうきょう

にあります。 

指定
し て い

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

の開設
かいせつ

を求
もと

めながら地域
ち い き

移行
い こ う

の推進
すいしん

を図
はか

りますが、介護
か い ご

負担
ふ た ん

及
およ

び

家族
か ぞ く

（介護者
か い ご し ゃ

）の高齢化
こ う れ い か

を理由
り ゆ う

とする待機者
た い き し ゃ

が減
へ

らない 状 況
じょうきょう

にあるため、増 床
ぞうしょう

の検討
けんとう

を

行
おこな

います。 

  

入所施設の入所者の地域生活への移行

事　　　　項 備　　　考

現入所者数(A) 90 人 平成25年度末（H26.3.31現在）の入所者数

目標年度入所者数(B) 100 人 平成29年度末の見込み

削減見込み目標値(C) -10 人 -11% C＝A－B＝E－D （国指針：目標４％以上削減）

新規入所者数(D) 33 人 平成27年～平成29年度末までの新規入所者の見込

退所者数（E） 23 人 平成27年～平成30年度末までの退所者の見込

地域移行目標数(F) 11 人 12% (E)のうち、地域移行目標者（国指針：目標12％以上移行）

数　　値
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3 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行
い こ う

 

 

(1)国
くに

における指針
し し ん

 

【従 来
じゅうらい

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

〇平成
へいせい

26年度中
ねんどちゅう

に平成
へいせい

17年
ねん

実績
じっせき

の 4倍
ばい

以上
いじょう

が福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

へ移行
い こ う

 

〇平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

における福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用者
り よ う し ゃ

のうち 2割
わり

以上
いじょう

の者
もの

が就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

を利用
り よ う

 

〇平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

における就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

のうち 3割
わり

以上
いじょう

の者
もの

が就 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

）事業
じぎょう

を利用
り よ う

 

 

【 新
あたら

しい基本
き ほ ん

指針
し し ん

】 

1)福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

へ移行
い こ う

 

 →平成 24 年度実績の 2 倍                            

 

〇平成 22 年度から 23 年度の利用者数の増加数から推計すれば平成 26 年度

では目標の 4 倍を達成する見込み。  

〇平成 22 年度から 23 年度の実績に基づき、平成 24 年度を基準として平成

29 年度末までに平成 24 年度実績の 2 倍以上と設定。 

 

2)就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
り よ う し ゃ す う

を平成
へいせい

25年度
ね ん ど

末
まつ

の利用者
り よ う し ゃ

から 6割
わり

以上
いじょう

増加
ぞ う か

 

 

〇一般就労への移行を促進するため、就労移行支援事業の利用者数に関する割

合を設定。  

〇就労移行支援事業の利用者の平均の伸び率約 14％（平成 20 年度から平成

24 年度）を基に、平成 29 年度末までに平成 25 年度と比較して 6 割以上

増加させることをめざす。 

 

3)就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者
り よ う し ゃ

のうち就 労
しゅうろう

移行率
い こ う り つ

が3割
わり

以上
いじょう

の事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が全体
ぜんたい

の5割
わり

以上
いじょう

 

 

〇一般就労への移行を促進するため、就労移行支援事業所における就労移行率

に関する目標を設定。  

〇就労移行率 30％以上である就労移行支援事業所の平均伸び率約 2.6％（平

成 19 年度から平成 23 年度）を基に基づき設定。 

 （平成 23 年度：27.1％→平成 29 年度 42.7％≒5 割） 
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(2) 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

の就 労
しゅうろう

移行率増
い こ う り つ ぞ う

に係
かか

る目 標
もくひょう

 

 

1)福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

へ移行
い こ う

 

 

 

 

 

 

 

2)平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

における就 労
しゅうろう

移行
い こ う

事業
じぎょう

の利用者数
り よ う し ゃ す う

 

 

 

 

 

 

 

3)平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

における各市町村
かくしちょうそん

管内
かんない

の就 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

の就 労
しゅうろう

移行率
い こ う り つ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現 状
げんじょう

の取
と

り組
く

み】 

本市
ほ ん し

ではこれまで大手
お お て

スーパー
す ー ぱ ー

やクリーニング
く り ー に ん ぐ

業 者
ぎょうしゃ

、菓子
か し

加工
か こ う

業 者
ぎょうしゃ

などが多
おお

くの 障
しょう

が

い者
しゃ

を雇用
こ よ う

しており、今後
こ ん ご

の移行率
い こ う り つ

増加
ぞ う か

には、 中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

の受
う

け入
い

れが必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

となっ

ています。現 状
げんじょう

の取
と

り組
く

みとして、八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

どり

いむが主催
しゅさい

し、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

・ハローワーク
は ろ ー わ ー く

・本市
ほ ん し

とネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こうちく

し、毎月
まいつき

就 労
しゅうろう

意見
い け ん

交換会
こうかんかい

を開
かい

催
さい

しています。 

平成
へいせい

２６年
ねん

３月
がつ

には初
はつ

の 試
こころ

みとして 中 小
ちゅうしょう

企業家
き ぎ ょ う か

同友会
どうゆうかい

八重山
や え や ま

支部
し ぶ

との合同
ごうどう

定例会
ていれいかい

を

開
かい

催
さい

し、障 害
しょうがい

についての理解
り か い

及
およ

び 協 力
きょうりょく

を呼
よ

びかけ、ネットワーク
ね っ と わ ー く

の活動
かつどう

として一定
いってい

の

評価
ひょうか

は得
え

ていますが、雇用
こ よ う

の増加
ぞ う か

までには至
いた

っていないのが現 状
げんじょう

です。また、一般
いっぱん

企業
きぎょう

へ

1)福祉施設から一般就労への移行者数

備　　　　　　　考 

0 人 
平成24年度において福祉施設を退所し、一般就労し
た者の数

3 人 
平成29年度中に福祉施設を退所し、一般就労する者
の数（国指針：平成24年度実績の２倍以上）

数　　値事　項

平成24年度の年間一般就労移行者数 

目標年度(平成29年度）における年間一般就労
移行者数

2)平成29年度末における就労移行支援事業の利用者数

備　　　　　　　考 

24 人 平成25年度末の就労移行支援事業所の利用者数

12 人 0.50倍
平成29年度末の障害者就労移行支援事業所の利用者
数（国指針：平成25年度末の６割以上（60％以上）
の増加

目標年度(平成29年度末）における障害者就労
移行支援事業所の利用者数

事　項

平成25年度末の就労移行支援事業所の利用者
数

数　　値

3)平成29年度末における各市町村管内の就労移行支援事業所の就労移行率

備　　　　　　　考 

4 か所 平成25年度末の就労移行支援事業所の管内事業所数

1 か所 25.0% 平成25年度末の就労移行支援事業所の管内事業所数

2 か所
平成29年度末の就労移行支援事業所の管内事業所数

1 か所 50.0%

国指針：平成29年度末の管内障害者就労移行支援事
業所の就労移行率が３割以上の事業者が全体の５割
以上

数　　値

平成29年度末の管内就労移行支援事業所の就
労移行率が３割以上の事業所数

平成25年度末の管内就労移行支援事業所の就
労移行率が３割以上の事業所数

平成29年度末の管内就労移行支援事業所数
（見込み）

事　項

平成25年度末の就労移行支援事業所の管内事
業所数
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の就 労
しゅうろう

が厳
きび

しい 状 況
じょうきょう

の中
なか

、管内
かんない

で平成
へいせい

22年
ねん

4月
がつ

に初
はじ

めて就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ
えー

型
がた

事業所
じぎょうしょ

が

開設
かいせつ

されて以降
い こ う

、平成
へいせい

25年
ねん

1月
がつ

に１事業所
じぎょうしょ

、平成
へいせい

25年
ねん

4月
がつ

に１事業所
じぎょうしょ

、平
へい

成
せい

26年
ねん

7月
がつ

に

２事業所
じぎょうしょ

の合
ごう

計
けい

５事業所
じぎょうしょ

がＡ
えー

型
かた

サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

しています。 

 

