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第１章
だい しょう

 計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考え方
かんが かた

 

 

第１節
だい  せつ

 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

本市
ほ ん し

では、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、お互い
たが

の個性
こ せ い

を認
みと

め尊重
そんちょう

し合
あ

い、誰
だれ

もが地域
ち い き

社会
しゃかい

の

一員
いちいん

として参画
さんかく

し、安心
あんしん

して暮らせる
く

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、平成
へいせい

２９年
  ね ん

３月
 が つ

に「第３次
だ い  じ

京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」と同時
ど う じ

に具体的
ぐたいてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの見込量
みこみりょう

を定めた
さだ

「第５期
だ い  き

京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

については、計画
けいかく

期間
き か ん

が、３年
 ね ん

で

あるため令和
れ い わ

３年
 ね ん

３月
 が つ

に「第 6期
だ い  き

京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、施策
し さ く

やサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

の体制
たいせい

を確保
か く ほ

・整備
せ い び

しながら、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの充実
じゅうじつ

に取り組んで
と   く

きました。 

 わが国
くに

では、平成
へいせい

２６年
ねん

に批准
ひじゅん

した「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
かん

条約
じょうやく

」の概念
がいねん

が取
と

り入
い

れられ

た「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん

法律
ほうりつ

（障
しょう

害者
がいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

）」が令和
れ い わ

３年
 ね ん

に改正
かいせい

され、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の一層
いっそう

の推進
すいしん

を図
はか

るため、事業所
じぎょうしょ

などに対し
たい

合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

・提供
ていきょう

をすることが、令和
れ い わ

６年
 ね ん

４月
 が つ

から義務化
ぎ む か

されます。 

さらに、令和
れ い わ

４年
 ね ん

５月
 が つ

に「障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

施策
し さ く

推進法
すいしんほう

」

が制定
せいてい

されました。 

「障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

施策
し さ く

推進法
すいしんほう

」では、障害者
しょうがいしゃ

による

情報
じょうほう

の取得及
しゅとくおよ

び利用並
りようなら

びに意思疎通
い し そ つ う

に係
かか

る施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

することを目的
もくてき

として制定
せいてい

され基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

や変更
へんこう

に当たって
あ

は同法
どうほう

の規定
き て い

の趣旨
し ゅ し

を踏まえる
ふ

こととされました。

「一人
ひ と り

ひとりの命
いのち

の重さ
おも

は障害
しょうがい

の有無
う む

によって少し
すこ

も変わる
か

ことはない」「誰
だれ

一人
ひ と り

取り残
と  の こ

さない」という当たり前
あ     まえ

の価値観
か ち か ん

を共
きょう

有
ゆう

し、多様
た よ う

な幸せ
しあわ

が実現
じつげん

できる「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」のための

取り組み
と    く

を進めて
すす

いくことが重要
じゅうよう

です。 

このような 状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

するため、本市
ほ ん し

における障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

として施策
し さ く

を

定める
さだ

ことや各種
かくしゅ

施策
し さ く

などの検証
けんしょう

と課題
か だ い

、また障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの確保
か く ほ

に努
つと

めること

を踏まえた
ふ

新た
あら

な計画
けいかく

として「第４次
だ い  じ

京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

及び
およ

第７期
だ い  き

京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

するものです。 
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第２節
だい  せつ

 計画
けいかく

の位置づけ
い ち

 

この計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 11条
だい   じょう

第３項
だい  こう

に基づく
もと

市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

と、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 88条
だい   じょう

第１項
だい  こう

に基づく
もと

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

、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

第 33 条
だい   じょう

の 20第 1項
だい  こう

に

基づく
もと

市町村
しちょうそん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

したものであり、本市
ほ ん し

における障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

全般
ぜんぱん

に関する
かん

基本
きほん

計画
けいかく

として位置づけられる
い ち

ものです。このため、国
くに

の「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」

及び
およ

京都府
きょうとふ

の「京都府
きょうとふ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を踏まえた
ふ

ものとします。 

また、この計画
けいかく

は「第２次
だ い  じ

京
きょう

丹後市
た ん ご し

総合
そうごう

計画
けいかく

」に即した
そく

ものとするほか、本市
ほ ん し

の関連
かんれん

計画
けいかく

である「京
きょう

丹後市
た ん ご し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」「京
きょう

丹後市
た ん ご し

高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」「京
きょう

丹後市
たんごし

子ども
こ

・

子育て
こそだ

支援
しえん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」「京
きょう

丹後市
た ん ご し

健康
けんこう

増進
ぞうしん

計画
けいかく

」「京
きょう

丹後市
た ん ご し

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」

などの各種
かくしゅ

計画
けいかく

との整合性
せいごうせい

を持った
も

ものとします。 

【参考
さんこう

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
京

き
ょ
う

丹
後
市

た

ん

ご

し

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

計
画

け
い
か
く 

京
き
ょ
う

丹
後
市

た

ん

ご

し

障
害

し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ

く

し

計
画

け
い
か
く 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

総合
そうごう

計画
けいかく

 

京
き
ょ
う

丹
後
市

た

ん

ご

し 

地
域
福
祉
計
画

ち

い

き
ふ

く
し

け
い

か
く 

 

京き
ょ
う

丹
後
市

た
ん
ご
し

子
ど
も

こ

・
子
育
て

こ
そ
だ

支
援

し
え
ん

 

事
業

じ
ぎ
ょ
う

計
画

け
い
か
く 

 

京
丹
後
市
健
康
増
進
計
画

き
ょ
う
た
ん
ご
し
け
ん
こ
う
ぞ
う
し
ん
け
い
か
く 

京
丹
後
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

き
ょ
う
た
ん
ご
し
こ
う
れ
い
し
ゃ
ほ
け
ん
ふ
く
し
け
い
か
く 

● 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほ んほ う

第 11条
だい   じょ う

第３項
だい  こ う

 

「市町村
しちょうそん

は、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

及び
およ

都道府県
と どう ふ けん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

を基本
き ほ ん

とするとともに、当該
とうがい

市町村
しちょうそん

における

障害者
しょうがいしゃ

の状況
じょうきょう

等
と う

を踏まえ
ふ

、当該
とうがい

市町村
しちょうそん

における障害者
しょうがいしゃ

のための施策
し さ く

に関する
かん

基本的
きほんてき

な計画
けいかく

（以下
い か

「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

」という。）を策定
さくてい

しなければならない。」 

● 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 88条
だい   じょ う

第１項
だい  こ う

 

「市町村
しちょうそん

は、基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即して
そく

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
かくほ

その他
      ほか

この法律
ほうりつ

に基づく
もと

業務
ぎょうむ

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

に関する
かん

計画
けいかく

(以下
いか

「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

」という。)を定める
さだ

ものとする。」 

●児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

 第 33条
だい   じょ う

の 20第１項
だい  こ う

 

「市町村
しちょうそん

は、基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即して
そく

、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
しえん

及び
およ

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

その他
ほか

障害
しょうがい

児通所
じ つ う し ょ

支援
し え ん

及び
およ

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

に関する
かん

計画
けいかく

(以下
いか

「市町村
しちょうそん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」とい

う。)を定
さだ

めるものとする。」 

 

京
き
ょ
う

丹
後
市

た

ん

ご

し

成
年

せ
い
ね
ん

後
見

こ
う
け
ん

制
度

せ

い

ど

利
用

り

よ

う 

促
進

そ
く
し
ん

基
本

き

ほ

ん

計
画

け
い
か
く 
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第３節
だい  せつ

 計画
けいかく

の期間
き か ん

 

この計画
けいかく

の期間
き か ん

は、令和
れ い わ

６年度
 ね ん ど

から令和
れ い わ

１１年度
  ね ん ど

までの６年間
 ねんかん

とします。 

ただし、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基づく
もと

自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

などの各種
かくしゅ

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

については、令和
れ い わ

８年度
 ね ん ど

までの目標値
もくひょうち

を設定
せってい

することとされているため、この計画
けいかく

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に関する
かん

部分
ぶぶん

については、令和
れ い わ

６年度
 ね ん ど

から令和
れ い わ

８年度
 ね ん ど

までの３年間
 ねんかん

を計画
けいかく

期間
き か ん

とします。 

また、計画
けいかく

については、今後
こ ん ご

、国
くに

の動向
どうこう

に伴い
ともな

計画
けいかく

の根幹
こんかん

となる法律
ほうりつ

や制度
せ い ど

などについて

大幅
おおはば

な変更
へんこう

が生じた
しょう

場合
ばあい

、適宜
て き ぎ

、見直し
みなお

を行う
おこな

ものとします。 

 

 

 

 

  

令和
れ い わ

６年度
 ね ん ど

 令和
れ い わ

7年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

8年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

9年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

10年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

 

 
 第４次

だ い  じ

 障 害 者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 （６年間
 ねんかん

） 
 

第７期
だ い  き

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 (３年間
 ねんかん

)    

  
見直し
みなお

 
第８期
だ い  き

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 (３年間
 ねんかん

) 



4 

 

第４節
だい  せつ

 計画
けいかく

の理念
り ね ん

など 

１ 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 

 

 

 

地域
ち い き

には子ども
こ

や大人
お と な

、高齢者
こうれいしゃ

、障害
しょうがい

のある人
ひと

など様々
さまざま

な人
ひと

が生活
せいかつ

しています。だれも

が住み慣れた
す    な

地域
ちいき

で、生きる
い

喜び
よろこ

を感じ
かん

、安心
あんしん

と尊厳
そんげん

を持って
も

暮らせる
く

社会
しゃかい

を築く
きず

ためには、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

においても当然
とうぜん

の権利
け ん り

として、主体性
しゅたいせい

を持って
も

社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

、

スポーツ
す ぽ ー つ

など、あらゆる活動
かつどう

に参加
さ ん か

できる機会
き か い

を保障
ほしょう

された社会
しゃかい

、物理的
ぶつりてき

にも精神的
せいしんてき

にも

また慣習
かんしゅう

、観念
かんねん

その他
 た

あらゆるバリアフリー
ば り あ ふ り ー

※の社会
しゃかい

をめざしていかなければなりません。 

本市
ほ ん し

では、障害
しょうがい

のあるなしにかかわらず日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとな

上
うえ

で、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

とない人
ひと

が共
とも

に生きる
い

社会
しゃかい

が普通
ふ つ う

の社会
しゃかい

であるという「ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

※」と、

障害
しょうがい

があってもライフステージ
ら い ふ す て ー じ

※のすべての段階
だんかい

において、障害
しょうがい

に応じた
おう

自立
じりつ

生活
せいかつ

を営む
いとな

ことのできる状態
じょうたい

を保障
ほしょう

することが可能
か の う

となるよう支援
し え ん

する「リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

※」の

理念
り ね ん

、さらに「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」の趣旨
し ゅ し

を踏まえた
ふ

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

※」の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

のもと、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、お互い
 たが

の個性
こ せ い

を認め合い
みと   あ

尊重
そんちょう

し、誰
だれ

もが障害
しょうがい

による

様々
さまざま

な環境
かんきょう

の不便さ
ふべん

を自分
じ ぶ ん

のこととして意識
い し き

し、それぞれの役割
やくわり

と責任
せきにん

を持って
も

共
とも

に社
しゃ

会
かい

の一員
いちいん

として、社会
しゃかい

活動
かつどう

に参加
さ ん か

し、安心
あんしん

・快適
かいてき

な生活
せいかつ

を送る
おく

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

に向けて施策
しさく

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

 

  

「地域
ち い き

の中
なか

で共
とも

に生きる
い

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

の充実
じゅうじつ

」 

※ バリアフリー
ば り あ ふ り ー

： 住宅
じゅうたく

建築用語
け ん ち く よ う ご

として、障害
しょうがい

のある人
ひと

が社会
しゃかい

生活
せいかつ

をしていくうえで障壁
しょうへき

となるものを除去
じょきょ

するという意味
い み

で、段差
だ ん さ

などの物理的
ぶ つ り て き

な障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

をいうことが多い
おお

が、より広く
ひろ

障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を困難
こんなん

にしている社会的
しゃかいてき

・制度的
せ い ど て き

・心理的
し ん り て き

なすべての障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

という意味
い み

でも用いられる
もち

。 

※ ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

：デンマーク
で ん ま ー く

のバンク
ば ん く

・ミケルセン
み け る せ ん

が知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

の処遇
しょぐう

に関して
かん

唱え
とな

、北欧
ほくおう

から世界
せ か い

へ広まった
ひろ

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の最も
もっと

重要
じゅうよう

な理念
り ね ん

。障害
しょうがい

のある人
ひと

を特別視
と く べ つ し

するのではなく、社会
しゃかい

の中
なか

で普通
ふ つ う

の生活
せいかつ

が送れる
おく

ような条件
じょうけん

を整える
ととの

べきであり、共
とも

に生きる
い

社会
しゃかい

こそノーマル
の ー ま る

な社会
しゃかい

であるという考え方
かんが かた

。 

※ ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

：人
ひと

の一生
いっしょう

を幼年期
よ う ね ん き

から老年期
ろ う ね ん き

までのいくつかに区分
く ぶ ん

した段階
だんかい

。それぞれの段階
だんかい

において

生じる
しょう

生活
せいかつ

問題
もんだい

に応じた
おう

福祉的
ふくしてき

援助
えんじょ

のあり方
 かた

が検討
けんとう

されている。 

※ リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

：障害
しょうがい

のある人
ひと

の身体的
しんたいてき

、精神的
せいしんてき

、社会的
しゃかいてき

な適応
てきおう

能力
のうりょく

の回復
かいふく

を図る
はか

ための技術的
ぎじゅつてき

な

訓練
くんれん

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

にとどまらず、そのライフステージ
ら い ふ す て ー じ

のすべての段階
だんかい

で、社会的
しゃかいてき

・経済的
けいざいてき

に普通
ふ つ う

の生活
せいかつ

を営む
いとな

こ

とのできる状態
じょうたい

を保障
ほしょう

することができるように援助
えんじょ

する、障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

と参加
さ ん か

をめざす障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の理念
り ね ん

。 

※ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

：障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

25年
ねん

法律
ほうりつ

第 65号
だい   ごう

）平成
へいせい

28

年
ねん

4月
がつ

施行
し こ う

。 
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２ 計画
けいかく

の視点
し て ん

 

 

（１）基本的
きほんてき

人権
じんけん

の尊重
そんちょう

 

 

計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

である「地域
ちいき

の中
なか

で共
とも

に生きる
い

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の充実
じゅうじつ

」を実現
じつげん

していくに

は、障害
しょうがい

のあるなしによって分
わ

け隔
へだ

てられることなく相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し

合いながら
あ

障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じりつ

及び
およ

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
し え ん

などのための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

することが重要
じゅうよう

です。 

基本的
きほんてき

人権
じんけん

は、日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

第１１条
だい   じょう

においてすべての国民
こくみん

に保障
ほしょう

された権利
け ん り

であり、各種
かくしゅ

施策
し さ く

は、この視点
し て ん

を踏まえて
ふ

策定
さくてい

します。 

 

（２）障害
しょうがい

のある人
ひと

の能力
のうりょく

への気
き

づきと創造
そうぞう

の促進
そくしん

 

   

人
ひと

は個人
こ じ ん

それぞれに秘
ひ

めた才能
さいのう

を持
も

っています。障害
しょうがい

のある人
ひと

の創造
そうぞう

の場
ば

と機会
き か い

を提
てい

供
きょう

することにより新た
あら

な可能性
かのうせい

を引
ひ

き出
だ

し、その素晴
す ば

らしい才能
さいのう

が豊
ゆた

かに育
はぐく

まれ、生
い

き

生
い

きと自立
じ り つ

し、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

で活躍
かつやく

していく生活
せいかつ

に繋
つな

げるとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も関係
かんけい

なく支
ささ

え合
あ

い高
たか

め合
あ

って共生
きょうせい

が多彩
た さ い

に発展
はってん

していく環境
かんきょう

整備
せ い び

を進
すす

めます。 

 

（３）社会
しゃかい

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

 

計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

である「地域
ちいき

の中
なか

で共
とも

に生きる
い

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の充実
じゅうじつ

」を実現
じつげん

していくに

は、障害
しょうがい

のあるなしにかかわらず、すべての市民
し み ん

が社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として社会
しゃかい

、経済
けいざい

、

文化
ぶ ん か

など、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が保障
ほしょう

されることも重要
じゅうよう

な視点
し て ん

となります。

そのため、毎日
まいにち

の生活
せいかつ

を送る
おく

上
うえ

での支障
ししょう

となる社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

※（バリア
ば り あ

）をなくすための配慮
はいりょ

について、企業
きぎょう

や市民
し み ん

全
ぜん

体
たい

で共有
きょうゆう

する仕組み
し く

を進め
すす

、道路
ど う ろ

・交通
こうつう

・公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

などの

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

と合わせ
あ

て、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

など 心
こころ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

についても

取り組み
と   く

を進めます
すす

。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の活動
かつどう

を制限
せいげん

し、社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を制約
せいやく

している障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を進める
すす

にあ

たっては、障害
しょうがい

のある人
ひと

の参加
さ ん か

を確保
か く ほ

し、意見
い け ん

を施策
し さ く

に反映
はんえい

させるとともに、障害
しょうがい

のある

人
ひと

・行政
ぎょうせい

機
き

関
かん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

・地域
ち い き

住民
じゅうみん

といった様々
さまざま

な関係者
かんけいしゃ

が、障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のな
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い人
ひと

が同じ
おな

地
ち

域
いき

社会
しゃかい

でともに暮らし
く

、学び
まな

、働く
はたら

「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」という共通
きょうつう

の目標
もくひょう

の実現
じつげん

に向け
む

、協 力
きょうりょく

し取り組み
と    く

を進めて
すす

いくことが重要
じゅうよう

です。心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

及び
およ

公共
こうきょう

施設
しせつ

などのバリアフリ
ば り あ ふ り

ー化
ー か

や円滑
えんかつ

な情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
り よ う

・発信
はっしん

ための情報
じょうほう

アクセシビリテ
あ く せ し び り て

ィ
ぃ

※の 向上
こうじょう

、意思
い し

表示
ひょうじ

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を支援
し え ん

するため 障害
しょうがい

のある人
ひと

のアクセ
あ く せ

シビリティ
し び り て ぃ

向上
こうじょう

を図る
はか

ことが重要
じゅうよう

であり、「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 (バリア
ば り あ

)」の除去
じょきょ

に向け
む

、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ば め ん

で「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の視点
し て ん

を取り入れて
と    い

いきます。 

 

 

（４）障害者
しょうがいしゃ

特性
とくせい

などの配慮
はいりょ

や利用者本
りようしゃほん

位
い

の総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

の展開
てんかい

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

一人
ひ と り

ひとりのニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するため、個々
こ こ

の障害
しょうがい

の特性
とくせい

を的確
てきかく

に把握
は あ く

す

るとともに、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

や関係
かんけい

機関
き か ん

、民間
みんかん

企業
きぎょう

、 NPO
えぬぴーおー

、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

などと連携
れんけい

を図り
はか

、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

のすべての段階
だんかい

を通じた
つう

総合的
そうごうてき

かつ適切
てきせつ

なサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

できる

よう支援
し え ん

体制
たいせい

を整えて
ととの

いきます。また、利用者
りようしゃ

が自ら
みずか

の選択
せんたく

に基づき
もと

適切
てきせつ

なサービス
さ ー び す

を利用
り よ う

できるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

や利用
り よ う

援助
えんじょ

などの体制
たいせい

、更に
さら

はケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

※の体制
たいせい

を強化
きょうか

しま

す。障害
しょうがい

のある人
ひと

の支援
し え ん

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

が直面
ちょくめん

するその時々
ときどき

の困難
こんなん

の解消
かいしょう

だけに

着目
ちゃくもく

するのではなく、障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

という観点
かんてん

に立って
た

行わ
おこな

れ

るもので、その際
さい

、外見
がいけん

からは分かりにくい
わ

障害
しょうがい

特有
とくゆう

の事情
じじょう

を考慮
こうりょ

するとともに、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の家族
か ぞ く

を含む
ふく

介助者
かいじょしゃ

などの支援
し え ん

を行って
おこな

いきます。 

 

（５）総合的
そうごうてき

かつ効果的
こうかてき

な施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

乳幼児期
にゅうようじき

から高齢期
こうれいき

まで、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

のすべての段階
だんかい

を通じて
つう

自分
じぶん

らしい生活
せいかつ

を

送る
おく

ことができるよう、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

や福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

などの関係
かんけい

機関
き か ん

相互
そ う ご

の緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を確保
か く ほ

するとともに、「京
きょう

丹後市
た ん ご し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」「京
きょう

丹後市
た ん ご し

高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」

「京
きょう

丹後市
たんごし

子ども
こ

・子育て
こそだ

支援
しえん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」「京
きょう

丹後市
た ん ご し

健康
けんこう

増進
ぞうしん

計画
けいかく

」「京
きょう

丹後市
た ん ご し

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進
そくしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」などとの整合性
せいごうせい

にも視点
し て ん

を置きな
お

がら、総合的
そうごうてき

な施策
し さ く

の展開
てんかい

を推進
すいしん

します。 
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（６）市民
し み ん

参加
さ ん か

と協働
きょうどう

※の推進
すいしん

 

 

地域
ち い き

に暮らす
く

障害
しょうがい

のある人
ひと

の支援
し え ん

を進め
すす

「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」を実現
じつげん

していくには、地域
ち い き

に

暮らす
く

市民
しみん

一人
ひとり

ひとりの理解
り か い

と 協 力
きょうりょく

が最も
もっと

重要
じゅうよう

な要素
よ う そ

となります。障害
しょうがい

のある人
ひと

が

受ける
う

制限
せいげん

は、障害
しょうがい

のみに起因
き い ん

するものではなく、社会
しゃかい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

と相対する
あいたい

ことで生
しょう

じる環境
かんきょう

が作り出した
つく  だ

「社会
しゃかい

モデル
も で る

※」の考え方
かんが かた

を踏まえた
ふ

ものであり、常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする障害
しょうがい

のある人
ひと

が、自ら
みずか

が選択
せんたく

する地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるように、すべての市民
し み ん

が

相互
そ う ご

交流
こうりゅう

の輪
わ

を広げながら
ひろ

、共
とも

に地域
ち い き

のまちづくりを担う
にな

一員
いちいん

として、力
ちから

をあわせ、障害
しょうがい

のある人
ひと

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営む
いとな

上
うえ

で障壁
しょうへき

となるような「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

（バリア
ば り あ

）」のないまち

づくりを進め
すす

ることが大切
たいせつ

となります。そのため、市民
し み ん

の参加
さ ん か

と協働
きょうどう

を重要
じゅうよう

な視点
し て ん

とし

て計画
けいかく

の推進
すいしん

を図ります
はか

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

（バリア
ば り あ

）： 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

にとって日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとな

上
うえ

で障壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における制度
せ い ど

・習慣
しゅうかん

一切
いっさい

 

のもの。 

 

※ アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

： 

  すべての障害
しょうがい

のある人
ひと

が、あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

するためには、情報
じょうほう

の十分
じゅうぶん

な取得
しゅとく

利用
り よ う

・円滑
えんかつ

な意思
い し

 

疎通
そ つ う

が重要
じゅうよう

なため、「障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及び
およ

利用
りよう

並び
なら

に意思
い し

疎通
そ つ う

に係る
かか

施策
しさく

の推進
すいしん

に関する
かん

法律
ほうりつ

」(令
れい

 

和
わ

4年
ねん

法律
ほうりつ

第 50号
だい   ごう

）を令和
れ い わ

4年
ねん

5月
がつ

施行
し こ う

。 

 

※ ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

： 

  障害
しょうがい

のある人
ひと

など地域
ち い き

での生活
せいかつ

に支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に対し
たい

，その人
ひと

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたるニーズ
に ー ず

と様々
さまざま

な社会
しゃかい

 

資源
し げ ん

を適切
てきせつ

に結びつけ
むす

、調整
ちょうせい

を図りながら
はか

包括的
ほうかつてき

継続的
けいぞくてき

にサービス
さ ー び す

を確保
か く ほ

していくための援助
えんじょ

方法
ほうほう

のこと。 

 