【確保
か く ほ

の方策
ほうさく

】 

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ
えー

型
がた

利用者
り よ う し ゃ

の増加
ぞ う か

は期待
き た い

できますが、一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

を目指
め ざ

す 障
しょう

がい者
しゃ

層
そう

に大
おお

きな変化
へ ん か

がないこと、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

のサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

期間
き か ん

が限定
げんてい

であること、雇用先
こ よ う さ き

が少
すく

な

い中本人
なかほんにん

が希望
き ぼ う

している職 種
しょくしゅ

とのマッチング
ま っ ち ん ぐ

が 難
むずか

しいこと等
とう

から、利用者
り よ う し ゃ

の減 少
げんしょう

に加
くわ

え

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事業所数
じぎょうしょすう

の減 少
げんしょう

が見込
み こ

まれています。 

平成
へいせい

26年
ねん

９月
がつ

に管内
かんない

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

に対
たい

する意向
い こ う

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

から、就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

４事業所中
じぎょうしょちゅう

、３事業所
じぎょうしょ

がサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

を廃止
は い し

する予定
よ て い

であることから、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

末
まつ

に

新規
し ん き

開設
かいせつ

１か所
しょ

を見込
み こ

んでいます。 



  4
 
活

動
指

標
等

の
設

定
 

(1
)第

3
期

計
画

に
お

け
る

活
動

指
標

（
各

種
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
）

の
実

施
評

価
一

覧
 

H
2

4
年

度
H

2
5

年
度

H
2

6
年

度
H

2
4

年
度

H
2

5
年

度
H

2
6

年
度

（
目

標
）

（
目

標
）

（
目

標
）

（
実

績
）

（
実

績
）

（
見

込
）

利
用

者
数

1
0

5
1

1
7

1
2

9
1

0
1

1
1

9
1

3
1

9
6

%
1

0
2

%
1

0
2

%

利
用

量
1

5
7

5
1

7
5

5
1

9
3

5
1

8
3

3
2

0
3

5
2

3
5

8
1

1
6

%
1

1
6

%
1

2
2

%

利
用

者
数

1
1

2
1

2
3

1
0

0
%

2
0

0
%

1
5

0
%

利
用

量
9

3
9

3
1

8
6

5
3

7
8

0
4

1
3

7
1

5
7

7
%

8
6

5
%

7
3

7
%

利
用

者
数

6
6

7
6

9
1

0
1

0
0

%
1

5
0

%
1

4
3

%

利
用

量
1

9
8

1
9

8
2

4
5

2
0

5
2

7
9

3
3

0
1

0
4

%
1

4
1

%
1

3
5

%

利
用

者
数

1
5

1
6

1
7

0
0

1
0

%
0

%
6

%

利
用

量
6

1
6

6
7

1
0

0
1

3
0

%
0

%
1

8
%

利
用

者
数

1
1

2
0

0
0

0
%

0
%

0
%

利
用

量
1

2
4

1
2

4
2

4
8

0
0

0
0

%
0

%
0

%

利
用

者
数

1
2

0
1

2
1

1
3

0
1

2
7

1
3

2
1

4
0

1
0

6
%

1
0

9
%

1
0

8
%

利
用

量
1

9
8

5
1

9
9

6
2

1
5

1
2

3
8

5
2

4
9

6
2

6
6

0
1

2
0

%
1

2
5

%
1

2
4

%

利
用

者
数

0
5

5
0

0
0

-
0

%
0

%

利
用

量
0

9
0

9
0

0
0

0
-

0
%

0
%

利
用

者
数

3
6

6
3

2
2

1
0

0
%

3
3

%
3

3
%

利
用

量
6

0
1

2
0

1
2

0
5

1
3

7
3

8
8

5
%

3
1

%
3

2
%

利
用

者
数

3
1

3
3

3
5

3
2

2
4

2
2

1
0

3
%

7
3

%
6

3
%

利
用

量
6

2
0

6
6

0
7

0
0

6
2

6
4

8
2

4
4

0
1

0
1

%
7

3
%

6
3

%

利
用

者
数

2
5

3
1

3
7

3
4

5
2

6
7

1
3

6
%

1
6

8
%

1
8

1
%

利
用

量
4

5
0

5
5

8
6

6
6

6
7

2
1

0
6

6
1

3
4

0
1

4
9

%
1

9
1

%
2

0
1

%

利
用

者
数

1
3

0
1

4
1

1
4

1
1

2
5

1
3

8
1

4
5

9
6

%
9

8
%

1
0

3
%

利
用

量
2

3
4

0
2

5
3

8
2

5
3

8
2

2
4

5
2

4
4

9
2

4
6

5
9

6
%

9
6

%
9

7
%

利
用

者
数

1
4

1
5

1
6

1
5

2
1

2
5

1
0

7
%

1
4

0
%

1
5

6
%

利
用

量
1

2
6

1
3

5
1

4
4

2
2

9
2

7
8

3
7

5
1

8
2

%
2

0
6

%
2

6
0

%

療
養

介
護

【
人

分
】

  
  
  
　

　
 

利
用

者
数

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

0
%

1
0

0
%

1
0

0
%

○

共
同

生
活

援
助

（
G

H
）

【
人

分
】

利
用

者
数

1
8

2
1

3
3

2
1

2
5

3
0

1
1

7
%

1
1

9
%

9
1

%
○

-

共
同

生
活

介
護

(C
H

)【
人

分
】

利
用

者
数

4
4

2
4

5
0

%
1

0
0

%

施
設

入
所

支
援

【
人

分
】

  
利

用
者

数
9

1
9

0
9

0
9

1
9

0
9

0
1

0
0

%
1

0
0

%
1

0
0

%
○

入
所

準
備

者
あ

り

計
画

相
談

支
援

【
人

分
】

利
用

者
数

2
4

5
1

1
4

7
1

6
3

1
7

3
6

1
3

%
3

2
6

0
%

1
7

3
0

0
%

○
+

地
域

移
行

支
援

【
人

分
】

  
  
  

利
用

者
数

3
2

5
1

4
0

1
1

3
%

0
%

1
0

0
%

○
-

地
域

定
着

支
援

【
人

分
】

  
　

  
利

用
者

数
3

9
6

2
0

2
2

0
%

3
3

%
1

0
0

%
○

-

利
用

者
数

2
0

2
7

3
4

3
0

3
5

4
5

1
5

0
%

1
3

0
%

1
3

2
%

利
用

量
2

4
0

3
2

4
4

0
8

3
5

3
4

1
9

4
9

5
1

4
7

%
1

2
9

%
1

2
1

%

利
用

者
数

0
0

0
0

0
0

-
-

-

利
用

量
0

0
0

0
0

0
-

-
-

利
用

者
数

6
6

7
1

7
6

8
1

1
0

4
1

2
4

1
2

3
%

1
4

6
%

1
6

3
%

利
用

量
7

9
2

8
5

2
9

1
2

9
1

7
1

1
0

2
1

3
6

4
1

1
6

%
1

2
9

%
1

5
0

%

利
用

者
数

2
3

4
0

0
0

0
%

0
%

0
%

利
用

量
4

6
8

0
0

0
0

%
0

%
0

%

障
害

児
相

談
支

援
【

人
分

】
利

用
者

数
8

9
1

0
3

2
4

0
4

5
4

0
0

%
4

4
4

%
4

5
0

%
○

+

備
考

達
成

度
合

い

第
３

期
計

画
目

標
第

３
期

計
画

実
績

第
３

期
計

画
達

成
率

サ
ー

ビ
ス

種
別

  
活

動
指

標
H

2
4

年
度

H
2

5
年

度
H

2
6

年
度

居
宅

介
護

（
乗

降
介

助
除

く
）

○
年

間
平

均
１

８
人

（
月

平
均

１
．

５
人

）
増

重
度

訪
問

介
護

  
  
 　

  
 

○
年

間
平

均
１

人
増

行
動

援
護

  
  
  
  
　

  
 

○
３

事
業

所
提

供
可

能
年

間
平

均
１

人
増

同
行

援
護

  
  
  
  
　

  
  
　

△
-

提
供

事
業

所
１

か
所

、
１

人
限

定
で

対
応

中

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

　
×

提
供

事
業

所
な

し

生
活

介
護

  
  
  
  
　

  
 　

○
年

間
平

均
１

０
人

増

自
立

訓
練

（
機

能
訓

練
）

　
×

提
供

事
業

所
な

し

自
立

訓
練

（
生

活
訓

練
）

　
 

×
提

供
事

業
所

な
し

、
実

績
は

本
島

で
の

利
用

者

就
労

移
行

支
援

  
  
  
　

  
  

△
-

利
用

者
減

就
労

継
続

支
援

（
Ａ

型
）

 　
 

○
+

提
供

事
業

所
増

（
今

年
度

３
事

業
所

→
５

事
業

所
）

、
利

用
者

増

就
労

継
続

支
援

（
Ｂ

型
）

  
  

○

短
期

入
所

  
  
  
　

　
  
  

○
+

利
用

者
増

（
入

所
待

機
者

、
長

期
在

宅
生

活
困

難
者

含
む

）

児
童

発
達

支
援

○
今

年
度

２
事

業
所

新
規

開
設

医
療

型
児

童
発

達
支

援
○

-

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

○
+

今
年

度
２

事
業

所
新

規
開

設

保
育

所
等

訪
問

支
援

×
提

供
事

業
所

な
し
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  (2
)第

4
期

計
画

に
お

け
る

活
動

指
標

（
各

種
福

祉
サ

ー
ビ

ス
）

の
目

標
設

定
と

確
保

の
方

策
 

 
 

H
2

4
年

度
H

2
5

年
度

H
2

6
年

度
H

2
7

年
度

H
2

8
年

度
H

2
9

年
度

H
2

7
年

度
H

2
8

年
度

H
2

9
年

度

（
実

績
）

（
実

績
）

（
見

込
）

（
見

込
）

（
見

込
）

（
見

込
）

（
見

込
）

（
見

込
）

（
見

込
）

利
用

者
数

1
0

1
1

1
9

1
3

1
1

4
9

1
6

7
1

8
5

利
用

量
1

8
3

3
2

0
3

5
2

3
5

8
2

6
8

2
3

0
0

6
3

3
3

0

利
用

者
数

1
2

3
4

5
6

利
用

量
5

3
7

8
0

4
1

3
7

1
1

8
2

8
2

2
8

5
2

7
4

2

利
用

者
数

6
9

1
0

1
2

1
4

1
6

利
用

量
2

0
5

2
7

9
3

3
0

3
9

6
4

6
2

5
2

8

利
用

者
数

0
0

1
2

3
4

利
用

量
0

0
1

3
2

6
3

9
5

2

利
用

者
数

0
0

0
0

0
1

利
用

量
0

0
0

0
0

利
用

者
数

1
2

7
1

3
2

1
4

0
1

8
6

1
8

7
1

8
8

1
5

5
1

7
0

1
8

5

利
用

量
2

3
8

5
2

4
9

6
2

6
6

0
1

8
3

8
1

8
5

9
1

8
7

8
2

9
4

5
3

2
3

0
3

5
1

5

利
用

者
数

0
0

0
0

0
0

0
0

6

利
用

量
0

0
0

0
0

0
0

0
1

2
0

利
用

者
数

3
2

2
6

6
6

7
7

7

利
用

量
5

1
3

7
3

8
1

3
8

1
3

8
1

3
8

1
5

4
1

5
4

1
5

4

利
用

者
数

3
2

2
4

2
2

5
6

6
6

6
1

2

利
用

量
6

2
6

4
8

2
4

4
0

5
7

5
6

9
0

6
9

0
1

3
2

1
3

2
2

6
4

利
用

者
数

3
4

5
2

6
7

1
0

8
1

0
8

1
0

8
8

1
9

5
1

0
9

利
用

量
6

7
2

1
0

6
6

1
3

4
0

2
2

2
6

2
2

2
6

2
2

2
6

1
6

2
0

1
9

0
0

2
1

8
0

利
用

者
数

1
2

5
1

3
8

1
4

5
8

5
8

6
8

8
1

5
5

1
6

5
1

7
5

利
用

量
2

2
4

5
2

4
4

9
2

4
6

5
3

2
3

5
3

2
5

7
3

4
0

3
2

6
3

5
2

8
0

5
2

9
7

5

利
用

者
数

1
5

2
1

2
5

2
0

2
2

2
5

2
6

2
9

3
3

利
用

量
2

2
9

2
7

8
3

7
5

3
4

0
3

7
4

4
2

5
3

8
2

4
2

3
4

8
1

療
養

介
護

【
人

分
】

  
  

  
　

　
 

利
用

者
数

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

共
同

生
活

援
助

（
G

H
）

【
人

分
】

利
用

者
数

2
1

2
5

3
0

3
1

3
1

3
1

3
5

4
0

4
5

共
同

生
活

介
護

(C
H

)【
人

分
】

利
用

者
数

2
4

施
設

入
所

支
援

【
人

分
】

  
利

用
者

数
9

1
9

0
9

0
3

1
3

1
3

1
9

0
9

0
1

0
0

平
成

２
９

年
度

目
途

に
１

０
床

増
床

を
目

指
す

計
画

相
談

支
援

【
人

分
】

利
用

者
数

1
4

7
1

6
3

1
7

3
1

8
2

1
9

1
2

0
0

毎
年

度
３

６
人

増
見

込
む

地
域

移
行

支
援

【
人

分
】

  
  

  
利

用
者

数
4

0
1

4
4

4
地

域
移

行
の

推
進

を
図

り
、

積
極

的
な

活
用

を
促

す

地
域

定
着

支
援

【
人

分
】

  
　