※ 協働
きょうどう

： 

一般的
いっぱんてき

には「同じ
おな

目的
もくてき

のために、協 力
きょうりょく

してはたらくこと」を意味
い み

する言葉
こ と ば

。この計画
けいかく

においては障
しょう

害
がい

のある 

人
ひと

もない人
ひと

も、行政
ぎょうせい

機関
きかん

や企業
きぎょう

で働く
はたら

人
ひと

もまた、子ども
こ

から高齢者
こうれいしゃ

まで、本市
ほ ん し

で暮
く

らす市民
し み ん

すべてが同じ
おな

地域
ち い き

の 

一員
いちいん

として、相互
そ う ご

にお互
たが

いの不足
ふそく

を補い合い
おぎな あ 

、共
とも

に協 力
きょうりょく

して、地域
ち い き

の課題
か だ い

や目的
もくてき

のために取
と

り組
く

むことを意味
い み

 

する。 

 

※ 社会
しゃかい

モデル： 

障害
しょうがい

を主
しゅ

として社会
しゃかい

によって作
つく

られた問題
もんだい

とみなし、障害
しょうがい

は個人
こ じ ん

に帰属
き ぞ く

するものでなく社会
しゃかい

環境
かんきょう

によって作
つく

 

り出さ
だ

れたものであるとされる。 
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第２章
だい しょう

 京
きょう

丹後市
た ん ご し

の現状
げんじょう

 

 

第１節
だい  せつ

 障害
しょうがい

のある人
ひと

の状 況
じょうきょう

 

１ 京
きょう

丹後市
た ん ご し

の人口
じんこう

の状 況
じょうきょう

 

本市
ほ ん し

の総人口
そうじんこう

の推移
す い い

をみると、令和
れ い わ

5年
ねん

は 51,537人
にん

で、平成
へいせい

２9年
  ね ん

の 56,337人
にん

と比べ
くら

ると 4,800人
にん

減り
へ

、8.5 ％
ぱーせんと

の減少
げんしょう

となっています。年齢
ねんれい

区分
く ぶ ん

別
べつ

にみると、「0～14歳
さい

」

は 983人
にん

減り
へ

、15.2 ％
ぱーせんと

の減少
げんしょう

、「15～64歳
さい

」は 3,402人
にん

減り
へ

、11.2 ％
ぱーせんと

の減少
げんしょう

となっており、少子化
しょうしか

の進行
しんこう

や生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

の減少
げんしょう

が拡大
かくだい

している状 況
じょうきょう

にあります。

「65歳
さい

以上
いじょう

」は平成
へいせい

29年
ねん

から 415人
にん

減少
げんしょう

し、2.1 ％
ぱーせんと

の減少
げんしょう

となっており、高齢化率
こうれいかりつ

も平成
へいせい

２９年
  ね ん

の 34.8 ％
ぱーせんと

から令和
れ い わ

５年
 ね ん

は 37.2 ％
ぱーせんと

と 2.4ポイント
ぽ い ん と

高く
た か

、高齢化
こうれいか

が

進んで
すす

います。 

                    総人口
そ う じ ん こ う

の推移
す い い

          （単位
た ん い

：人
に ん

） 

年齢
ねんれい

 平成
へいせい

29年
ねん

 平成
へいせい

30年
ねん

 令和
れ い わ

元年
がんねん

 令和
れ い わ

2年
ねん

 令和
れ い わ

3年
ねん

 令和
れ い わ

4年
ねん

 令和
れ い わ

5年
ねん

 

0～14歳
さい

 6,485 6,266 6,062 5,949 5,790 5,659 5,502 

15～64歳
さい

 30,255 29,678 29,122 28,534 27,995 27,392 26,853 

65歳
さい

以上
いじょう

 19,597 19,558 19,504 19,524 19,518 19,400 19,182 

 合計
ごうけい

 56,337 55,502 54,688 54,007 53,303 52,451 51,537 

 

 

■資料
しりょう

：住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

登録
とうろく

人口
じんこう

：各年
かくとし

3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

 

6,485

(11.5)

6,266

(11.3)

6,062

(11.1)

5,949

(11.0)

5,790

(10.9)

5,659

(10.8)

5,502

(10.7)

30,255

(53.7)

29,678

(53.5)

29,122

(53.2)

28,534

(52.8)

27,995

(52.5)

27,392

(52.2)

26,853

(52.1)

19,597

(34.8)

19,558

(35.2)

19,504

(35.7)

19,524

(36.2)

19,518

(36.6)

19,400

(37.0)

19,182

(37.2)

56,337 55,502 54,688 54,007 53,303 52,451 51,537

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
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２ 障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の状 況
じょうきょう

 

本市
ほ ん し

の身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

、療育
りょういく

手帳
てちょう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の各手帳
かくてちょう

所持者数
しょじしゃすう

の総数
そうすう

は、令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

末
まつ

で 4,362人
にん

となっています。このうち身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

が 76.3 ％
ぱーせんと

を

占め
し

最も
もっと

多く
おお

、次いで
つ

療育
りょういく

手帳
てちょう

が 15.0 ％
ぱーせんと

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

が 8.7 ％
ぱーせんと

とな

っています。 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

の４年間
ねんかん

の推移
す い い

を見る
み

と、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は 135人
にん

減少
げんしょう

し、療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は 17人
にん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は 42人
にん

増加
ぞ う か

して

います。 

               障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の状 況
じょうきょう

          （単位
た ん い

：人
にん

） 

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 3,463 3,429 3,365 3,328 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 638 651 647 655 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 337 361 367 379 

合
ごう

 計
けい

 4,438 4,441 4,379 4,362 

                                    各年度
かくねんど

3月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

 

                障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

状 況
じょうきょう

 

 

     

                            各年度
かくねんど

３月
 が つ

末
まつ

現在
げんざい

 

3,463

(78.0)

3,429

(77.2)

3,365

(76.8)

3.328

(76.3)

638

(14.4)

651

(14.7)

647

(14.8)

655

(15.0)

337

(7.6)

361

(8.1)

367

(8.4)

379

(8.7)

4,438 4,441 4,379 4,362

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

〔単位：人（％）〕

精神障害

者保健福

祉手帳

療育手帳

身体障害

者手帳
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（１）身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

の身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の障害
しょうがい

別
べつ

手帳
てちょう

交付
こ う ふ

は、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が 53.3 ％
ぱーせんと

と最も
もっと

多く
おお

、

次いで
つ

内部
ないぶ

障害
しょうがい

29.3 ％
ぱーせんと

で、この２障害
しょうがい

で全体
ぜんたい

の約
やく

８3 ％
ぱーせんと

を占めて
し

います。また、

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

の４年間
 ねんかん

の増加数
ぞうかすう

は聴覚
ちょうかく

・平衡
へいこう

機能
き の う

障害
しょうがい

20人
にん

で最も
もっと

多く
おお

、

音声
おんせい

・言語
げ ん ご

・そしゃく機能
き の う

障害
しょうがい

は横ばい
よこ

、その他
た

の障害
しょうがい

は減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の等級
とうきゅう

別
べつ

割合
わりあい

を見る
み

と、『軽度
け い ど

』（「５級
 きゅう

」と「６級
 きゅう

」の合計
ごうけい

）に

ついては、約
やく

20 ％
ぱーせんと

であるのに対し
たい

、『重度
じゅうど

』（「１級
 きゅう

」と「２級
 きゅう

」の合計
ごうけい

）については、

約
やく

39 ％
ぱーせんと

であり、『軽度
け い ど

』より『重度
じゅうど

』の割合
わりあい

が高く
たか

なっています。 

 

            身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の年度
ね ん ど

別
べつ

推移
す い い

（種類
しゅるい

別
べつ

）    （単位
た ん い

：人
にん

） 

年
ねん

 度
ど

 
視覚
し か く

 

障害
しょうがい

 

聴覚
ちょうかく

・ 

平衡機
へいこうき

 

能
のう

障害
しょうがい

 

音声
おんせい

・言語
げんご

・

そしゃく機能
きのう

障 害
しょうがい

 

肢体
し た い

 

不自由
ふ じ ゆ う

 

内部
な い ぶ

 

障害
しょうがい

 
合計
ごうけい

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 250 273 50 1,867 1,023 3,463 

令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

 239 282 51 1,860 997 3,429 

令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 240 287 54 1,811 973 3,365 

令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 233 293 54 1,774 974 3,328 

                                    各年度
か く ね ん ど

3月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

   

 

             身体
し ん た い

障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

の障害
しょうがい

別
べ つ

交付
こ う ふ

状況
じょうきょう

 

250 (7.2) 239 (7.0) 240(7.2) 233(7.0)

273 (7.9) 282 (8.2) 287 (8.5) 293(8.8)

50(1.5) 51 (1.5) 54 (1.6) 54(1.6)

1,867 (53.9) 1,860 (54.2) 1,811 (53.8) 1.774(53.3)

1,023 (29.5) 997 (29.1) 973 (28.9) 974(29.3)

3,463 3,429 3,365 3,328

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

〔単位：人（％）〕

内部障害

肢体不自

由

音声・言

語・そしゃく

機能障害
聴覚・平衡

機能障害

視覚障害
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身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の年度
ね ん ど

別
べつ

推移
す い い

 

（単位
た ん い

：人
にん

） 

年
ねん

 度
ど

 1級
きゅう

 2級
きゅう

 3級
きゅう

 4級
きゅう

 5級
きゅう

 6級
きゅう

 合計
ごうけい

 
内
う ち

65歳
さ い

以上
い じ ょ う

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 896 480 575 906 313 293 ３,463 2,797 

令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

 890 467 570 871 328 303 3,429 2,782 

令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 857 470 553 853 329 303 3,365 2,733 

令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 848 456 529 840 343 312 ３,328 2,701 

                                   各年度
か く ね ん ど

3月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

 

身体
し ん た い

障害者
しょうがいしゃ

の等級
とうきゅう

別
べ つ

割合
わ り あ い

           

（令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

）  

 

 

 

 

896 (25.9) 890 (26.0) 857 (25.5) 848(25.5)

480(13.8) 467 (13.6) 470 (14.0) 456(13.7)

575 (16.6) 570 (16.6) 553 (16.4) 529(15.9)

906 (26.2) 871 (25.4)
853 (25.3)

840(25.2)

313 (9.0)
328 (9.6)

329 (9.8)
343(10.3)

293 (8.5) 303 (8.8)
303 (9.0) 312(9.4)

3,463 3,429
3,365 3,328

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

〔単位：人（％）〕

6

級

5

級

4

級

3

級

2

級

1

級



12 

 

※ 身体
し ん た い

障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

： 

  身体
しんたい

に障害
しょうがい

のある人
ひと

が「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

」に定める
さだ

障害
しょうがい

に該当
がいとう

すると認められた
みと

場合
ばあい

に交付
こ う ふ

されるも 

の。身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の等級
とうきゅう

は重度
じゅうど

から１級
 きゅう

～６級
 きゅう

に区分
く ぶ ん

されているが、さらに障害
しょうがい

により視覚
し か く

、聴覚
ちょうかく

、 

平衡
へいこう

機能
き の う

、音声
おんせい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

、そしゃく機能
き の う

、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

、内部
な い ぶ

障害
しょうがい

に分けられる
わ

。 

 

※ 内部
な い ぶ

障害
しょうがい

： 

  身体
しんたい

障害
しょうがい

の一
いっ

種類
しゅるい

で、呼吸器
こ き ゅ う き

機能
き の う

障害
しょうがい

、心臓
しんぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

、じん臓
ぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

、ぼうこうまたは直 腸
ちょくちょう

の機能
き の う

 

障害
しょうがい

、小 腸
しょうちょう

機能
き の う

障害
しょうがい

、肝臓
かんぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

、ヒト
ひ と

免疫
めんえき

不全
ふ ぜ ん

ウイルス
う い る す

による免疫
めんえき

機能
き の う

障害
しょうがい

がその障害
しょうがい

範囲
は ん い

。 

■身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

に係る
かか

資料
しりょう

：京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害者
しょうがいしゃ

福祉課
ふ く し か

 

 

（２）知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の状況
じょうきょう

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

の所持者
し ょ じ し ゃ

の状 況
じょうきょう

は、令和元
れ い わ が ん

年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

の４年間
 ね ん か ん

の増加数
ぞ う か す う

は「A」が 7

人
にん

、「B」が 10人
にん

増え
ふ

、増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。「A」が重度
じゅうど

であり、令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

では「B」は

「A」より 6.2％ポイント
ぽ い ん と

割合
わりあい

が高く
たか

なっています。 

療育
りょういく

手帳
てちょう

年度
ね ん ど

別
べつ

推移
す い い

 