  
利

用
者

数
0

2
2

4
4

4
　

〃

利
用

者
数

3
0

3
5

4
5

6
7

7
0

7
0

5
5

6
5

7
5

利
用

量
3

5
3

4
1

9
4

9
5

4
8

4
5

2
0

5
2

4
6

0
5

7
1

5
8

2
5

利
用

者
数

0
0

0
0

0
0

0
0

3

利
用

量
0

0
0

0
0

0
0

0
6

6

利
用

者
数

8
1

1
0

4
1

2
4

1
3

5
1

3
9

1
3

9
1

4
4

1
6

4
1

8
4

利
用

量
9

1
7

1
1

0
2

1
3

6
4

1
4

6
1

1
4

8
1

1
4

8
1

1
5

8
4

1
8

0
4

2
0

2
4

利
用

者
数

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

利
用

量
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

障
害

児
相

談
支

援
【

人
分

】
利

用
者

数
3

2
4

0
4

5
5

0
5

7
6

5
１

人
年

間
平

均
３

回
（

計
画

作
成

１
回

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
２

回
）

見
込

む

意
向

調
査

及
び

発
達

支
援

シ
ス

テ
ム

の
実

施
を

考
慮

し
、

年
間

平
均

１
０

人
増

を
見

込
む H

2
6

.1
0

.1
現

在
未

就
学

児
童

の
う

ち
肢

体
不

自
由

児
及

び
重

症
心

身
障

害
児

数
３

人

意
向

調
査

及
び

発
達

支
援

シ
ス

テ
ム

の
実

施
を

考
慮

し
、

年
間

平
均

２
０

人
増

を
見

込
む

備
　

考

実
績

同
様

各
年

度
１

８
人

増
で

見
込

む
。

実
績

同
様

各
年

度
１

人
増

で
見

込
む

。

年
間

平
均

２
人

増
見

込
む

対
応

可
能

事
業

所
が

増
え

る
よ

う
に

理
解

を
求

め
て

い
く

意
向

調
査

を
参

考
に

、
年

間
平

均
１

５
人

増
を

見
込

む

意
向

調
査

で
も

予
定

は
な

い
が

、
引

き
続

き
既

存
事

業
所

に
理

解
を

求
め

つ
つ

、
新

規
参

入
も

呼
び

か
け

た
い

沖
縄

本
島

で
の

利
用

者
１

人
見

込
み

に
加

え
、

意
向

調
査

に
よ

る
実

施
予

定
分

を
計

上

既
存

４
事

業
所

中
、

３
事

業
所

が
定

員
割

れ
に

よ
り

提
供

廃
止

済
み

又
は

予
定

。

意
向

調
査

を
参

考
に

、
年

間
平

均
１

４
人

増
を

見
込

む

７
事

業
所

中
３

事
業

所
回

答
、

新
規

１
開

設
予

定
。

年
間

平
均

１
０

人
増

を
見

込
む

。

入
所

待
機

者
等

の
利

用
者

増
、

児
童

向
け

の
提

供
事

業
所

の
開

設
を

目
標

と
し

た
い

。
平

成
2

9
年

度
利

用
者

数
（

見
込

）
3

3
人

中
3

人
は

医
療

型
。

第
４

期
計

画

保
育

所
等

訪
問

支
援

サ
ー

ビ
ス

種
別

  

児
童

発
達

支
援

医
療

型
児

童
発

達
支

援

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

自
立

訓
練

（
機

能
訓

練
）

　

自
立

訓
練

（
生

活
訓

練
）

　
 

就
労

移
行

支
援

  
  

  
　

  
  

就
労

継
続

支
援

（
Ａ

型
）

 　
 

就
労

継
続

支
援

（
Ｂ

型
）

  
  

短
期

入
所

  
  

  
　

　
  

  

居
宅

介
護

（
乗

降
介

助
除

く
）

重
度

訪
問

介
護

  
  

 　
  

 

行
動

援
護

  
  

  
  

　
  

 

同
行

援
護

  
  

  
  

　
  

  
　

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

　

生
活

介
護

  
  

  
  

　
  

 　

第
３

期
計

画
実

績

活
動

指
標

意
向

調
査
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  5
 
地

域
生

活
支

援
事

業
の

見
込

み
量

と
そ

の
考

え
方

 

  
 

地
域

生
活

支
援

事
業

の
見

込
量

及
び

そ
の

考
え

方
 そ

の
１

第
２

期
計

画

H
2

3
年

度
H

2
4

年
度

H
2

5
年

度
H

2
3

～
H

2
5

H
2

6
年

度
H

2
7

年
度

H
2

8
年

度
H

2
9

年
度

（
実

績
）

（
実

績
）

（
実

績
）

(平
均

値
）

（
見

込
）

（
見

込
）

（
見

込
）

（
見

込
）

実
施

見
込

箇
所

数
無

無
無

0
.0

無
無

有
有

実
利

用
見

込
者

数
0

.0

実
施

見
込

箇
所

数
無

無
無

0
.0

無
有

有
有

実
利

用
見

込
者

数
0

.0

（
３

）
相

談
支

援
事

業
0

.0

①
　

障
害

者
相

談
支

援
事

業
実

施
見

込
箇

所
数

0
.0

実
施

見
込

箇
所

数
無

無
無

0
.0

有
有

有
有

実
利

用
見

込
者

数
0

.0

実
施

見
込

箇
所

数
有

有
有

0
.0

有
有

有
有

実
利

用
見

込
者

数
0

.0

実
施

見
込

箇
所

数
有

有
有

0
.0

有
有

有
有

実
利

用
見

込
者

数
1

5
0

1
3

1
9

7
1

2
6

.0

（
４

）
成

年
後

見
制

度
利

用
支

援
事

業
実

利
用

見
込

者
数

無
無

無
0

.0
無

無
有

有
平

成
2

8
年

度
か

ら
実

施
予

定

実
施

見
込

箇
所

数
無

無
無

0
.0

無
無

有
有

実
利

用
見

込
者

数
0

.0

（
６

）
意

思
疎

通
支

援
事

業

実
利

用
見

込
者

数
1

9
4

1
6

9
1

6
9

1
7

7
.3

1
7

0
1

8
0

1
8

0
1

8
0

社
会

福
祉

協
議

会
へ

委
託

延
べ

派
遣

回
数

を
記

載

実
施

見
込

箇
所

数
1

1
1

1
.0

1
2

2
2

障
が

い
福

祉
課

内
に

非
常

勤
を

設
置

0
.0

実
施

見
込

箇
所

数
0

.0

実
利

用
見

込
者

数
1

5
4

3
.3

3
4

5
6

実
施

見
込

箇
所

数
0

.0

実
利

用
見

込
者

数
1

4
1

2
1

3
1

3
.0

1
3

1
4

1
5

1
6

実
施

見
込

箇
所

数
0

.0

実
利

用
見

込
者

数
9

1
2

1
1

1
0

.7
1

1
1

2
1

3
1

4

実
施

見
込

箇
所

数
0

.0

実
利

用
見

込
者

数
2

9
1

1
7

.3
7

8
9

1
0

実
施

見
込

箇
所

数
0

.0

実
利

用
見

込
者

数
5

0
4

5
9

6
6

3
3

5
7

7
.7

7
0

8
7

7
0

8
3

0
8

9
0

実
施

見
込

箇
所

数
0

.0

実
利

用
見

込
者

数
0

1
1

0
.7

1
1

1
1

（
７

）
日

常
生

活
用

具
給

付
等

事
業

※
　

給
付

等
見

込
み

件
数

を
記

載

　
〃

増
減

を
繰

り
返

し
な

が
ら

微
増

横
ば

い

年
平

均
6

0
件

増
を

見
込

む

　
〃

　
〃

（
５

）
成

年
後

見
制

度
法

人
後

見
支

援
事

業
　

　
※

　
実

施
の

有
無

を
記

載

実
施

に
関

す
る

考
え

方

第
３

期
計

画
第

４
期

計
画

（
１

）
理

解
促

進
研

修
・

啓
発

事
業

　
　

※
　

実
施

の
有

無
を

記
載

（
２

）
自

発
的

活
動

支
援

事
業

　
　

※
　

実
施

の
有

無
を

記
載

事
　

業
　

名

平
成

2
8

年
度

か
ら

実
施

予
定

旧
本

人
活

動
支

援
事

業
の

内
容

見
直

し
の

う
え

実
施

平
成

2
6

年
4

月
か

ら
実

施

社
会

福
祉

協
議

会
へ

委
託

相
談

述
べ

件
数

を
記

載

平
成

2
8

年
度

か
ら

実
施

予
定

①
　

手
話

通
訳

者
・

要
約

筆
記

者
派

遣
事

業
　

※
　

実
利

用
見

込
み

件
数

を
記

載

②
　

手
話

通
訳

者
設

置
事

業
　

※
　

実
設

置
見

込
み

者
数

を
記

載

②
　

自
立

生
活

支
援

用
具

③
　

在
宅

療
養

等
支

援
用

具

④
　

情
報

・
意

思
疎

通
支

援
用

具

⑤
　

排
泄

管
理

支
援

用
具

⑥
　

居
宅

生
活

動
作

補
助

用
具

（
住

宅
改

修
費

）

①
　

介
護

・
訓

練
支

援
用

具

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

　
※

　
設

置
の

有
無

を
記

載

②
　

基
幹

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

等
機

能
強

化
事

業
　

※
　

実
施

の
有

無
を

記
載

。

③
　

住
宅

入
居

等
支

援
事

業
　

※
　

実
施

の
有

無
を

記
載

。
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地
域

生
活

支
援

事
業

の
見

込
量

及
び

そ
の

考
え

方
 そ

の
２

第
２

期
計

画

H
2

3
年

度
H

2
4

年
度

H
2

5
年

度
H

2
3

～
H

2
5

H
2

6
年

度
H

2
7

年
度

H
2

8
年

度
H

2
9

年
度

（
実

績
）

（
実

績
）

（
実

績
）

(平
均

値
）

（
見

込
）

（
見

込
）

（
見

込
）

（
見

込
）

実
利

用
見

込
者

数
3

3
3

3
2

5
3

0
.3

3
0

3
0

3
0

3
0

入
門

課
程

及
び

基
礎

課
程

の
合

計

実
利

用
見

込
者

数
7

8
、

4
,5

2
2

5
3

、
2

,8
8

1
6

7
、

3
,3

1
1

0
.0

8
0

、
4

,3
2

0
9

0
、

4
,8

6
0

1
0

0
、

5
,4

0
0

1
1

0
、

5
,9

4
0

1
人

平
均

5
4

時
間

、
毎

年
度

1
0

人
増

見
込

む

実
施

見
込

箇
所

数
1

1
1

1
.0

1
1

2
3

実
利

用
見

込
者

数
0

.0

（
上

記
の

他
実

施
す

る
事

業
）

実
施

見
込

箇
所

数
1

1
1

1
.0

1
1

1
1

受
け

渡
し

件
数

1
4

1
6

5
1

1
.7

1
0

1
0

1
0

1
0

実
施

見
込

箇
所

数
3

3
3

3
.0

4
4

4
5

実
利

用
見

込
者

数
2

5
2

0
9

1
8

.0
1

5
2

0
2

5
3

0

実
施

見
込

箇
所

数
0

0
0

0
.0

1
1

1
1

実
利

用
見

込
者

数
0

.0

実
施

見
込

箇
所

数
1

1
1

1
.0

1
1

1
1

実
利

用
者

見
込

者
数

7
9

4
7

5
9

8
6

2
8

0
5

.0
8

8
0

9
0

0
9

2
0

9
4

0

実
施

見
込

箇
所

数
1

1
0

.7
1

1
1

1

実
利

用
者

見
込

者
数

2
1

4
2

3
0

1
4

8
.0

2
4

5
2

6
0

2
7

5
2

9
0

実
施

見
込

箇
所

数
1

1
1

1
.0

1
1

1
1

実
利

用
者

見
込

者
数

0
.0

実
施

見
込

箇
所

数
1

1
1

1
.0

1
1

1
1

実
利

用
者

見
込

者
数

4
8

9
7

.0
1

0
1

0
1

0
1

0

実
施

見
込

箇
所

数
0

.0

実
利

用
者

見
込

者
数

0
1

0
0

.3
1

2
2

2

実
施

見
込

箇
所

数
1

1
1

1
.0

1

実
利

用
者

見
込

者
数

0
.0

実
施

見
込

箇
所

数
4

4
4

4
.0

4
2

2
3

実
利

用
者

見
込

者
数

2
1

5
2

8
4

2
9

0
2

6
3

.0
2

8
8

1
5

6
1

5
6

3
0

0

実
施

見
込

箇
所

数
1

1
1

1
.0

1
1

1
1

実
利

用
者

見
込

者
数

0
.0

　
障

害
支

援
区

分
認

定
等

事
務

　
日

常
生

活
支

援
　

　
巡

回
支

援
専

門
員

整
備

事
業

（
1

0
）

地
域

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

※
他

市
町

村
に

所
在

す
る

地
域

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

を
利

用
す

る
者

が
い

る
場

合
は

、
上

段
に

自
市

町
村

分
、

下
段

に
他

市
町

村
分

（
８

）
手

話
奉

仕
員

養
成

研
修

事
業

　
　

※
　

実
養

成
講

習
修

了
見

込
み

者
数

（
登

録
見

込
み

者
数

）

（
９

）
移

動
支

援
事

業
※

「
実

利
用

見
込

み
者

数
」

欄
に

、
実

利
用

見
込

み
者

数
、

延
べ

利
用

見
込

み
時

間
数

　
日

常
生

活
支

援
　

　
福

祉
機

器
リ

サ
イ

ク
ル

事
業

　
日

常
生

活
支

援
　

　
日

中
一

時
支

援
事

業

　
社

会
参

加
支

援
　

　
ス

ポ
ー

ツ
・

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

教
室

開
催

等
事

業

　
就

業
・

就
労

支
援

　
　

更
生

訓
練

費
給

付
事

業

　
社

会
参

加
支

援
　

　
要

約
筆

記
奉

仕
員

養
成

研
修

事
業

　
社

会
参

加
支

援
　

　
文

化
芸

術
活

動
振

興
事

業

　
社

会
参

加
支

援
　

　
点

字
・

声
の

広
報

等
発

行
事

業

　
社

会
参

加
支

援
　

　
本

人
活

動
支

援
事

業

　
社

会
参

加
支

援
　

　
自

動
車

運
転

免
許

取
得

・
改

造
助

成
事

業

平
成

2
6

年
度

か
ら

新
規

開
始

障
害

種
別

や
多

種
多

様
な

ニ
ー

ズ
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
為

。

利
用

者
数

は
延

べ
人

数

社
会

福
祉

協
議

会
へ

委
託

ソ
フ

ト
バ

レ
ー

・
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
・

ボ
ウ

リ
ン

グ
・

カ
ラ

オ
ケ

等
利

用
者

数
は

延
べ

人
数

毎
年

度
2

0
人

増
見

込
む

各
年

度
5

人
増

見
込

む

社
会

福
祉

協
議

会
へ

委
託

平
成

2
6

年
度

か
ら

補
助

対
象

外
事

業
の

為
、

市
単

独
事

業

過
去

実
績

並
み

で
見

込
む

社
会

福
祉

協
議

会
へ

委
託

料
理

・
書

道
・

絵
画

・
陶

芸
等

各
種

教
室

。
利

用
者

数
は

延
べ

人
数

。
毎

年
度

1
5

人
増

見
込

む

社
会

福
祉

協
議

会
へ

委
託

点
訳

広
報

（
広

報
い

し
が

き
・

年
1

2
回

発
行

、
伴

ネ
ッ

ト
や

い
ま

・
年

1
1

回
発

行
）

ホ
ル

ト
の

会
へ

委
託

平
成

2
7

年
度

か
ら

自
発

的
活

動
支

援
事

業
へ

運
転

免
許

取
得

、
自

動
車

改
造

そ
れ

ぞ
れ

1
件

ず
つ

見
込

む

事
　

業
　

名

第
３

期
計

画
第

４
期

計
画

実
施

に
関

す
る

考
え

方
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資料編
しりょうへん

 

 

 
  

挿絵
さ し え

 

第
だい

1回
かい

八
や

重
え

山
やま

地
ち

区
く

障
しょう

がい者
しゃ

美術展
びじゅつてん

 展示
て ん じ

作品
さくひん

 

作者
さくしゃ

 （故
こ

）仲宗根
な か そ ね

 朝子
と も こ
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年　月　日 　　　　　　　　　　　内　　　　　容

平成26年7月16日 第１回調整会議

平成26年8月26日 第２回調整会議

平成26年9月19日 第３回調整会議

平成26年9月29日 第４回調整会議

平成26年9月30日 策定委員会委嘱状交付式・市長より諮問・第１回策定委員会

平成26年10月29日

～11月30日

平成26年11月14日 第５回調整会議

平成26年12月12日 第１回ヒアリング（相談支援事業所）

第１回ワークショップ（八重山身体障害者福祉協会①）

第２回ワークショップ（障がい者の親の会①）

第２回ヒアリング（障がい児親の会等）

第３回ワークショップ（知的・精神障がいの皆さん）

第３回ヒアリング（福祉サービス提供事業所）

第４回ワークショップ（障がい者の親の会②）

第５回ワークショップ（八重山身体障害者福祉協会②）

第６回ワークショップ（聴覚障がい者の皆さん）

平成26年12月24日 第２回策定委員会

第４回ヒアリング（介助を要する子の親の会）

第５回ヒアリング（難病を抱える方、支える方の皆さん）

平成27年2月8日 計画（素案）検討会議

平成27年2月12日

～2月18日

平成27年2月12日 第６回調整会議

平成27年2月13日 第３回策定委員会

平成27年2月20日 第７回調整会議　　　第４回策定委員会

平成27年2月25日

～3月24日

平成27年3月25日 計画（成案）検討会議　

平成27年3月26日 市長へ答申

平成27年3月27日 庁議へ付議（『計画』決定）

平成27年3月17日

～3月27日

平成27年3月30日 愛称選考委員会（『愛称』決定）

平成27年1月16日

計画（素案）関係各課等へ照会

パブリックコメント実施

愛称募集

１　　第４次石垣市障がい者福祉計画・第４期石垣市障害福祉計画策定の経緯

アンケート調査

平成26年12月13日

平成26年12月19日

平成26年12月20日
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２ 第４次石垣市障がい者福祉計画及び第４期石垣市障害福祉計画策定委員会設置要綱 

 

 

平成 26 年 9 月 2 日 

平成 26 年石垣市告示第 176 号 

 

（設置） 

第１条 第４次石垣市障がい者福祉計画及び第４期石垣市障害福祉計画（以下「計画」

という。）を策定するため、第４次石垣市障がい者福祉計画・第４期石垣市障害福祉

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 計画策定に関する施策の意見集約及び調査研究、企画立案に関すること。 

(2) その他、計画の策定に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、２０名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のなかから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 障がい者 

(3) 障がい者の福祉に関する事業に従事する者 

(4) 市職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、計画策定の日までとする。 

２ 任期中において、委員の交代があった場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

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

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決すると

ころによる。 
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４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は

説明を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。 

（支援者の同席） 

第７条 委員長は、委員及び前条第４項の規定により会議に出席した者が障がい者であ

る場合に、当該委員及び出席者の障害特性により必要があると認めるときは、当該委

員の介助、発言の補助その他必要な支援を行う支援者を会議に同席させることができ

るものとする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。 

（設置期間） 

第９条 委員会の設置期間は、設置の日から計画が策定された日までとする。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

 

附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、第９条に規定する委員会の設置期間の満了の日限

り、その効力を失う。 

 

 

  



 

74 
 

 

 

  № 氏　名 所　属　（役職等） 備　考

1 小 倉 隆 一 社会福祉士

2 俵 崇 記 精神科医師

3 島 袋 正 都 八重山福祉保健所（福祉総括）

4 長 浜 末 子 八重山福祉保健所（保健総括）

5 玻 名 城 安 教 八重山特別支援学校（校長）

6 比 嘉 玉 子 八重山身体障害者福祉協会（会長）

7 大 濵 守 哲 八重山精神療養者家族会「やらぶの会」（代表）

8 仲 松 芳 子 八重山地区手をつなぐ育成会（代表）

9 長 谷 部 弘 美 障がい児親の会（代表）

10 伊 良 部 義 一 石垣市社会福祉協議会（事務局長）

11 東 宇 里 永 清 石垣市民生委員児童委員協議会（会長） 委員長

12 津 嘉 山 航 沖縄県相談支援体制整備事業アドバイザー 副委員長

13 前 津 榮 要 社会福祉法人 若夏会　（施設長）

14 島 袋 喜 代 美 社会福祉法人 わしの里　（施設長）

15 真 鍋 幸 子 社会福祉法人 綾羽会　（施設長）

16 宇 根 眞 利 子 特定非営利活動法人 ちゅらネット（代表）

17 矢 崎 真 一 合同会社 ファーストハンドコミュニケーション（代表）

18 知 念 修 福祉部長

19 長 嶺 康 茂 市民保健部長

20 成 底 啓 昌 教育部長

３　第４次石垣市障がい者福祉計画・第４期石垣市障害福祉計画策定委員会名簿
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４ 第４次石垣市障がい者福祉計画・第４期石垣市障害福祉計画アンケート調査の概要 

Ⅰ アンケートの実施概要 

 

1 調査の対象者 

調査の対象は、本市に在住する 65 歳未満の障害者手帳所持者等の 1,280 人が調査対象

となっています。 

 

2 調査対象地域 

石垣市全域 

 

3 調査の期間 

平成 26 年 10 月下旬～平成 26 年 11 月末日 

 