（単位
た ん い

：人
にん

） 

年度
ね ん ど

 Ａ Ｂ 計
けい

 内
う ち

18歳
さ い

以上
い じ ょ う

 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 300 338 638 566 

令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

 304 347 651 578 

令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 308 339 647 581 

令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 307 348 655 579 

                                各年度
か く ね ん ど

3月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

の交付
こうふ

及び
およ

等級
とうきゅう

別
べつ

割合
わりあい

 

 

300

(47.0)

304

(46.7)

308

(47.6)

307

(46.9)

338

(53.0)

347

(53.3)

339

(52.4)

348

(53.1)

638 651 647
655

0

100

200

300

400

500

600

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

〔単位：人（％）〕

Ｂ

Ａ
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（３）精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

の状 況
じょうきょう

は、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

の４年間
 ねんかん

の推移
す い い

は「１級
 きゅう

」が３人
  にん

減り
へ

、「２級
 きゅう

」が 7人
にん

増え
 ふ

、「３級
 きゅう

」が 38人
にん

増え
 ふ

、全体
ぜんたい

人数
にんずう

は 42人
にん

増え
 ふ

、

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の等級
とうきゅう

別
べつ

割合
わりあい

をみると、

「１級
 きゅう

」が一番
いちばん

重度
じゅうど

で 6.3 ％
ぱーせんと

、「２級
 きゅう

」が 52.0 ％
ぱーせんと

、「３級
 きゅう

」が 41.7 ％
ぱーせんと

となってお

り、「２級
きゅう

」の割合
わりあい

が最も
もっと

高く
たか

なっています。 

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の年度
ね ん ど

別
べつ

推移
す い い

    （単位
た ん い

：人
にん

） 

年度
ね ん ど

 １級
きゅう

 ２級
きゅう

 ３級
きゅう

 計
け い

 

令和元
れ い わ が ん

年度
ね ん ど

 27 190 120 337 

令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

 30 190 141 361 

令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 28 187 152 367 

令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 24 197 158 379 

                                  各年度
か く ね ん ど

3月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の交付
こうふ

及び
およ

等級
とうきゅう

別
べつ

割合
わりあい

 

 

27

(8.0)

30

(8.3)

28

(7.6)

24

(6.3)

190

(56.4)

190

(52.6)

187

(51.0)

197

(52.0)

120

(35.6)

141

(39.1)

152

(41.4)

158

(41.7)

337

361 367 379

0

50

100

150

200

250

300

350

400

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

〔単位：人（％）〕

3級

2級

1級

※ 療育
りょういく

手帳
て ち ょ う

： 

児童
じ ど う

相談所
そうだんしょ

または知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんしょ

（京都府
きょうとふ

家庭
か て い

支援
し え ん

総合
そうごう

センター
せ ん た ー

）において、知的
ち て き

障害
しょうがい

と判定
はんてい

さ

れた人
ひと

に対して
たい

交付
こうふ

される手帳
てちょう

。障害
しょうがい

の程度
て い ど

は、Ａ
えい

判定
はんてい

が重度
じゅうど

、Ｂ
びい

判定
はんてい

が中度
ちゅうど

・軽度
け い ど

である。 

■療育
りょういく

手帳
てちょう

に係る
かか

資料
しりょう

：京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害者
しょうがいしゃ

福祉課
ふ く し か
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 ■精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

に係る
かか

資料
しりょう

：京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害者
しょうがいしゃ

福祉課
ふ く し か

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節
だい  せつ

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の就学
しゅうがく

状 況
じょうきょう

 

１ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の就学数
しゅうがくすう

の状 況
じょうきょう

 

  

令和
れ い わ

５年
 ね ん

１０月
  が つ

１日
 た ち

現在
げんざい

の京都
きょうと

府立
ふ り つ

与謝
よ さ

の海
うみ

支援
し え ん

学校
がっこう

の各学部
かくがくぶ

の生徒数
せいとすう

は、以下
い か

のと

おりとなっています。 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

からの生徒
せ い と

は全体
ぜんたい

の 47.6 ％
ぱーせんと

を占めて
し

います。 

 

与謝
よ さ

の海
うみ

支援
し え ん

学校
がっこう

の生徒数
せいとすう

（令和
れ い わ

５年
 ね ん

１０月
  が つ

１日
 ち

現在
げんざい

） 

学部
が く ぶ

 全体
ぜんたい

の生徒数
せいとすう

 うち京
きょう

丹後市
た ん ご し

の生徒数
せいとすう

 

小学部
しょうがくぶ

  48 26 

中学部
ちゅうがくぶ

  22 14 

高等部
こうとうぶ

  54 19 

合
ごう

 計
けい

 124 59 

                          ■資料
しりょう

：京都
きょうと

府立
ふ り つ

与謝
よ さ

の海
うみ

支援
し え ん

学校
がっこう

 

 

  

※ 精神
せ い し ん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
て ち ょ う

： 

「精神
せいしん

保健
ほけん

及び
およ

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に関する
かん

法律
ほうりつ

」に基づき
もと

、都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

及び
およ

指定
し て い

都市
と し

の市長
しちょう

が交付
こ う ふ

する 

手帳
てちょう

で、一定
いってい

の精神
せいしん

障害
しょうがい

の状態
じょうたい

にあることを証する
しょう

。精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

の促進
そくしん

及び
およ

自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の

促進
そくしん

を図る
はか

ことを目的
もくてき

としており、交付
こ う ふ

を受けた
う

人
ひと

に対して
たい

各種
かくしゅ

の支援
し え ん

策
さく

が講じられる
こう

。手帳
てちょう

の等級
とうきゅう

は、

１・２・３級
きゅう

まであり、精神
せいしん

疾患
しっかん

（機能
き の う

障害
しょうがい

）の状態
じょうたい

と能力
のうりょく

障害
しょうがい

の状態
じょうたい

の両面
りょうめん

から総合的
そうごうてき

に判定
はんてい

される。 
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第３章
だい しょう

 計画
けいかく

の目標
もくひょう

 

第１節
だい  せつ

 第３次
だ い  じ

計画
けいかく

の成果
せ い か

と課題
か だ い

 

 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

（第３次
だ い  じ

）では共
とも

に生きる
い

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の充実
じゅうじつ

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に、

「広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

」「生活
せいかつ

支援
し え ん

」「療育
りょういく

・教育
きょういく

」「雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

」「生活
せいかつ

環境
かんきょう

」「生きがい
い

・

社会
しゃかい

参加
さ ん か

支援
し え ん

」の６つの施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

を定め
さだ

、取り組み
と   く

を推進
すいしん

してきました。この節
せつ

では、

計
けい

画期
か く き

間中
かんちゅう

の取り組み
と    く

状況
じょうきょう

と、そこからみられた課題
か だ い

について取
と

りまとめています。 

 

１ 広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

 

本市
ほ ん し

では、障害
しょうがい

に対する
たい

市民
しみん

や地域
ち い き

の理解
り か い

を広める
ひろ

ため、「広報
こうほう

京
きょう

丹後
た ん ご

」や「広報
こうほう

京
きょう

丹後
た ん ご

おしらせ版
ばん

」「京
きょう

丹後市
た ん ご し

 暮らし
く

の便利帳
べんりちょう

」、子育
こ そ だ

て応援
おうえん

ハンドブック
は ん ど ぶ っ く

「キッズナビ
き っ ず な び

」、

各種
かくしゅ

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

、市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

、フェイスブック
ふ ぇ い す ぶ っ く

、ケーブルテレビ
け ー ぶ る て れ び

などの広報
こうほう

媒体
ばいたい

の

活用
かつよう

や出前
で ま え

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

、ほっとはあと製品
せいひん

・作品展
さくひんてん

の実施
じ っ し

などを通じて
つう

、市民
し み ん

への啓発
けいはつ

を

推進
すいしん

しています。障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

及び
およ

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について意識
い し き

向上
こうじょう

を図る
はか

ため、令和
れ い わ

３

年度
ね ん ど

にイベントアナウンス用
い べ ん と あ な う ん す よ う

手話
し ゅ わ

動画
ど う が

を作成
さくせい

しました。また、手話
し ゅ わ

教室
きょうしつ

やパラスポーツ
ぱ ら す ぽ ー つ

講演会
こうえんかい

・体験会
たいけんかい

、聞こえ
き

の相談会
そうだんかい

を開催
かいさい

し、障害
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

と理解
り か い

の促進
そくしん

を

図って
はか

きました。さらに、令和
れ い わ

３年
 ね ん

に障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解
かい

消法
しょうほう

改正法
かいせいほう

が公布
こ う ふ

され、差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための支援
し え ん

措置
そ ち

が強化
きょうか

されました。 

しかし、依然として
いぜん

障害
しょうがい

への理解
り か い

が進んで
すす

いるとはいえず、特
とく

に、発達
はったつ

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

についての理解
り か い

はまだまだ進んで
すす

いないのが現状
げんじょう

となっています。障害
しょうがい

のある人
ひと

が、共
とも

に地域
ち い き

の中
なか

で生活
せいかつ

するには、障害
しょうがい

に関する
かん

地域
ちいき

の理解
り か い

は必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

なものであり、計画的
けいかくてき

に関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図りながら
はか

効果的
こうかてき

な広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

の一層
いっそう

の推進
すいしん

が引き続き
ひ   つづ

課題
かだい

と

なります。また一方
いっぽう

で、知識
ち し き

だけでなく、実際
じっさい

に交流
こうりゅう

することを通じて
つう

障害
しょうがい

への偏見
へんけん

や

不安感
ふあんかん

を解消
かいしょう

していくことも重要
じゅうよう

な視点
し て ん

であり、職場
しょくば

や当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

、 京
きょう

丹後市
た ん ご し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か 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

、学校
がっこう

、自治会
じ ち か い

（区
く

）など、多様
た よ う

な団体
だんたい

・機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、広報
こうほう

等
とう

の啓発
けいはつ

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

し交流
こうりゅう

機会
き か い

を提供
ていきょう

・拡充
かくじゅう

することで、障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

を推進
すいしん

していきます。 
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第２節
だい  せつ

 広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

 

１ 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

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

広報紙
こ う ほ う し

・パンフレ
ぱ ん ふ れ

ット
っ と

・ホームペー
ほ ー む ぺ ー

ジ
じ

などの活用
か つ よ う

 

「広報
こ う ほ う

京
きょう

丹後
た ん ご

」や「広報
こ う ほ う

京
きょう

丹後
た ん ご

おしら

せ版
ば ん

」「きょうたんご くらしの支援
し え ん

ガイド
が い ど

」 、 子育て
こ そ だ て

応援
お う え ん

ハンドブック
は ん ど ぶ っ く

「キッズナビ
き っ ず な び

」、パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

、市
し

の

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

、フェイスブック
ふ ぇ い す ぶ っ く

などの

広報
こ う ほ う

媒体
ば い た い

を活用
か つ よ う

し、関係
か ん け い

部署
ぶ し ょ

と連携
れ ん け い

し、

障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひ と

について市民
し み ん

の

理解
り か い

と啓発
け い は つ

を計画的
け い か く て き

に実施
じ っ し

します。 

市
し

の広報誌
こ う ほ う し

や各種
か く しゅ

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

、市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

などの広報
こ う ほう

媒体
ば い たい

を

活用
か つ よう

し障害
しょうがい

のある人
ひ と

への市民
し み ん

の理解
り か い

と啓発
け い はつ

を推進
す い しん

した。また、京
きょう

丹後市
た ん ご し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

・京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害
しょうがい

の特性
と く せい

に 応じた
おう

コミュニケーション
 こ み ゅ に け ー し ょ ん

促進
そくしん

条例
じょうれい

（平成
へ い せい

30年度
ね ん ど

制定
せ い てい

）について市
し

広報誌
こ う ほ う し

などで市民
し み ん

へ周知
しゅうち

を図った
はか

。

継続
けいぞく

した広報
こうほう

・啓発
けいはつ

が必要
ひつよう

である。 

マスメディア
ま す め で ぃ あ

を活
か つ

用
よ う

した啓発
け い は つ

 