4 調査票配布回収方法 

対象者に対し、郵送による配布・回収を実施しました。調査票の回収に際しては、サー

ビス提供事業者や各種関係団体等への協力依頼及び調査対象者へ直接電話による調査票の

返信勧奨を行いました。 

 

5 調査票の回収状況 

 

 配布数 回収数 有効回答数 実質回収率 

調査票回収状況 1,280 565 552 43.1％ 
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Ⅱ 調査結果の概要 

 

（１） 調査票回答者 

アンケートの記入者は、「本人」が 59.8％

で最も高くなっています。 

次いで「本人・家族等」の 25.9％、「家族

以外の介助者や支援者」の 4.9％となってお

ります。 

 

 

 

 

 

（２） 年 齢（平成 26 年 10 月１日）現在 

調査対象者の年齢層は、「50～59 歳」が

28.1％で最も高くなっています。 

次いで「60 歳以上」の 21.7％、「40～

49 歳」の 19.2％、「30～39 歳」の 11.4％、

「20～29 歳」の 6.7％等と続いています。 

 

 

 

 

 

（３） 同居家族 

一緒に暮らしている同居家族は

「父母・祖父母・兄弟」が 42.8％で

第１位となっています。 

第２位は「いない（一人で暮らし

ている）」の 26.8％、第３位は「配

偶者（夫または妻）」の 25.7％、第

４位は「子ども」の 14.5％、第５位

は「その他」の 4.3％となっていま

す。 

  

330; 59.8%
143; 25.9%

27; 4.9%
52; 9.4%

調査票の回答者

本人

本人家族等

家族以外の介

助者や支援者

無回答

N=552

25; 4.5%

35; 6.3%

37; 6.7%

63; 11.4%

106; 19.2%
155; 28.1%

120; 21.7%

11; 2.0%

年齢

10歳未満

11歳～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

無回答
N=552

42.8%

26.8%

25.7%

14.5%

4.3%

0.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

父母・祖父母・兄弟

いない（一人で暮らし

ている）

配偶者（夫または妻）

子ども

その他

無回答

一緒に暮らしている人
N=552
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（４） 身体障害者手帳の状況 

①手帳の所持及び等級 

障害者手帳の所持者数は、377 人となっ

ています。 

記載されている等級は「１級」が 37.4％

で最も高くなっています。 

次いで「２級」の 31.0％となっており、

重度の等級である「１級」、「２級」の合計割

合は 68.4％となっています。 

以下、「３級」の 11.7％、「４級」の 10.6％、

「５級」の 5.0％、「６級」の 4.2％となっ

ています。 

 

 

②おもな障害の種類（限定質問） 

障害者手帳に記載されている、おもな障害の種類は、「内部障害」が 30.0％で最も高く

なっています。 

次いで「肢体不自由（下肢）」の 22.5％、「肢体不自由（上肢）」の 9.5％、「肢体不自

由（体幹）」の 9.3％、「聴覚障害」の 8.5％、「視覚障害」の 5.8％、「音声・言語・そし

ゃく機能障害」の 4.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22; 5.8%

32; 8.5%

16; 4.2%

36; 9.5%

85; 22.5%

35; 9.3%

113; 30.0%

38; 10.1%

身体障害者手帳をお持ちの場合の障害について

視覚障害

聴覚障害

音声・言語・そしゃく機能障害

肢体不自由（上肢）

肢体不自由（下肢）

肢体不自由（体幹）

内部障害

無回答N=377

141; 37.4%

117; 31.0%

44; 11.7%

40; 10.6%

19; 5.0%

16; 4.2%

身体障害者手帳を持っているか

１級

２級

３級

４級

５級

６級
N=377
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（５） 療育手帳所持及び判定 

療育手帳の所持者は 140 人となっていま

す。 

記載されている等級は「Ｂ判定」の 76.4％、

「Ａ判定」の 23.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 精神障害者保健福祉手帳所持及び等級 

精神障害者福祉手帳所持者数は 109 人と

なっています。 

記載されている等級は「２級」の 59.6％、

「１級」の 26.6％、「３級」の 13.8％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

（７） 難病（特定疾患）認定 

難病（特定疾患）の認定は「受けていない」

が 81.2％、「受けている」が 8.5％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

  

47; 8.5%

448; 81.2%

57; 10.3%

難病の認定

受けている

受けていない

無回答

N=552

33; 23.6%

107; 76.4%

療育手帳を持っているか

Ａ判定

Ｂ判定

N=140

29; 26.6%

65; 59.6%

15; 13.8%

精神障害者保健福祉手帳を持っているか

１級

２級

３級

N=109
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（８） 日常生活で介助が必要なこと 

日常生活で介助が必要かについては、「ひとりでできる」割合が最も高い動作は「家の中

の移動」で 84.4％となっています。 

次いで「食事」83.9％、「トイレ」82.8％、「衣服の着脱」79.0％、「入浴」76.8％等

と続いています。一方、「一部介助が必要」、「全部介助が必要」の割合が高い動作、項目は、

「お金の管理」で 35.7％となっています。次いで「薬の管理」の 31.2％、「外出」の 29.2％、

「家族以外の人との意志疎通」23.4％、「身だしなみ」の 20.7％等と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９） 主に介助をしている方（限定質問） 

主に介助をしている方割合の第 1 位は「父母・祖父母・兄弟」の 50.2％なっています。 

第 2 位は「ホームヘルパーや施設の職員」の 28.0％、第 3 位は「配偶者（夫または妻）」

の 13.3％、第 4 位は「子ども」の 5.5％、第 5 位は「その他の人（ボランティア等）」

の 3.0％となっています。 

  

50.2%

28.0%

13.3%

5.5%

3.0%

10.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

父母・祖父母・兄弟

ホームヘルパーや施設の職員

配偶者（夫または妻）

子ども

その他の人（ボランティア等）

無回答

介助をしてくれる方
N=271

83.9%

82.8%

76.8%

79.0%

75.4%

84.4%

66.5%

70.8%

60.0%

63.2%

7.4%

5.1%

8.0%

8.7%

12.0%

5.1%

16.1%

15.2%

17.0%

14.9%

6.0%

8.7%

11.6%

8.9%

8.7%

6.9%

13.0%

8.2%

18.7%

16.3%

2.7%

3.4%

3.6%

3.4%

4.0%

3.6%

4.3%

5.8%

4.3%

5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

食事

トイレ

入浴

衣服の着脱

身だしなみ

家の中の移動

外出

家族以外の人との意思疎通

お金の管理

薬の管理

日常生活のことについて

ひとりでできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

N=552
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（10） 暮らしについて 

暮らしについては、「家族と暮らしている」が 65.6％で最も高くなっています。 

次いで「一人で暮らしている」の 20.1％、「福祉施設（障害者支援施設、高齢者支援施

設）で暮らしている」の 5.6％、「その他」の 2.0％、「グループホームで暮らしている」の

1.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11） 生活について（限定質問） 

生活については、「今のまま生活したい」が 61.1％で最も高くなっています。 

次いで、「家族と一緒に生活したい」の 16.7％、「グループホームなどを利用したい」の

5.6％、「一般の住宅で独り暮らしをしたい」及び「その他」が同率の 2.8％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

111; 20.1%

362; 65.6%

6; 1.1%

31; 5.6%

5; 0.9%

11; 2.0%

26; 4.7%

暮らしについて

一人で暮らしている

家族と暮らしている

グループホームで暮らしている

福祉施設（障害者支援施設、高齢

者支援施設）で暮らしている

病院に入院している

その他

無回答N=552

22; 61.1%

2; 5.6%

6; 16.7%

1; 2.8%

1; 2.8%

4; 11.1%

地域での生活について

今のまま生活したい

グループホームなどを利用したい

家族と一緒に生活したい

一般の住宅で独り暮らしをしたい

その他

無回答
N=36
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（12） 生活するために必要な支援 

生活するために必要な支援は、「経済的な負担の軽減」が 52.9％で最も高くなっていま

す。 

次いで「障がい者に適した住居の確保」の 36.8％、「相談対応等の充実」の 35.1％、「必

要な在宅サービスが適切に利用できること」の 34.4％、「地域住民等の理解」の 28.3％等

と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13） 外出の時困ること（限定質問） 

外出の時に困ることの第 1 位は、「困った時にどうすればいいのか心配」で 24.6％とな

っています。 

第 2 位は「外出にお金がかかる」の 23.2％、第 3 位は「外出先の建物の設備が不便（通

路、トイレ、エレベーターなど）」の 18.0％、第 4 位は「発作など突然の身体の変化が心

配」の 16.2％、第 5 位は「公共交通機関が少ない、又はない」の 16.0％等と続いていま

す。 

52.9%

36.8%

35.1%

34.4%

28.3%

26.1%

25.4%

6.7%

15.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

経済的な負担の軽減

障がい者に適した住居の確保

相談対応等の充実

必要な在宅サービスが適切に利

用できること

地域住民等の理解

在宅で医療ケアなどが適切に得ら

れること

生活訓練等の充実

その他

無回答

支援について
N=552

24.6%

23.2%

18.0%

16.2%

16.0%

15.2%

13.9%

11.5%

10.7%

9.2%

8.8%

25.8%

0.0% 20.0% 40.0%

困った時にどうすればいいのか心配

外出にお金がかかる

外出先の建物の設備が不便（通路、トイレ、エレベーターなど）

発作など突然の身体の変化が心配

公共交通機関が少ない、又はない

道路や停留所に階段や段差が多い

周囲の目が気になる

バスやタクシーの乗り降りが困難

その他

介助者が確保できない

乗車券の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

無回答

外出時困ること
N=512
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（14） 平日の過ごし方 

平日の過ごし方の第 1 位は、「会社勤めや、自営業、家業などで収入を得て仕事をしてい

る」で 25.4％となっています。 

第 2 位は「自宅で過ごしている」の 24.8％、第 3 位は「福祉施設、作業所等に通って

いる（就労継続支援Ａ型も含む」の 14.5％、第 4 位は「専業主婦（主夫）をしている」の

5.8％、第 5 位は「入所している施設や病院等で過ごしている」の 5.3％等と続いています。 

 

（15） 勤務形態について（限定質問） 

勤務形態は、「パート・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員」が 40.7％で最も高くな

っています。次いで「正職員で他の職員と勤務条件等に違いはない」の 25.0％、「自営業、

農林水産業など」の 15.7％、「正職員で短時間勤務などの障がい者配慮がある」の 12.1％

「その他」の 3.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35; 25.0%

17; 12.1%57; 40.7%

22; 15.7%

5; 3.6%
4; 2.9%

勤務形態

正職員で他の職員と勤務条件等に違い

はない

正職員で短時間勤務などの障がい者配

慮がある

パート・アルバイト等の非常勤職員、派

遣職員

自営業、農林水産業など

その他

無回答
N=140

25.4%

24.8%

14.5%

5.8%

5.3%

3.6%

3.6%

3.6%

2.7%

2.0%

1.8%

0.5%

0.2%

6.2%

0.0% 20.0% 40.0%

会社勤めや、自営業、家業などで収入を得て仕事をしている

自宅で過ごしている

福祉施設、作業所等に通っている（就労継続支援Ａ型も含む）

専業主婦（主夫）をしている

入所している施設や病院等で過ごしている

病院などのデイケアに通っている

特別支援学校（幼小中高等部）に通っている

一般の高校、小中学校に通っている

リハビリテーションを受けている

その他

幼稚園、保育所、障害児通園施設などに通っている

ボランティアなど、収入を得ない仕事をしている

各種教室やサークルなどに通っている

無回答

平日の日中の過ごし方
N=552
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（16） 就労支援について（限定質問） 

平日の過ごし方の第 1 位は、「職場の上司や同僚に障害の理解があること」で 43.3％な

っています。 

第 2 位は「会社（経営者）の障がい者理解」の 39.1％、第 3 位は「短時間勤務や勤務日

数等の配慮」の 34.4％、第 4 位は「通勤手段の確保」の 31.3％、第 5 位は「仕事につい

ての職場外での相談対応、支援」の 29.5％等と続いています。  

43.3%

39.1%

34.4%

31.3%

29.5%

24.1%

21.0%

20.7%

20.1%

18.3%

7.1%

27.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

職場の上司や同僚に障害の理解があること

会社（経営者）の障がい者理解

短時間勤務や勤務日数等の配慮

通勤手段の確保

仕事についての職場外での相談対応、支援

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

勤務場所におけるバリアフリー等の配慮

職場で介助や援助等が受けられること

企業ニーズに合った就労訓練

在宅勤務の拡充

その他

無回答

就労支援について
N=552
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（17） 障害支援（程度）区分 

障害支援（程度）区分ついては、「わからない」が 37.3％で最も高くなっています。 

次いで「受けていない」の 29.7％、「区分２」の 3.4％、「区分６」の 3.3％、「区分４」

の 2.7％、「区分３」及び「区分５」が同率の 2.2％、「区分１」1.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（18） 利用できるサービス 

利用できるサービスは、「知らない」が 67.9％、「知っている」の 15.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8; 1.4%

19; 3.4% 12; 2.2%

15; 2.7%

12; 2.2%

18; 3.3%

164; 29.7%

206; 37.3%

98; 17.8%

障害支援（程度）区分認定について

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

受けていない

わからない

無回答
N=552

85; 15.4%

375; 67.9%

92; 16.7%

利用できるサービスについて

知っている

知らない

無回答

N=552



 

85 
 

（19） 悩みや困った時の相談先 

悩みや困った時の相談先の第 1 位は「家族や親せき」で 66.3％なっています。第 2 位

は「友人・知人」の 32.1％、第 3 位は「かかりつけの医師や看護師」の 25.2％、第 4 位

は「相談支援事業所などの相談窓口」の 16.1％、第 5 位は「施設の指導員など」の 12.1％

等と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20） 福祉サービスに関する情報の入手先 

悩みや困った時の相談先の第 1 位は、「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュー

ス」で 35.0％なっています。 

第 2 位は「家族や親せき、友人・知人」の 33.0％、第 3 位は「サービス事業所の人や

施設職員」の 21.4％、第 4 位は「かかりつけの医師や看護師」の 20.1％、第 5 位は「行

政機関の広報誌」の 17.0％等と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.3%

32.1%

25.2%

16.1%

12.1%

11.6%

10.1%

8.9%

6.3%

4.9%

3.8%

3.6%

2.5%

2.0%

8.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

家族や親せき

友人・知人

かかりつけの医師や看護師

相談支援事業所などの相談窓口

施設の指導員など

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

職場の上司や同僚

行政機関の相談窓口

その他

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー

保育所や幼稚園、学校の先生

近所の人

障害者団体や家族会

民生委員・児童委員

無回答

悩みや困った時の相談先
N=552

35.0%

33.0%

21.4%

20.1%

17.0%

16.7%

12.9%

12.1%

8.2%

6.9%

4.9%

2.9%

2.7%

10.9%

0.0% 20.0% 40.0%

本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース

家族や親せき、友人・知人

サービス事業所の人や施設職員

かかりつけの医師や看護師

行政機関の広報誌

相談支援事業所などの相談窓口

行政機関の相談窓口

インターネット

障害者団体や家族会（団体の機関誌など）

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー

その他

民生委員・児童委員

保育所や幼稚園、学校の先生

無回答

情報について
N=552
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（21） 差別や嫌な思い 

差別や嫌な思いをしたことがあるかに

ついては、「ない」が 34.1％で最も高く

なっています。 

次いで「ある」の 31.7％、「少しある」

の 25.5％となっており、「ある」の合計

割合は 57.2％と全体の約 6 割を占める

状況となっています。 

 

 

 

 

 

（22） 成年後見制度について 

成年後見人制度ついては、「名前も内容

も知らない」が 54.5％で最も高くなっ

ています。 

次いで「名前を聞いたことはあるが、

内容は知らない」の 19.9％、「名前も内

容も知っている」の 25.5％となってい

ます。 

 

 

 

  

175; 31.7%

141; 25.5%

188; 34.1%

48; 8.7%

差別や嫌な思い

ある

少しある

ない

無回答
N=552

88; 15.9%

110; 19.9%

301; 54.5%

53; 9.6%

成年後見制度について

名前も内容も

知っている

名前を聞いたこと

はあるが、内容

は知らない

名前も内容も知

らない

無回答

N=552
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（23） 知っている内容について 

①石垣市障がい者虐待防止センター 

石垣市障がい者虐待防止センターついては、

「わからない」が 73.4％、「知っている」が

15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

②石垣市障がい者基幹相談支援センター 

石垣市障がい者基幹相談支援センターについ

ては、「わからない」が 71.4％、「知っている」

が 16.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例 

（共生社会条例） 

沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしや

すい社会づくり条例について知っていますかに

ついては、「わからない」が 75.5％、「知って

いる」が 12.3％となっています。 

 

 

  

85; 15.4%

405; 73.4%

62; 11.2%

石垣市障がい者虐待防止センター

知っている

わからない

無回答

N=552

91; 16.5%

396; 71.7%

65; 11.8%

石垣市障がい者基幹相談支援センター

知っている

わからない

無回答

N=552

68; 12.3%

417; 75.5%

67; 12.1%

沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしや

すい社会づくり条例（共生社会条例）

知っている

わからない

無回答

N=552
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（24） 災害時の避難 

火事や地震等の災害時に一人で避難でき

ますかについては、「できる」が 42.4％で

最も多くなっています。 

次いで「できない」の 30.4％、「わから

ない」の 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（25） 助けてくれる人について 

家族が不在の場合や一人暮らしの場合、近

所にあなたを助けてくれる人はいますかに

ついては、「いない」が 34.6％で最も多く

なっています。 

次いで「わからない」の 31.0％、「いる」

が 26.6％となっています。 

  

234; 42.4%

168; 30.4%

119; 21.6%

31; 5.6%

避難について

できる

できない

わからない

無回答

N=552

147; 26.6%

191; 34.6%

171; 31.0%

43; 7.8%

近所に助けてくれる人

いる

いない

わからない

無回答

N=552
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（26） 災害が起きた時に困ること 

火事や地震等の災害が起きた場合に困ることについては、「投薬や治療が受けられない」

が 46.6％で第 1 位となっています。 

第 2 位は「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」で 40.6％、第 3 位は「安

全なところまで、迅速に避難することができない」の 39.7％、第 4 位は「被害状況、避難

場所などの情報が入手できない」の 26.4％、第 5 位は「周囲とコミュニケーションがとれ

ない」の 25.4％等と続いています。 

 

 

（27） 地域社会での活動 

地域での活動に参加していますかについ

ては、「参加しない」が 64.1％で最も多くな

っています。 

次いで「時々参加する」の 24.3％、「よく

参加する」の 6.7％となっています。 

頻度に関わらず「参加する」の割合は

31.0％となっています。 

 

  

46.6%

40.6%

39.7%

26.4%

25.4%

23.0%

13.6%

12.3%

12.1%

5.6%

9.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

投薬や治療が受けられない

避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安

安全なところまで、迅速に避難することができない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない

周囲とコミュニケーションがとれない

救助を求めることができない

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

特にない

補装具の使用が困難になる

その他

無回答

災害が起きた場合に困ること
N=552

37; 6.7%

134; 24.3%

354; 64.1%

27; 4.9%

地域社会での活動について

よく参加する

時々参加する

参加しない

無回答

N=552
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（28） 障がい者に対する理解 

地域や住民の障がい者に対する理解は深まってきたと思いますかについては、「わからな

い」が 38.4％で最も多くなっています。 

次いで「少し理解されてきた」の 18.8％、「あまり理解されていない」の 17.2％、「理

解されていない」の 10.9％、「理解されてきた」の 9.6％となっています。 

理解の状況に関わらず、「理解されてきた」とする割合は 28.4％、「理解されていない」

とする割合が 28.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53; 9.6%

104; 18.8%

95; 17.2%

60; 10.9%

212; 38.4%

28; 5.1%

障がい者に対する理解について

理解されてきた

少し理解されてきた

あまり理解されていない

理解されてない

わからない

無回答N=552
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報
じ

ょ
う

ほ
う を

入
手

に
ゅ

う
し

ゅ で
き

る
シ

ス
テ

ム
し

す
て

む

を
望の

ぞ

む
。

相
談

そ
う

だ
ん

員い
ん

に
た

ど
り

着つ

け
る

案
内

あ
ん

な
い

が
ほ

し
い

。

H
2

6
.1

2
.2

0
㈯

＊
諸

施
策

し
ょ

し
さ

く

の
問

題
も

ん
だ

い

・
課

題
か

だ
い

等と
う

。

1
5

:0
0

～
1

7
:0

0
　

　
保

護
者

ほ
ご

し
ゃ

の
高

齢
化

こ
う

れ
い

か

に
伴と

も
な い

こ
れ

か
ら

の
生

活
せ

い
か

つ

に
不

安
ふ

あ
ん

、
親お

や

亡な

き
あ

と
の

心
配

し
ん

ぱ
い

等と
う

解
消

か
い

し
ょ

う に
向む

け
た

対
策

た
い

さ
く

を
。

　
な

ど

主お
も

な
内

容
な

い
よ

う
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６

　
「

第だ
い

４
次じ

石
垣

市
い

し
が

き
し

障し
ょ

う が
い

者し
ゃ

福
祉

ふ
く

し

計
画

け
い

か
く

・・

第だ
い

４
期き

石
垣

市
い

し
が

き
し

障
害

し
ょ

う
が

い

福
祉

ふ
く

し

計
画

け
い

か
く

」
策

定
さ

く
て

い

に
か

か
わ

る
ヒ

ア
リ

ン
グ

ひ
あ

り
ん

ぐ

の
概

要
が

い
よ

う

　
相

談
事

業
所

そ
う

だ
ん

じ
ぎ

ょ
う

し
ょ

、
福

祉
ふ

く
し

サ
ー

ビ
ス

さ
ー

び
す

事
業

じ
ぎ

ょ
う

所し
ょ

や
親お

や

の
会か

い

、
難

病
患

者
な

ん
び

ょ
う

か
ん

じ
ゃ

の
皆み

な

さ
ま

等と
う

へ
、

石
垣

い
し

が
き

市し

の
障し

ょ
う が

い
者し

ゃ

福
祉

ふ
く

し

に
つ

い
て

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

ひ
あ

り
ん

ぐ

を
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。

貴
重

き
ち

ょ
う

な
ご

意
見

い
け

ん

、
ご

提
言

て
い

げ
ん

を
た

く
さ

ん
頂

戴
ち

ょ
う

だ
い

し
ま

し
た

。

　
下

表
か

ひ
ょ

う

は
、

そ
の

概
要

が
い

よ
う

で
あ

り
ま

す
。

　
詳

細
し

ょ
う

さ
い

に
つ

い
て

は
、

第だ
い

４
次じ

石
垣

市
い

し
が

き
し

障し
ょ

う が
い

者し
ゃ

福
祉

ふ
く

し

計
画

中
け

い
か

く
ち

ゅ
う

【
市

民
し

み
ん

の
声こ

え

】
に

抜
粋

ば
っ

す
い

し
て

載の

せ
て

あ
り

ま
す

。

　
　