ケーブルテレビ
け ー ぶ る て れ び

の自主
じ し ゅ

放送枠
ほ う そ う わ く

などを活
か つ

用
よ う

し、障害
しょうがい

に関する
かん

諸問題
しょもんだい

について啓
け い

発
は つ

を行います
おこな

。 

社会
し ゃ かい

福祉
ふ く し

法人
ほ う じん

や各種
か く しゅ

団体
だ ん たい

などが実施
じ っ し

す る 行事
ぎ ょ うじ

や イベント
い べ ん と

な ど を

ケーブルテ
け ー ぶ る て

レビ
れ び

やＦＭ
え ふ えむ

たんごで紹
しょう

介し
かい

情報
じょうほう

発信
は っ しん

した。今後
こ ん ご

も内容
な い よう

を

検討
け ん とう

し啓発
け い はつ

を推進
す い しん

する。 

多様化
た よ う か

する障害
しょうがい

に 

関する
かん

啓発
けいはつ

の推進
す い し ん

 

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

と連携
れ ん け い

し、発達
は っ た つ

障害
しょうがい

や

精神
せ い し ん

障害
しょうがい

を含めた
ふく

障害
しょうがい

への理解
り か い

、障害
しょうがい

のある人
ひ と

への支援
し え ん

のあり方
   か た

について、

民生
み ん せ い

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

に対し
たい

て講座
こ う ざ

を開催
か い さ い

し、啓発
け い は つ

に努めます
つと

。 

出前
で ま え

講座
こ う ざ

の依頼
い ら い

を受け
う

、民生
み ん せい

委員
い い ん

・

児童
じ ど う

委員
い い ん

や地域
ち い き

公民館
こ う み んか ん

の研修
けんしゅう

、観光
か ん こう

業者
ぎょうしゃ

の集い
つど

に出向き
で  む

、手話
し ゅ わ

講座
こ う ざ

や心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

講座
こ う ざ

などを通じ
つう

障害
しょうがい

者
しゃ

理解
りかい

を深める
ふか

取り組み
と    く

を行った
おこな

。 

「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」な

どを中心
ちゅうしん

とした

広報
こ う ほ う

・啓発
け い は つ

 

 

「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」などの期間
き か ん

において、

障害者
しょうがいしゃ

団体
だ ん た い

や 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

と連携
れ ん け い

し、啓発
け い は つ

活動
か つ ど う

や障害
しょうがい

への

理解
り か い

を深める
ふか

ためのイベント
い べ ん と

活動
か つ ど う

など

を展開
て ん か い

します。 

障害者
しょうがいしゃ

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

製品
せ い ひ ん

販売
は ん ば い

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

を

通じ
つう

、障害
しょうがい

のある人
ひ と

の才能
さ い の う

の創造
そ う ぞ う

の場
ば

と機会
き か い

の提供
ていきょう

を支援
し え ん

することで地域
ち い き

社会
し ゃ か い

の理解
り か い

の促進
そ く し ん

に努めます
つと

。 

「ほっとはあと製品
せ い ひん

＆作品展
さ く ひ んて ん

」の

開催
か い さい

や障害者
しょうがいしゃ

製品
せ い ひん

常設
じょうせつ

販売所
は ん ば いし ょ

におい

て、障害
しょうがい

のある人
ひ と

が作製
さ く せい

した製品
せ い ひん

や

作品
さくひん

を広く
ひろ

知って
し

もらうための情報
じょうほう

を発信
はっしん

することができた。街頭
が い とう

啓発
け い はつ

を行う
おこな

など、より多く
おお

の市民
し み ん

に関心
か ん しん

を持って
も

いいただけるよう工夫
く ふ う

、

改善
か い ぜん

していくことが課題
か だ い

である。 
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

関係
か ん け い

団体
だ ん た い

に

よ る 啓発
け い は つ

活動
か つ ど う

の

促進
そ く し ん

 

障害
しょうがい

に関して
かん

広く
ひろ

市民
し  みん

の理解
り か い

を深める
ふか

ため、障害者
しょうがいしゃ

関係
か ん け い

団体
だ ん た い

との連携
れ ん け い

・支援
し え ん

を強化
きょうか

し、啓発
け い は つ

活動
か つ ど う

の促進
そ く し ん

を図ります
はか

。 

コロナ
こ ろ な

禍
か

であったが、障害者
しょうがいしゃ

団体
だ ん たい

が

行う
おこな

上映会
じょうえいかい

、講演会
こ う え んか い

、イベント
い べ ん と

を

実施
じ っ し

できた。障害者
しょうがいしゃ

団体
だ ん たい

と市民
し み ん

が

協働
きょうどう

して取り組む
と   く

ことができるよう

に広報
こ う ほう

についても工夫
く ふ う

をすることが

課題
か だ い

である。 

心
こころ

の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

運動
う ん ど う

の実施
じ っ し

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

に基づ
もと

き、学校
が っ こ う

や企業
き ぎ ょ う

、事業所
じ ぎ ょ う し ょ

などが障害
しょうがい

の

ある人
ひ と

の状況
じょうきょう

にあった合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

や

サポート
さ ぽ ー と

のできる意識
い し き

が広がる
ひろ

よう

「心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

運動
う ん ど う

」を展開
て ん か い

し、

障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の啓発
け い は つ

に努めます
つと

。 

「声かけ
こえ

隊
たい

バッチ
ば っ ち

」を配布
は い ふ

すること

や障害
しょうがい

のある人
ひ と

への配慮
は い りょ

の取り組み
と    く

を進
すす

め た団体
だんたい

に対
たい

して「 心
こころ

の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

団体
だ ん たい

認定証
にんていしょう

」を交付
こ う ふ

し

た。しかし、その後
ご

のフォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

ができていないことが課題
か だ い

である。 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の

設置
せ っ ち

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向けて
む

の取り組み
と     く

の周知
し ゅ う ち

や情報
じょうほう

発信
は っ し ん

、相談
そ う だ ん

事例
じ れ い

の共有
きょうゆう

と

検証
けんしょう

に向けて
む

複数
ふくすう

の機関
き か ん

で構成
こ う せ い

する

協
きょう

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

の検討
け ん と う

を進めます
すす

。 

自立
じ り つ

支援協
し え ん きょ う

議会
ぎ か い

で差別
さ べ つ

解消
かいしょう

について

共有
きょうゆう

し、市内事
し な い じ

業者
ぎょうしゃ

などへ「心
こころ

の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

運動
う ん どう

」を展開
て ん かい

し障害者
しょうがいしゃ

特性
と く せい

や理解
り か い

について周知
し ゅ うち

できた。 

２ 福祉
ふ く し

教育
き ょ う い く

の推進
す い し ん

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

学校
が っ こ う

に お け る

福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
す い し ん

 

学校
が っ こ う

における福祉
ふ く し

体験
た い け ん

学習
がくしゅう

や体験
た い け ん

活動
か つ ど う

などをカリキュラム
か り き ゅ ら む

の中
な か

に適切
て き せ つ

に

位置づ
い   ち

け、障害
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

を通
とお

して お互い
たが

の 心
こころ

が 通い合
かよ   あ

う

環境づくり
かんきょう

に努めます
つと

。 

総合的
そ う ご うて き

な学習
がくしゅう

の時間
じ か ん

を活用
か つ よう

し、福祉
ふ く し

体験
た い けん

などの学習
がくしゅう

を実施
じ っ し

した。小学校
しょうがっこう

車椅子
く る ま い す

体験
た い けん

やアイマスク
あ い ま す く

体験
た い けん

、中学校
ちゅうがっこう

では福祉
ふ く し

施設
し せ つ

への職場
し ょ くば

体験
た い けん

を実施
じ っ し

、

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の理解
り か い

を推進
す い しん

した。 

人権
じ ん け ん

教育
きょういく

事業
じ ぎ ょ う

の

推進
す い し ん

 

障害
しょうがい

に関する
かん

問題
もんだい

をはじめ、様々
さ ま ざ ま

な

人権
じ ん け ん

問題
も ん だ い

について正しい
ただ

理解
りかい

と認識
に ん し き

を

深める
ふか

ため、講演会
こ う え ん か い

などの定期的
て い き て き

な

開催
か い さ い

を図ります
はか

。 

人権
じ ん けん

啓発
け い はつ

映画会
え い が か い

、人権
じ ん けん

と男女
だ ん じょ

共同
きょうどう

参画
さ ん かく

の啓発
け い はつ

イベント
い べ ん と

、人権
じ ん けん

啓発
け い はつ

講演会
こ う え んか い

を

毎年
ま い とし

開催
か い さい

するほか、人権
じ ん けん

啓発
け い はつ

推進
す い しん

団体
だ ん たい

へ助成金
じ ょ せ いき ん

の交付
こ う ふ

をしている。各種
か く しゅ

イベント
い べ ん と

へ の 若い
わか

世代
せだい

の 参加
さ ん か

が

少ない
すく

ことから、託児付き
たくじ   つ

で実施
じ っ し

する

など工夫
く ふ う

している。今後
こ ん ご

も継続
け い ぞく

して

人権
じ ん けん

について正しく
ただ

理解
りかい

してもらう

機会
き か い

を作る
つく

。 



18 

 

取り組み
と く

 内
ない

  容
よう

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

障害
しょうがい

に関
かん

する

学習
がくしゅう

活動
かつどう

の推進
す い し ん

 

 

公民館
こ う み ん か ん

や図書館
と し ょ か ん

など社会
し ゃ か い

教育
きょういく

関連
か ん れ ん

施設
し せ つ

と連携
れ ん け い

し、障害
しょうがい

に関する
かん

理解
りかい

を深める
ふか

ための学習
がくしゅう

活動
か つ ど う

の推進
す い し ん

を図る
はか

ととも

に、学習
がくしゅう

活動
か つ ど う

から障害
しょうがい

のある人
ひ と

と一般
い っ ぱ ん

市民
し み ん

との協働
きょうどう

による実践
じ っ せ ん

活動
か つ ど う

につなが

る仕組み
 し  く

を検討
け ん と う

します。 

市内
し な い

の手帳
て ち ょう

を所持
し ょ じ

する１８歳
  さ い

以上
い じ ょう

の

人
ひ と

を対象
たいしょう

に、京
きょう

丹後市
た ん ご し

視覚
し か く

障害
しょうがい

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

交流
こうりゅう

研修会
けんしゅうかい

を 年
ね ん

各
か く

１回
 か い

開催
か い さい

し

ている。参加者
さ ん か し ゃ

の高齢化
こ う れ い か

に伴い
ともな

、参加
さ ん か

人数
に ん ずう

が減少
げんしょう

していることが課題
か だ い

であ

る。 

福祉
ふ く し

教育
きょういく

活動
か つ ど う

へ

の支援
し え ん

 

社会
し ゃ か い

福祉協
ふ く し き ょ う

議会
ぎ か い

などの関係
か ん け い

機関
き か ん

と連携
れ ん け い

し、福祉
ふ く し

教育
きょういく

活動
か つ ど う

への支援
し え ん

をします。 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

福祉
ふ く し

サービス事
さ ー び す じ

業者協
ぎょうしゃきょう

議会
ぎ か い

が作成
さ く せい

した「パラパラ
ぱ ら ぱ ら

漫画
ま ん が

」を社会
し ゃ かい

福祉協
ふ く し きょ う

議会
ぎ か い

が活用
か つ よう

するなどし、中学生
ちゅうがくせい

を対象
たいしょう

に出前
で ま え

講座
こ う ざ

を市
し

の職員
しょくいん

と連携
れ ん けい

・

協働
きょうどう

して実施
じ っ し

した。今後
こ ん ご

も福祉
ふ く し

教育
きょういく

活動
か つ どう

のあり方
かた

を検討
け ん とう

していく。 
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３ 交流
こうりゅう

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

教育
きょういく

事業
じ ぎ ょ う

の 

推進
す い し ん

 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

に障害
しょうがい

のある人
ひ と

に関する
かん

学習
がくしゅう

機会
きかい

の提供
ていきょう

を図る
はか

とともに、障害
しょうがい

のあ

る人
ひ と

の社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するため、障害
しょうがい

のある人
ひ と

が取り組みやすい
と     く

交流
こうりゅう

活動
かつどう

や

学習
がくしゅう

活動
か つ ど う

を行い
おこな

、積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

を促す
うなが

よう努めます
つと

。 

京都府
き ょ う と ふ

視覚
し か く

・ 聴覚
ちょうかく

指導者
し ど う し ゃ

研修会
けんしゅうかい

に

参加
さ ん か

した。障害
しょうがい

のある人
ひ と

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を推進
す い しん

するためには、多く
おお

の指導者
し ど う し ゃ

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の確保
か く ほ

が課題
か だ い

であ

る。 

学校
が っ こ う

における交流
こうりゅう

 