　
　

場
所

ば
し

ょ

/
石

垣
市

い
し

が
き

し

健
康

福
祉

け
ん

こ
う

ふ
く

し

セ
ン

タ
ー

せ
ん

た
ー

内な
い

対
象

者
た

い
し

ょ
う

し
ゃ （

略
称

り
ゃ

く
し

ょ
う ）

日
時

に
ち

じ

相
談

そ
う

だ
ん

支
援

し
え

ん

事
業

じ
ぎ

ょ
う

所し
ょ

H
2

6
.1

2
.1

2
㈭

＊
マ

ン
パ

ワ
ー

ま
ん

ぱ
わ

ー

不
足

ふ
そ

く

の
状

態
じ

ょ
う

た
い で

あ
る

。

1
0

:0
0

～
1

2
:0

0
　

　
一

人
ひ

と
り

で
4

0
～

6
0

人に
ん

…
新

規
し

ん
き

を
お

断こ
と

わ り
せ

ざ
る

を
得え

な
い

状
況

じ
ょ

う
き

ょ
う 。

事
業

じ
ぎ

ょ
う

所し
ょ

運
営

う
ん

え
い

（
人

件
費

じ
ん

け
ん

ひ

）
に

影
響

え
い

き
ょ

う も
し

て
い

る
。

＊
地

域
ち

い
き

で
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

ね
っ

と
わ

ー
く

も
必

要
ひ

つ
よ

う

。

　
　

個
人

こ
じ

ん

情
報

じ
ょ

う
ほ

う の
扱あ

つ
か い

や
家

族
か

ぞ
く

と
の

関か
か

わ
り

が
課

題
か

だ
い

。
関

係
か

ん
け

い

機
関

き
か

ん

と
の

連
携

れ
ん

け
い

が
必

要
ひ

つ
よ

う

。
　

な
ど

障し
ょ

う が
い

児じ

親お
や

の
会か

い

等と
う

H
2

6
.1

2
.1

9
㈮

＊
教

育
き

ょ
う

い
く ・

保
育

ほ
い

く

現
場

げ
ん

ば

で
は

、
個

々
こ

こ

に
合あ

っ
た

支
援

し
え

ん

を
。

の
皆

さ
ん

1
0

:0
0

～
1

2
:0

0
　

　
先

生
せ

ん
せ

い

、
支

援
し

え
ん

員い
ん

が
個

々
こ

こ

の
障し

ょ
う が

い
を

理
解

り
か

い

し
、

早
期

そ
う

き

の
支

援
し

え
ん

に
取と

り
組く

め
る

体
制

た
い

せ
い

を
整と

と
の え

て
ほ

し
い

。

＊
早

期
そ

う
き

発
見

は
っ

け
ん

か
ら

支
援

し
え

ん

の
在あ

り
方か

た

へ
望の

ぞ

む
こ

と
。

　
　

適
時

て
き

じ

に
適

切
て

き
せ

つ

な
検

査
け

ん
さ

→
早

期
そ

う
き

の
支

援
し

え
ん

決
定

け
っ

て
い

と
支

援
し

え
ん

開
始

か
い

し

→
途

切
と

ぎ

れ
な

い
支

援
し

え
ん

⇒
教

育
き

ょ
う

い
く と

就
労

し
ゅ

う
ろ

う の
選

択
せ

ん
た

く

を
平

等
び

ょ
う

ど
う に

受う

け
た

い
。

な
ど

福
祉

ふ
く

し

サ
ー

ビ
ス

提
供

て
い

き
ょ

う

H
2

6
.1

2
.1

9
㈮

＊
国く

に

の
方

針
ほ

う
し

ん

と
実

態
じ

っ
た

い

・
ニ

ー
ズ

に
ー

ず

の
ず

れ
等と

う

に
よ

る
諸し

ょ

施
策

し
さ

く

の
課

題
か

だ
い

。

事
業

じ
ぎ

ょ
う

所し
ょ

1
5

:0
0

～
1

7
:0

0
　

　
入

所
に

ゅ
う

し
ょ 施

設
し

せ
つ

の
必

要
性

ひ
つ

よ
う

せ
い

、
マ

ン
パ

ワ
ー

ま
ん

ぱ
わ

ー

不
足

ふ
そ

く

、
就

労
し

ゅ
う

ろ
う 支

援
し

え
ん

と
就

労
し

ゅ
う

ろ
う 移

行
い

こ
う

の
今

後
こ

ん
ご

、
労

災
ろ

う
さ

い

対
策

た
い

さ
く

や
地

域
ち

い
き

と
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

ね
っ

と
わ

ー
く

づ
く

り
等な

ど

。

＊
サ

ー
ビ

ス
さ

ー
び

す

を
受う

け
や

す
い

環
境

か
ん

き
ょ

う づ
く

り
を

。

　
　

名
称

め
い

し
ょ

う “
障し

ょ
う が

い
”

を
使つ

か

わ
な

い
工

夫
く

ふ
う

や
、

入は
い

り
や

す
い

入
口

い
り

ぐ
ち

（
窓

口
ま

ど
ぐ

ち

）
の

設
置

せ
っ

ち

等と
う

で
、

早
期

そ
う

き

の
支

援
し

え
ん

開
始

か
い

し

と
つ

な
ぎ

が
必

要
ひ

つ
よ

う

。
な

ど

介
助

か
い

じ
ょ

を
要よ

う

す
る

子こ

の
H

2
7

.1
.1

6
㈮

＊
通

学
路

つ
う

が
く

ろ

や
学

校
が

っ
こ

う

施
設

し
せ

つ

、
公

共
こ

う
き

ょ
う 施

設
し

せ
つ

等と
う

の
課

題
か

だ
い

。

親お
や

の
会か

い

の
皆み

な

さ
ん

1
3

:3
0

～
1

5
:3

0
　

　
通

学
路

つ
う

が
く

ろ

及お
よ

び
校

舎
こ

う
し

ゃ

施
設

し
せ

つ

、
空

港
く

う
こ

う

等と
う

の
バ

リ
ア

フ
リ

ー
ば

り
あ

ふ
り

ー

化か

、
修

学
旅

行
し

ゅ
う

が
く

り
ょ

こ
う

の
支

援
し

え
ん

の
在あ

り
方か

た

や
支

援
し

え
ん

員い
ん

の
体

制
た

い
せ

い

等と
う

に
つ

い
て

。

＊
諸

施
策

し
ょ

し
さ

く

や
事

業
じ

ぎ
ょ

う

実
施

じ
っ

し

に
つ

い
て

。

　
　

医
療

い
り

ょ
う

体
制

た
い

せ
い

の
充

実
じ

ゅ
う

じ
つ 、

イ
ベ

ン
ト

い
べ

ん
と

会
場

か
い

じ
ょ

う で
の

配
慮

は
い

り
ょ

や
役

所
や

く
し

ょ

の
手

続
て

つ
づ

き
の

簡
素

化
か

ん
そ

か

等と
う

。
　

な
ど

難
病

な
ん

び
ょ

う を
抱か

か

え
る

方か
た

H
2

7
.1

.1
6
㈮

＊
支さ

さ

え
合あ

え
る

体
制

た
い

せ
い

づ
く

り
が

必
要

ひ
つ

よ
う

。

支さ
さ

え
る

方か
た

の
皆み

な

さ
ん

1
6

:0
0

～
1

8
:0

0
　

　
発

病
は

つ
び

ょ
う し

て
抱か

か

え
る

不
安

ふ
あ

ん

は
大お

お

き
い

。
情

報
交

換
じ

ょ
う

ほ
う

こ
う

か
ん

で
き

る
機

会
き

か
い

を
、

早
期

そ
う

き

に
欲ほ

し
い

。
会か

い

の
紹

介
し

ょ
う

か
い が

で
き

る
仕

組
し

く

み
づ

く
り

が
必

要
ひ

つ
よ

う

。

＊
情

報
入

手
じ

ょ
う

ほ
う

に
ゅ

う
し

ゅ が
困

難
こ

ん
な

ん

。

　
　

サ
ー

ビ
ス

さ
ー

び
す

の
メ

ニ
ュ

ー
め

に
ゅ

ー

や
窓

口
ま

ど
ぐ

ち

が
わ

か
ら

な
い

。
情

報
提

供
じ

ょ
う

ほ
う

て
い

き
ょ

う の
バ

リ
ア

フ
リ

ー
ば

り
あ

ふ
り

ー

化か

も
行

政
ぎ

ょ
う

せ
い が

率
先

そ
っ

せ
ん

し
て

行お
こ

な っ
て

ほ
し

い
。

　
な

ど

主お
も

な
内

容
な

い
よ

う
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７ 用語
よ う ご

の解説
かいせつ

 
 

【あ 行
ぎょう

】 

□アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症 候 群
しょうこうぐん

 

自閉症
じへいしょう

のうち、知的
ち て き

障 害
しょうがい

を 伴
ともな

わず、比較的
ひ か く て き

良 好
りょうこう

な言語的
げ ん ご て き

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

が

とれます。 

 

□N P O
えぬぴーおー

 

正式
せいしき

には「非営利
ひ え い り

組織
そ し き

」といい、狭
せま

い範
はん

囲
い

では市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

を指
さ

すこともあり

ます。医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、環 境
かんきょう

、文化
ぶ ん か

、芸
げい

術
じゅつ

、ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ツ
つ

、まちづくり、国
こく

際
さい

協
きょう

力
りょく

・

交
こう

流
りゅう

、人権
じんけん

・平和
へ い わ

、教 育
きょういく

等
とう

のあらゆる分野
ぶ ん や

の民間
みんかん

の営利
え い り

を目的
もくてき

としない組織
そ し き

で

す。 

 