活動
か つ ど う

の推進
す い し ん

 

福祉
ふ く し

関係
か ん け い

機関
き か ん

・団体
だ ん た い

との連携
れ ん け い

を強化
き ょ う か

し、

人権
じ ん け ん

学習
がくしゅう

・福祉
ふ く し

体験
た い け ん

学習
がくしゅう

の中
な か

で、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

や施設
し せ つ

訪問
ほ う も ん

を通じた
つう

障害
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

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

各学園
か く が くえ ん

単位
た ん い

で特別
と く べつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

ふれあい

交流会
こうりゅうかい

を実施
じ っ し

し、特別
と く べつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

・保護者
ほ ご し ゃ

が、他校
た こ う

の特別
と く べつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

・保護者
ほ ご し ゃ

との

交流
こうりゅう

を行った
おこな

。支援
し え ん

学校
が っ こう

に通って
かよ

い

る市内
し な い

在住
ざいじゅう

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

を運動会
う ん ど うか い

な

どの学校
が っ こう

行事
ぎ ょ うじ

に招待
しょうたい

して交流
こうりゅう

した。

他
た

の福祉
ふ く し

機関
き か ん

・団体
だ ん たい

とも連携
れ ん けい

し、障害
しょうがい

のある人
ひ と

との交流
こうりゅう

活動
か つ どう

や学習
がくしゅう

活動
か つ どう

を

行う
おこな

とともに参加者
さ ん か し ゃ

の輪
わ

を広げて
ひろ

い

く。 

交流
こうりゅう

の場
ば

づくり 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

と地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

を

活発
か っ ぱ つ

にするため、地域
ち い き

に密着
みっちゃく

した

日常的
にちじょうてき

な取り組み
と      く

や社会
し ゃ か い

福祉
ふ く し

法人
ほ う じ ん

など

のふれあいイベント
い べ ん と

などの企画
き か く

を支援
し え ん

します。 

コロナ
こ ろ な

禍
か

であったが、社会
し ゃ かい

福祉
ふ く し

法人
ほ う じん

が主体
し ゅ たい

となり、地域
ち い き

住民
じゅうみん

と協働
きょうどう

しな

がら「ふれあいフェスタ
ふ ぇ す た

」「仲間
な か ま

の手
て

しごと展
て ん

」などのイベント
い べ ん と

を開催
か い さい

し、

地域
ち い き

に暮らす
く

幅広い
はばひろ

市民
しみん

と の交流
こうりゅう

機会
き か い

を持ち続ける
 も   つづ

ことができた。 
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第３節
だい  せつ

 生活
せいかつ

支援
し え ん

 

本市
ほ ん し

では、障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で安全
あんぜん

に安心
あんしん

して暮らして
く

いくことができる生活
せいかつ

を

充実
じゅうじつ

させるため、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基づき
もと

居宅
きょたく

介護
かいご

や生活
せいかつ

介護
か い ご

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

、

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

などの障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

をはじめ、意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

に配慮
はいりょ

しつつ、相談
そうだん

支援
し え ん

や移動
い ど う

支援
し え ん

、日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

などの地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

するとともに、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

※利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

や障害
しょうがい

のある人
ひと

の日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
か ん り

などを支援
し え ん

する地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

などを実施
じ っ し

し、地域
ち い き

の中
なか

で生活
せいかつ

できるよう支援
し え ん

を図って
はか

います。 

本市
ほ ん し

においては、療育
りょういく

手帳
てちょう

及び
およ

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は増加
ぞ う か

しており、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の在宅
ざいたく

生活
せいかつ

や日中
にっちゅう

における活動
かつどう

の場
ば

、居住
きょじゅう

の場
ば

などを支援
し え ん

する障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

基盤
き ば ん

を充実
じゅうじつ

していくことが必要
ひつよう

となっています。特
とく

に、本市
ほ ん し

におい

ては、ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

や短期
た ん き

入所
にゅうしょ

をはじめとする障害
しょうがい

のある人
ひと

が利用
り よ う

する福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

を、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

がカバー
か ば ー

していることもあり、障害
しょうがい

のある人
ひと

へのサービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

やサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

基盤
き ば ん

の拡充
かくじゅう

を図
はか

るため、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

を深めて
ふか

いくことも重要
じゅうよう

です。 

さらに、近年
きんねん

、発達
はったつ

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

に対する
たい

包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

についても課題
か だ い

となっています。そのほか、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な人
ひと

の在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、京都府
きょうとふ

と

連携
れんけい

しながら２つの市立
し り つ

病院
びょういん

で医療型
いりょうがた

の短期
た ん き

入所
にゅうしょ

ができるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の

提供
ていきょう

に努めました
つとめ

。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の健康づくり
けんこう

として、本市
ほ ん し

では、総合
そうごう

検診
けんしん

の実施
じ っ し

や事業所
じぎょうしょ

への出前
で ま え

講座
こ う ざ

の実施
じ っ し

、栄養
えいよう

相談
そうだん

・健康
けんこう

相談
そうだん

などの実施
じ っ し

、精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

の家庭
か て い

訪問
ほうもん

などを行って
おこな

い

ます。また、障害
しょうがい

のある人
ひと

が適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受ける
う

ことができるよう、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

や重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

医療
いりょう

、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

、リハビリテーションサービス
り は び り て ー し ょ ん さ ー び す

を提供
ていきょう

しています。さらには、

学校
がっこう

、職域
しょくいき

及び
およ

地域
ち い き

における 心
こころ

の健康
けんこう

に関する
かん

相談
そうだん

、カウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

などの機会
き か い

を

充実
じゅうじつ

させ、職域
しょくいき

においては事
じ

業者
ぎょうしゃ

によるメンタルヘルス
め ん た る へ る す

不調者
ふちょうしゃ

への適切
てきせつ

な対応
たいおう

、地域
ち い き

においては、京都府
きょうとふ

と連携
れんけい

し心
こころ

の健康
けんこう

相談
そうだん

を行い
おこな

、精神
せいしん

疾患
しっかん

の予防
よ ぼ う

と早期
そ う き

発見
はっけん

方法
ほうほう

の

充実
じゅうじつ

・確保
か く ほ

を図り
は か り

、適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなげます。また、地域
ち い き

生活
せいかつ

を支える
ささ

ため保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

基盤
き ば ん

を拡充
かくじゅう

していくことは引き続き
ひ   つづ

大きな
おお

課題
かだい

となっています。 

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

に配慮
はいりょ

したまちづくりを推進
すいしん

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生きがいづく
い

りや社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、本市
ほ ん し

では、毎年度
まいねんど

「視覚
し か く

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の交流
こうりゅう

研修会
けんしゅうかい

」を開催
かいさい

す

るとともに、資料館
しりょうかん

などの文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

については入 館 料
にゅうかんりょう

の減免
げんめん

措置
そ ち

を講じ
こう

、障害
しょうがい

のある

人
ひと

が文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

などにふれる機会
き か い

の創出
そうしゅつ

を支援
し え ん

しています。 

また、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関する
かん

情報
じょうほう

提供
ていきょう

などを行う
おこな

際
さい

には、字幕
じ ま く

・音声
おんせい

などの適切
てきせつ

な活用
かつよう

や知的
ち て き

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

などにも分かりやすい
わ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を徹底
てってい

し多様
た よ う

な
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障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
おう

配慮
はいりょ

を行い
おこな

、アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

の向上
こうじょう

に努め
つと

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
しえん

を推進
すいしん

することで、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

する必要
ひつよう

があります。また、令和
れ い わ

5年
ねん

4月
がつ

か

ら、市内
し な い

在住
ざいじゅう

の６５歳
  さ い

以上
いじょう

の高齢者
こうれいしゃ

で身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

とならない 中
ちゅう

等度
と う ど

難聴者
なんちょうしゃ

に対して
たい

、補聴器
ほちょうき

購入費
こうにゅうひ

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

する事業
じぎょう

を開始
か い し

しました。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の外出
がいしゅつ

時
じ

の支援
し え ん

としてガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

※の派遣
は け ん

や福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

等
とう

利用券
りようけん

の交付
こ う ふ

を行う
おこな

とともに、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の派遣
は け ん

など、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

し、生きがいづく
い

りやスポーツ
す ぽ ー つ

・文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

・生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

などに参加
さ ん か

できるよう支援
し え ん

してきました。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するには、機会
き か い

の創出
そうしゅつ

だけでなく、外出
がいしゅつ

への支援
し え ん

や

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

、障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
おう

サービス
さ ー び す

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

を充実
じゅうじつ

させ、様々
さまざま

な

場
ば

に参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

を整えて
ととの

いくことも重要
じゅうよう

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

： 

  知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

、認知症
にんちしょう

などにより、判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な成年者
せいねんしゃ

を保護
ほ ご

するための制度
せ い ど

。具体的
ぐ た い て き

には 

、判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な人
ひと

について、契約
けいやく

の締結
ていけつ

などを代わりに
か

行う
おこな

代理人
だいりにん

などを選任
せんにん

することや、本人
ほんにん

が誤った
あやま

 

判断
はんだん

に基づい
もと

て契約
けいやく

を締結
ていけつ

した場合
ば あ い

、それを取り消す
と    け

ことができるようにするなど、これらの人
ひと

を不利益
ふ り え き

から 

守る
まも

制度
せいど

。 

 

※ ガイドヘルパー
が い ど へ る ぱ ー

： 

  外出
がいしゅつ

時
じ

に付き添い
つ    そ

が必要
ひつよう

な障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するために援助
えんじょ

を行う
おこな

人
ひと

をいう。 
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１ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの充実
じゅうじつ

 

（１）自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

ケアマ
け あ ま

ネジメントシ
ね じ め ん と し

ステム
す て む

の構築
こ う ち く

 

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せ ん も ん い ん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

や本市
ほ ん し

における

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
た い せ い

の強化
き ょ う か

を図ります
はか

。また、サー
さ ー

ビス
び す

利用
り よ う

計画
け い か く

作成
さ く せ い

の対象者
たいしょうしゃ

拡大
か く だ い

にあわせ、自
じ

立
り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

や相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

連携
れ ん け い

会議
か い ぎ

な

どと協議
き ょ う ぎ

しながら、ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

システ
し す て

ム
む

の構築
こ う ち く

と基幹
き か ん

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

を

検
け ん

討
とう

します。 

相談
そ う だん

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょう

の実態
じ っ たい

と困難
こ ん なん

事例
じ れ い

に

ついて自立
じ り つ

支援協
し え ん きょ う

議会
ぎ か い

で共有
きょうゆう

して

いるが、マネジメントシステム
ま ね じ め ん と し す て む

の構
こ う

築
ち く

はできていない。ケース
け ー す

会議
か い ぎ

やカ
か

ンファレンス
ん ふ ぁ れ ん す

は随時
ず い じ

実施
じ っ し

し、情報
じょうほう

共
きょう

有し
ゆう

相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

をとっている。基
き

幹
か ん

相談
そ う だん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

は、圏域
け ん いき

も含めた
ふく

課題
かだい

である。 

地域
ち い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の推進
す い し ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が、その有する
ゆう

能力
のうりょく

と適性
て き せ い

に応
お う

じて、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

・社会
し ゃ か い

生活
せ い か つ

を営む
いとな

ことが

できるよう、「意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

」「日常
にちじょう

生
せ い

活
か つ

用具
よ う ぐ

給付
き ゅ う ふ

等
と う

事業
じ ぎ ょ う

」「移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じ 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

事業
じ ぎ ょ う

」の必須
ひ っ す う

事業
じ ぎ ょ う

に加え
くわ

、

その他
  た

事業
じ ぎ ょ う

として「相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

」「訪問
ほ う も ん

入
にゅう

浴
よ く

サービス
さ ー び す

事業
じ ぎ ょ う

」「日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

」など 

を実施
じ っ し

し、障害
しょうがい

のある人
ひ と

や介護者
か い ご し ゃ

の地域
ち い き

生活
せ い か つ

を支援
し え ん

するサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

児童
じ ど う

日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょう

の 新規
し ん き

受入
う け いれ

先
さ き

は２事業所
じぎょうしょ

増えた
ふ

ものの、受入先
う け い れさ き

の人員
じ ん いん

体制
た い せい

やサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

場所
ば し ょ

の

広さ
ひろ

の問題
も ん だい

は解決
か い けつ

できていない。保
ほ

護者
ご し ゃ

の就労
しゅうろう

に影響
えいきょう

するこの課題
か だ い

は

引き続き
ひ   つづ

検討
け ん とう

が必要
ひ つ よう

である。児童
じ ど う

日
に っ

中
ちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょう

については、令和
れ い わ

３

年度
ね ん ど

に報酬
ほうしゅう

単価
た ん か

などを見直した
みなお

。

今後
こ ん ご

も 事業所
じ ぎ ょ うし ょ

の 人員
じ ん いん

確保
か く ほ

や

サービス
さ ー び す

の質
しつ

を低下
て い か

させないよう

に 関係
か ん けい

事業
じ ぎ ょう

所
し ょ

と 連携
れ ん けい

を 図り
はか

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

に努める
つと

。 

ホームヘルパ
ほ ー む へ る ぱ

ーの確保
か く ほ

 

重度
じ ゅ う ど

障害
しょうがい

のある人
ひ と

への対応
た い お う

など、一人
ひ と り

ひとり

の障害
しょうがい

の状況
じょうきょう

に応じた
おう

支援
しえん

が行える
おこな

よう、

ホ
ほ

ー
ー

ムヘルパー
む へ る ぱ ー

の確保
か く ほ

に向けた
む

取り組み
と     く

を

推進
す い し ん

します。 

資格
し か く

取得
し ゅ とく

に要する
よう

費用
ひよう

を補助
ほ じ ょ

する

制度
せ い ど

や介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

を養成
よ う せい

するため

の奨学
しょうがく

金
き ん

制度
せ い ど

を整備
せ い び

し、人材
じ ん ざい

不足
ぶ そ く

の

解消
かいしょう

に努めた
つと

。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

介護
か い ご

給付
き ゅ う ふ

にかか

わるサービス
さ ー び す

の

推進
す い し ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せ い か つ

を営む
いとな

こ

とができるよう、障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

に基づ
もと

き、「居宅
き ょ た く

介護
か い ご

」「重度
じ ゅ う ど

訪問
ほ う も ん

介護
か い ご

」「行動
こ う ど う

援護
え ん ご

」

「同行
ど う こ う

援護
え ん ご

」「重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

等
と う

包括
ほ う か つ

支援
し え ん

」「療養
りょうよう

介護
か い ご

」「生活
せ い か つ

介護
か い ご

」「短期
た ん き

入所
にゅうしょ

」「共同
きょうどう

生活
せ い か つ

援助
え ん じ ょ

」「施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

」などの各サービス
か く さ ー び す

の

提供
ていきょう

と新設
し ん せ つ

されるサービス
さ ー び す

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進
す す

めます。 

サービス
さ ー び す

提供事
て い き ょう じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れ ん けい

を図
は か

りながら進める
すす

ことができた。

課題
か だ い

は、ホーム
ほ ー む

へ
へ

ルパー
る ぱ ー

の不足
ふ そ く

である。 

訓練
く ん れ ん

等
と う

給付
き ゅ う ふ

にか

かわるサービス
さ ー び す

の推進
す い し ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が自立
じ り つ

した社会
し ゃ か い

生活
せ い か つ

を営む
いとな

こ

とができるよう、「自立
じ り つ

訓練
く ん れ ん

」「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

」

「就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

」「共同
きょうどう

生活
せ い か つ

援助
え ん じ ょ

」などの各サ
か く さ

ー
ー

ビス
び す

の提供
ていきょう

と新設
し ん せ つ

されるサービス
さ ー び す

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進
す す

めます。 

サービス
さ ー び す

提供事
て い き ょう じ

業者
ぎょうしゃ

と 連携
れ ん けい

を

図りなが
はか

ら進める
すす

ことができ

た。 

補装具事業
ほそうぐじ ぎょう

の

実施
じ っ し

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の身体
し ん た い

機能
き の う

を補完
ほ か ん

または代替
だ い た い

し、日常
にちじょう

生活
せ い か つ

をしやすくするため、補
ほ

装具
そ う ぐ

の

給付
きゅうふ

を行います
おこな

。 

国
く に

の制度
せ い ど

に基づき
もと

実施
じっし

すること

ができ、安定
あ ん てい

した日常
にちじょう

生活
せ い かつ

の

維持
い じ

を図る
はか

ことができた。 

自立支援医療
じりつしえんいりょう

の

給付
きゅうふ

 

身体
し ん た い

の機能
き の う

障害
しょうがい

を除去
じ ょ き ょ

または軽減
け い げ ん

するため、

血液
け つ え き

透析
と う せ き

療法
りょうほう

や関節
か ん せ つ

形成
け い せ い

手術
しゅじゅつ

などの日常
にちじょう

生活
せ い か つ

能力
のうりょく

を回復
か い ふ く

するための医療費
い り ょ う ひ

や、通院
つういん

に

より精神
せいしん

疾患
しっかん

の治療
ちりょう

を受けて
う

いる人
ひと

の

医療費
いりょうひ

を支給
しきゅう

します。 

１８歳
   さ い

未満
み ま ん

の子
こ

どもの育成
い く せ い

医療
い り ょ う

や療養
りょうよう

介護
か い ご

医療費
い り ょ う ひ

を支給
し き ゅ う

します。 

国
く に

の制度
せ い ど

に基づき
もと

実施
じっし

すること

ができ、医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

軽減
け い げん

を

図る
はか

ことができた。 

 

精神
せ い し ん

障害者
しょうがいしゃ

への

地域
ち い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

 

 

精神
せ い し ん

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が地域
ち い き

で安心
あ ん し ん

して自分
じ ぶ ん

ら

しく暮らす
 く

ことができるよう保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

や

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

、就労
しゅうろう

、教育
きょういく

など包括的
ほ う か つ て き

なケア
け あ

体制
た い せ い

の構築
こ う ち く

ができるよう京都府
き ょ う と ふ

と連携
れ ん け い

し、

協議
き ょ う ぎ

を進めます
すす

。 

精神
せ い しん

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が地域
ち い き

で安心
あ ん しん

して自分
じ ぶ ん

らしく暮らす
く

ことがで

きるように、また包括的
ほ う か つて き

ケア
け あ

体制
た い せい

の 構築
こ う ちく

に む け 京都府
き ょ う と ふ

と

連携
れ ん けい

・協議
き ょ うぎ

を進めた
すす

。地域
ち い き

生活
せ い かつ

支援
し え ん

拠点
き ょ てん

の設置
せ っ ち

を検討
け ん とう

していく

ことが課題
か だ い

である。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

発達
は っ た つ

障害者
しょうがいしゃ

への

支援
し え ん

体制
た い せ い

の整備
せ い び

 

 

 

発達
は っ た つ

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
は っ け ん

により各専門
か く せ ん も ん

分野
ぶ ん や

の

支援
し え ん

が円滑
え ん か つ

に実施
じ っ し

できるよう保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

や

教育
きょういく

、福祉
ふ く し

、就労
しゅうろう

などの関係
か ん け い

機関
き か ん

の連携
れ ん け い

体制
た い せ い

を明確化
め い か く か

し、地域
ち い き

で安心
あ ん し ん

して暮らせる
く

よう

切れ目
き     め

ない支援
しえん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を進めます
す

。 

自立
じ り つ

支援協
し え ん きょ う

議会
ぎ か い

の部会
ぶ か い

の名称
めいしょう

を

「障害児
し ょ う がい じ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

」から「発達
は っ たつ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

」に変更
へ ん こう

し、発達
はったつ

支援
しえん

に

向けて
む

取り組み
と    く

を強化
きょうか

した。切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を目的
も く てき

とした

専門
せ ん もん

相談員
そ う だ んい ん

に よ る 発達
は っ たつ

支援
し え ん

相談室
そ う だ んし つ

の開設
か い せつ

とともに乳幼児
に ゅ う よう じ

健
け ん

診
し ん

やすくすく年中児
ね ん ち ゅう じ

発達
は っ たつ

サポー
さ ぽ ー

ト
と

事業
じ ぎ ょう

を推進
す い しん

した。 

 

（２）その他
  た

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

各種
か く し ゅ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

などの支給
し き ゅ う

 

「特別
と く べ つ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

」「障害児
し ょ う が い じ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

」「特別
と く べ つ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

」などの各種
か く し ゅ

手当
て あ て

を支給
し き ゅ う

しま

す。 

国
くに

の制度
せいど

に基づき
もと

実施
じっし

すること

ができ、経済的
けいざいてき

負担
ふたん

の軽減
けいげん

を

図った
はか

。 

難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

に対
た い

す

るサービス
さ ー び す

の

実施
じ っ し

 

在宅
ざいたく

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

及び
およ

家族
かぞく

の福祉
ふくし

の向上
こうじょう

を図る
はか

ため、ホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

派遣
は け ん

や日常
にちじょう

生活
せ い か つ

用具
よ う ぐ

の

給付
き ゅ う ふ

な ど を 行う
おこな

在宅
ざいたく

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

福祉
ふくし

事業
じぎょう

を

推進
す い し ん

します。 

在宅
ざいたく

の難病
なんびょう

患者
かんじゃ

及び
およ

家族
かぞく

の福祉
ふくし

の向上
こうじょう

のため、ホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

の派遣
は け ん

や短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、補
ほ

装具
そ う ぐ

、日常
にちじょう

生活
せ い かつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

を行う
おこな

ことによ

り難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の自立
じりつ

の促進
そくしん

や家族
かぞく

などの介護
か い ご

負担
ふ た ん

の軽減
け い げん

を図
は か

っ

た。 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

との

連携
れ ん け い

による

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

 

65歳
さ い

以上
い じ ょ う

の障害
しょうがい

のある人
ひ と

が、その人
ひ と

の障害
しょうがい

特性
と く せ い

や生活
せ い か つ

状況
じょうきょう

にあった各種
か く し ゅ

サービス
さ ー び す

の

提供
ていきょう

により、可能
か の う

な限り
かぎ

在宅
ざいたく

での生活
せ い か つ

や地域
ち い き

での生活
せいかつ

を送る
おく

ことができるよう、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

と障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を組み合わせ
く     あ

なが

らサービス
さ  ー び す

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

提供事
て い き ょう 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

を図りながら
はか

、

制度
せ い ど

の 隙間
す き ま

が 生じない
しょう

よ う

利用者
り よ う し ゃ

の状態
じょうたい

に応じた
おう

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

を実施
じ っ し

した。 
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２ 健康
けんこう

・医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
い り ょ う

の

給付
き ゅ う ふ

 

（再掲
さ い け い

） 

身体
し ん た い

の機能
き の う

障害
しょうがい

を除去
じ ょ き ょ

または軽減
け い げ ん

する

ため、血液
け つ え き

透析
と う せ き

療法
りょうほう

や関節
か ん せ つ

形成
け い せ い

手術
しゅじゅつ

など

の日常
にちじょう

生活
せ い か つ

能力
のうりょく

を回復
か い ふ く

するための医療
い り ょ う

費
ひ

や、通院
つ う い ん

により精神
せ い し ん

疾患
し っ か ん

の治療
ち り ょ う

を受
う

け

ている人
ひ と

の医療費
い り ょ う ひ

を支給
し き ゅ う

します。18歳
さ い

未満
み ま ん

の子
こ

どもの育成
い く せ い

医療
い り ょ う

や療養
りょうよう

介護
か い ご

医
い

療費
り ょ う ひ

を支給
し き ゅ う

します。 

国
くに

の制度
せいど

に基づき
もと

実施
じっし

することができ、

医療費
いりょうひ

の負担
ふたん

軽減
けいげん

を図る
はか

ことができた。 

公的医療制度
こ う て き い り ょ う せ い ど

の

充実
じゅうじつ

 

重度
じ ゅ う ど

心身
し ん し ん

障害
しょうがい

のある人
ひ と

に対
た い

する医療
い り ょ う

補助
ほ じ ょ

など、障害
しょうがい

のある人
ひ と

が安心
あ ん し ん

して適切
て き せ つ

な医療
い り ょ う

を受
う け

けることができるよう、公的
こ う て き

医療
い り ょ う

制度
せ い ど

の適正
てきせい

な運用
うんよう

を図ります
はか

。 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

などの交付
こうふ

時
じ

に合わせて
あ

申請
しんせい

勧 奨
かんしょう

しているため、もれなく対象者
たいしょうしゃ

から

申請
し ん せい

を受付け
うけ つ

適用
てきよう

している。所得
し ょ とく

審査
し ん さ

の

ため毎年
ま い とし

8月
が つ

に一斉
い っ せい

更新
こ う しん

をしている。 

医療的
い り ょ う て き

ケア
け あ

児童
じ ど う

の支援
し え ん

体制
た い せ い

の

構築
こ う ち く

 