□ L D
えるでぃー

  

発達
はったつ

障 害
しょうがい

〔 L D
えるでぃー

〕の知的
ち て き

発達
はったつ

に遅
おく

れはないが、聞
き

く、話
はな

す、読
よ

む、書
か

く、計算
けいさん

する又
また

は推論
すいろん

する能 力
のうりょく

のうち、特定
とくてい

のものの習 得
しゅうとく

と使用
し よ う

に 著
いちじる

しい困難
こんなん

を示
しめ

す

発達
はったつ

障 害
しょうがい

のことです。 

 

□ A D H D
えーでぃーえいちでぃー

 

注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障 害
しょうがい

のことです。注
ちゅう

意力
いりょく

・衝 動 性
しょうどうせい

・多動
た ど う

性
せい

を自分
じ ぶ ん

でコ
こ

ン
ん

ト
と

ロ
ろ

ー
ー

ル
る

できない脳
のう

神
しん

経
けい

学
がく

的
てき

な疾
しっ

患
かん

と言
い

われています。 

【か 行
ぎょう

】 

□権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

自己
じ こ

の権利
け ん り

や援助
えんじょ

のニーズ
に ー ず

を表 明
ひょうめい

することの困難
こんなん

な 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に代わって
か わ っ て

、

援助者
えんじょしゃ

が代理
だ い り

としてその権利
け ん り

やニーズ
に ー ず

獲得
かくとく

を 行
おこな

うことです。 

 

□高機能
こ う き の う

自閉症
じへいしょう

 

知的
ち て き

障 害
しょうがい

を 伴
ともな

わない自
じ

閉
へい

症
しょう

のことをいいます。発達
はったつ

障 害
しょうがい

の一
ひと

つであり、

知能
ち の う

指数
し す う

が高い
た か い

が、他人
た に ん

との社会的
しゃかいてき

関係
かんけい

の形成
けいせい

の困難
こんなん

さ、言葉
こ と ば

の発達
はったつ

の遅
おく

れ、興味
きょうみ

や関
かん

心
しん

が狭
せま

く特
とく

定
てい

のものにこだわるといった自
じ

閉
へい

症
しょう

の特
とく

徴
ちょう

を持
も

ちます。 

 

【さ 行
ぎょう

】 

□災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

 

高齢者
こうれいしゃ

、 障
しょう

がい者
しゃ

、乳幼児
にゅうようじ

、妊婦
に ん ぷ

、 傷
しょう

病 者
びょうしゃ

、日本語
に ほ ん ご

が不自由
ふ じ ゆ う

な外国人
がいこくじん

とい

った災害
さいがい

時
じ

に自力
じ り き

で避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

な人
ひと

のことです。 

 

 



 

94 
 

□社会
しゃかい

資源
し げ ん

 

福祉
ふ く し

ニーズ
に ー ず

を充 足
じゅうそく

するさまざまな物資
ぶ っ し

や人材
じんざい

、制度
せ い ど

、技能
ぎ の う

の総 称
そうしょう

として用
もち

い 

ます。 

 

□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

福祉法
ふ く し ほ う

の規定
き て い

に基
もと

づき組
そ

織
しき

される地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を目的
もくてき

とする団体
だんたい

で、さ

まざまな福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や相談
そうだん

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

や市民
し み ん

活動
かつどう

の支援
し え ん

、共 同
きょうどう

募金
ぼ き ん

な

ど地域
ち い き

の福祉
ふ く し

の向 上
こうじょう

に取
と

り組
く

んでいます。 

 

□社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に関
かん

する専
せん

門
もん

的
てき

な知識
ち し き

と技術
ぎじゅつ

をもって、身 体 上
しんたいじょう

、または精 神 上
せいしんじょう

の

障 害
しょうがい

があったり、もしくは 環 境 上
かんきょうじょう

の理由
り ゆ う

により、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むのに支障
ししょう

が

あったりする人
ひと

の福祉
ふ く し

に関
かん

する相
そう

談
だん

に応
おう

じ、助言
じょげん

、指導
し ど う

を 行
おこな

います。また、医療
いりょう

関係者
かんけいしゃ

をはじめとした福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

関係者
かんけいしゃ

等
とう

と連携
れんけい

し、これらとの連絡
れんらく

・調 整
ちょうせい

、

援助
えんじょ

を 行
おこな

うソ
そ

ー
ー

シャルワーカー
し ゃ る わ ー か ー

です。 

 

□障 害
しょうがい

支援
し え ん

(程度
て い ど

)区分
く ぶ ん

認定
にんてい

 

市町村
しちょうそん

が障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の種類
しゅるい

や 量
りょう

などを決定
けってい

するための判断
はんだん

材 料
ざいりょう

の一
ひと

つとして、障 害
しょうがい

の多様
た よ う

な特
とく

性
せい

その他
た

の心身
しんしん

の 状
じょう

態
たい

に応
おう

じて必
ひつ

要
よう

とされる 標
ひょう

準
じゅん

的
てき

な支援
し え ん

の度合
ど あ い

を総合的
そうごうてき

に示
しめ

す区
く

分
ぶん

です。 

 

□障 害 者
しょうがいしゃ

週 間
しゅうかん

 

障
しょう

がい者
しゃ

の福祉
ふ く し

についての関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

が社会
しゃかい

、

経済
けいざい

、文
ぶん

化
か

その他
た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に積 極 的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

する意欲
い よ く

を高
たか

めることを

目的
もくてき

としています。 

 

□自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

を支援
し え ん

していくため、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

、 障
しょう

がい者
しゃ

・その家族
か ぞ く

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
さ ー び す じ

業 者
ぎょうしゃ

や医療
いりょう

・教 育
きょういく

・雇用
こ よ う

を含
ふく

めた関
かん

係者
けいしゃ

が、地域
ち い き

の課題
か だ い

を共 有
きょうゆう

し、地域
ち い き

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

について協議
きょうぎ

を 行
おこな

う場
ば

で、地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

が単独
たんどく

または共 同
きょうどう

により設置
せ っ ち

されるものです。 

 

□成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

認知症
にんちしょう

の高齢者
こうれいしゃ

、知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

、精 神 障
せいしんしょう

がい者
しゃ

等
とう

、意思
い し

能 力
のうりょく

がない、又
また

は、

判断
はんだん

能 力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な成年者
せいねんしゃ

のために、金銭
きんせん

や身
み

の回り
ま わ り

の管理
か ん り

や保護
ほ ご

に関
かん

する契
けい

約
やく

等
とう

の法律
ほうりつ

行為
こ う い

全般
ぜんぱん

を 行
おこな

うための制度
せ い ど

です。 
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□相談
そうだん

支援員
し え ん い ん

 

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の相談
そうだん

に応
おう

じ、助言
じょげん

や連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

等
とう

の必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うほか、

サービス
さ ー び す

利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

する者
もの

をいいます。 

 

【た 行
ぎょう

】 

□地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

障
しょう

がい者
しゃ

を対 象
たいしょう

とする通所
つうしょ

施設
し せ つ

の一
ひと

つです。地域
ち い き

の実 情
じつじょう

に応
おう

じ、創作的
そうさくてき

な

活動
かつどう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

の提 供
ていきょう

、社会
しゃかい

との交 流
こうりゅう

促進
そくしん

等
とう

の便宜
べ ん ぎ

を供与
きょうよ

し、障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する場
ば

です。 

 

□特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

支援員
し え ん い ん

 

障 害
しょうがい

の種類
しゅるい

や程度
て い ど

に応
おう

じ特
とく

別
べつ

の場
ば

で指導
し ど う

を 行
おこな

っていた特殊
とくしゅ

教 育
きょういく

を転換
てんかん

し、

通 常
つうじょう

学 級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する 学 習
がくしゅう

障 害
しょうがい

、注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障 害
しょうがい

、高機能
こ う き の う

自閉症
じへいしょう

等
など

の

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

も含
ふく

め、一人
ひ と り

ひとりの教 育 的
きょういくてき

ニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

し、そのもてる 力
ちから

を高
たか

め、

生活
せいかつ

や学 習 上
がくしゅうじょう

の困難
こんなん

を改善
かいぜん

または克服
こくふく

するため、適切
てきせつ

な指
し

導
どう

及
およ

び必
ひつ

要
よう

な支援
し え ん

を

行
おこな

うものです。 

 

【な 行
ぎょう

】 

□ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

 

「社会的
しゃかいてき

に不利
ふ り

を負
お

うと 考
かんが

えられる人が、あるがままの 姿
すがた

で他
ほか

の人
ひと

と同等
どうとう

の

権利
け ん り

を享 受
きょうじゅ

できるようにする」ことをめざす 考
かんが

え方
かた

です。 

 

【は 行
ぎょう

】 

□バリアフリー
ば り あ ふ り ー

 

もともとは 障
しょう

がいのある人
ひと

が生活
せいかつ

していくうえで、 妨
さまた

げとなる段差
だ ん さ

等
など

の

物理的
ぶ つ り て き

な障 壁
しょうへき

（バリア
ば り あ

）をなくすことを意味
い み

しています。現在
げんざい

では物理的
ぶ つ り て き

な障 壁
しょうへき

に限
かぎ

らず、制度
せ い ど

や心理的
し ん り て き

な障 壁
しょうへき

を含
ふく

め、あらゆる障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

く意味
い み

で用
もち

いら

れています。 

 

□ P D C A
ぴーでぃーしーえー

サイクル
さ い く る

 

計画
けいかく

（plan
ぷ ら ん

）→実行
じっこう

（do
どぅー

）→評価
ひょうか

（check
ち ぇ っ く

）→改善
かいぜん

（act
あくと

）という４段階
だんかい

の活動
かつどう

を繰
く

り返
かえ

し 行
おこなう

う事
こと

で、継続的
けいぞくてき

にプロセス
ぷ ろ せ す

を改善
かいぜん

していく手法
しゅほう

です。 
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【や 行
ぎょう

】 

□ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

 

障
しょう

がい者
しゃ

、高齢者
こうれいしゃ

、健
けん

常 者
じょうしゃ

の区別
く べ つ

なしに、すべての人
ひと

が使
つか

いやすいように製品
せいひん

、

建物
たてもの

、環 境
かんきょう

などをデザイン
で ざ い ん

することです。 

 

【わ 行
ぎょう

】 

□ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

 

参加者
さ ん か し ゃ

が、ある目的
もくてき

に対
たい

し、相互
そ う ご

の意見
い け ん

を取
と

り入
い

れながら課
か

題
だい

の明確化
め い か く か

や解決
かいけつ

方法
ほうほう

策
さく

の提示
て い じ

などを具体化
ぐ た い か

しようとする取
と

り組
く

みのことです。 
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