医療圏域
い り ょ う け ん い き

で 京都府
き ょ う と ふ

と 協働
きょうどう

し な が ら

医療的
い り ょ う て き

ケア
け あ

児童
じ ど う

の 支援
し え ん

体制
た い せ い

の 協議
き ょ う ぎ

を

進めま
すす

す。 

京都府
きょうとふ

と連携
れんけい

を図りながら
はか

、圏域
け ん いき

自立
じ り つ

支援協
し え ん きょ う

議会
ぎ か い

医療的
い り ょ うて き

ケア
け あ

部会
ぶ か い

での情報
じょうほう

共有
きょうゆう

やサービス
さ ー び す

向上
こうじょう

を図った
はか

。また、通学
つ う がく

支援
し え ん

における補助
ほ じ ょ

制度
せ い ど

について学校
がっこう

教育課
きょういくか

と

協議
きょうぎ

を進めた
すす

。 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

と

の連携
れ ん け い

による

医療的
い り ょ う て き

ケア
け あ

の

提供
ていきょう

 

要介護
よ う か い ご

認定
に ん て い

を受けた
う

障害
しょうがい

のある人
ひ と

に

対して
たい

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

の中
な か

で、訪問
ほ う も ん

看護
か ん ご

や 訪問
ほ う も ん

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

、 通
つ う

所
し ょ

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

など必要
ひ つ よ う

な医療的
い り ょ う て き

ケア
け あ

を提供
ていきょう

します。 

被
ひ

保険者
ほ け ん し ゃ

の心身
し ん しん

の状況
じょうきょう

や本人
ほ ん にん

・介護
か い ご

者
し ゃ

の

希望
き ぼ う

を踏
ふ ま

まえ、訪問
ほ う もん

看護
か ん ご

や通所
つ う しょ

リハビリ
り は び り

テーション
て ー し ょ ん

などのサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

を行
おこな

っ

た。介護
か い ご

従事者
じ ゅ う じし ゃ

や看護師
か ん ご し

などの人材
じ ん ざい

不足
ぶ そ く

により、サービス
さ ー び す

供給
きょうきゅう

体制
た い せい

の確保
か く ほ

・育成
い く せい

が課題
か だ い

である。 

地域
ち い き

医療
い り ょ う

対策
た い さ く

事
じ

業
ぎょう

の推進
す い し ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

をはじめ、市民
し み ん

が安心
あ ん し ん

して

生活
せいかつ

できるための医療
いりょう

環境
かんきょう

及び
およ

救急
きゅうきゅう

診療
しんりょう

体制
たいせい

を確保
か く ほ

するための支援
し え ん

を

行います
おこな

。 

医療
いりょう

機関
きかん

を取り巻く
と    ま

環境
かんきょう

は、依然
いぜん

厳
きび

しい

ながらも民間
み ん かん

医療
い り ょう

機関
き か ん

を支援
し え ん

すること

で、地域
ち い き

の医療
い り ょう

環境
かんきょう

の確保
か く ほ

、救急
きんきゅう

医療
い り ょう

体制
た い せい

を維持
い じ

することができた。引き続き
ひ   つづ

支援
しえん

を行う
おこな

とともに、丹後
た ん ご

医療圏
い り ょ うけ ん

における

医療
い り ょう

体制
た い せい

確保
か く ほ

のため、地域
ち い き

連携
れんけい

や国府
く に ふ

な

どへの要望
ようぼう

などに努める
つと

必要
ひつよう

がある。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

市立
し り つ

病院
びょういん

の運営
う ん え い

維持
い じ

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

をはじめ、市民
し み ん

が安心
あ ん し ん

して

生活
せ い か つ

できるための医療
い り ょ う

環境
かんきょう

を確保
か く ほ

する

ため、市立
し り つ

病院
びょういん

改革
か い か く

プラン
ぷ ら ん

【改訂版
か い て い ば ん

】を

踏まえ
ふ

、市立
し り つ

病院
びょういん

の運営
う ん え い

を維持
い じ

・充実
じゅうじつ

し

ます。 

市立
し り つ

病院
びょういん

の運営
う ん えい

を維持
い じ

するため、必要
ひつよう

な

経費
けいひ

の一部
いちぶ

を一般
いっぱん

会計
かいけい

から病院
びょういん

事業
じぎょう

会計
かいけい

に繰り出し
く     だ

支援
しえん

を行った
おこな

。引き続き
ひ     つ

支援
しえん

することで、地域
ち い き

において提供
ていきょう

されるこ

とが必要
ひ つ よう

な医療
い り ょう

のうち採算性
さ い さ んせ い

などの面
め ん

か

ら民間
み ん かん

医療
い り ょう

機関
き か ん

による提供
ていきょう

が困難
こ ん なん

な医療
い り ょう

を提
てい

供する
きょう

市立
しりつ

病院
びょういん

の維持
い じ

・充実
じゅうじつ

を図る
は

必要
ひつよう

がある。 

医療
い り ょ う

の確保
か く ほ

 

市
し

の医療
い り ょ う

の充実
じゅうじつ

に必要
ひ つ よ う

な医師
い し

の養成
よ う せ い

及
お よ

び体制
た い せ い

確保
か く ほ

を図
は か

るため、市立
し り つ

病院
びょういん

などの

地域
ち い き

医療
い り ょ う

機関
き か ん

において医師
い し

の業務
ぎ ょ う む

に

従事
じ ゅ う じ

しようとする者
も の

に対して
たい

奨学
しょうがく

金
きん

な

どの支援
しえん

を行います
おこな

。 

医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

を図る
はか

ため医師
い し

の体制
たいせい

確保
かくほ

に

ついて奨学
しょうがく

金
き ん

制度
せ い ど

を H19年度
ね ん ど

から実施
じ っ し

し

ている。これまでに、23人
に ん

貸与
た い よ

、7人
に ん

が

入職
にゅうしょく

し成果
せ い か

があがってきている。課題
か だ い

と

して、制度
せ い ど

利用者
り よ う し ゃ

の拡
かく

大
だい

に向け
む

、広報
こ う ほう

を

強化
き ょ うか

するとともに、制度
せ い ど

利用者
り よ う し ゃ

が市立
し り つ

病院
びょういん

などの市内
し な い

医療
い り ょう

機関
き か ん

で勤務
き ん む

しやすい

体制
た い せい

を整える
とと

必要
ひつよう

がある。 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の 

健康
け ん こ う

づくり 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の健康
け ん こ う

の保持
ほ じ

・増進
ぞ う し ん

を図
は か

る

ため、出前
で ま え

講座
こ う ざ

による健康
け ん こ う

教育
きょういく

をはじ

め、栄養
え い よ う

相談
そ う だ ん

・健康
け ん こ う

相談
そ う だ ん

の実施
じ っ し

や健
け ん

診
し ん

結果
け っ か

に沿った
そ

保健
ほ け ん

指導
し ど う

を実施
じ っ し

します。 

障害者
しょうがいしゃ

施設
しせつ

の依頼
いらい

を受け
う

、出前
でまえ

講座
こうざ

など、

健康
け ん こう

教育
きょういく

を実施
じ っ し

した。障害
しょうがい

の種別
し ゅ べつ

・程度
て い ど

に

応じて
おう

、指導
し ど う

内容
な い よう

を工夫
く ふ う

した。総合
そ う ごう

検診
け ん しん

の

結果
け っ か

説明会
せ つ め いか い

等
と う

を施設
し せ つ

の希望
き ぼ う

に応じて
おう

保健
ほ け ん

指導
し ど う

を実施
じ っ し

した。 

 

こころの健康
け ん こ う

づ

くり 

 

 

「第 2次
だ い  じ

京
きょう

丹後市
た ん ご し

健康
け ん こ う

増進
ぞ う し ん

計画
け い か く

」に基
も と

づき、こころの健康づくり
けんこう

を推進
す い し ん

しま

す。子ども
こ

から高齢者
こ う れ い し ゃ

までを対象
たいしょう

にした

専門
せ ん も ん

機関
き か ん

や専門家
せ ん も ん か

によるこころのケア
け あ

に関する
かん

相談
そうだん

事業
じぎょう

を充実
じゅうじつ

し、関係
かんけい

機関
きかん

と

の連携
れんけい

を図ります
はか

。また、こころの健康
け ん こ う

、

うつ予防
よ ぼ う

についての健康
け ん こ う

教育
きょういく

を実施
じ っ し

し、

地域
ち い き

で見守り
み まも

、関係
か ん け い

機関
き か ん

に相談
そ う だ ん

をつなぐ

体制
た い せ い

を強化
き ょ う か

します。 

 

 

こころの健康
け ん こう

相談
そ う だん

を実施
じ っ し

し、必要
ひ つ よう

時
じ

には

関係
か ん けい

機関
き か ん

との連携
れ ん けい

を図り
はか

支援
しえん

を行
おこな

った。

ゲートキーパー
げ ー と き ー ぱ ー

研修
けんしゅう

について施設
し せ つ

職員
しょくいん

を

対象
たいしょう

に実施
じ っ し

することで、悩んで
なや

いる人
ひと

に

気づき
き

、相談
そ う だん

支援
し え ん

ができる人材
じ ん ざい

育成
い く せい

に

努める
つと

とともにこころの相談
そ う だん

窓口
ま ど ぐち

の周知
し ゅ うち

やこころの悩み
なや

を持つ
も

人
ひと

の居場所
い ば し ょ

づくり

などを行
おこな

った。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

総合
そ う ご う

検診
け ん し ん

の実施
じ っ し

 

一度
い ち ど

に必要
ひ つ よ う

な各種
か く し ゅ

検診
け ん し ん

を受診
じ ゅ し ん

できるよ

う、20歳
さ い

以上
い じ ょ う

の市民
し み ん

に対し
たい

健康診査
けんこう  しんさ

（40～74歳
さ い

は特定
と く て い

健
け ん

診
し ん

）を、40歳
さ い

以上
い じ ょ う

に各種
か く し ゅ

がん検診
け ん し ん

を同時
ど う じ

に実施
じ っ し

します。 

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じ ぎ ょ うし ょ

と連携
れ ん けい

し、総合
そ う ごう

検診
け ん しん

をスムーズ
す む ー ず

に受診
じ ゅ しん

できるよう、専用
せんよう

の

時間帯
じかんたい

を設ける
もう

などした。福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じ ぎ ょ うし ょ

に同行
ど う こう

していただくことで、個々
こ こ

の障害
しょうがい

に応じた
おう

対応
たいおう

をすることができ

た。集団
しゅうだん

検診
け ん しん

のみを実施
じ っ し

しているため、

重度
じ ゅ うど

障害
しょうがい

のある人
ひ と

への対応
た い おう

に課題
か だ い

があ

る。 

 

 

 

 

 

 

３ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

利用
り よ う

援助
え ん じ ょ

事業
じ ぎ ょ う

の推進
す い し ん

 

知的
ち て き

障害
しょうがい

や精神
せ い し ん

障害
しょうがい

のある人
ひ と

など判断
は ん だ ん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない人
ひ と

が地域
ち い き

で安心
あ ん し ん

して

生活
せ い か つ

できるよう、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

援助
え ん じ ょ

や日常的
にちじょうてき

金銭
き ん せ ん

管理
か ん り

の支援
し え ん

、相談
そ う だ ん

など

を行う
おこな

権利
けん り

擁護
よう ご

事業
じ ぎょう

を推進
すいしん

します。 

知的
ち て き

障害
しょうがい

や精神
せ い しん

障害
しょうがい

のある人
ひ と

な

どが地域
ち い き

で安心
あ ん しん

して生活
せ い かつ

できる

よう、社会
し ゃ かい

福祉協
ふ く し きょ う

議会
ぎ か い

が行って
おこな

い

る、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

援助
え ん じょ

や

金銭
き ん せん

管理
か ん り

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じ ぎ ょう

を推進
す い しん

した。支援員
し え ん い ん

の担い手
に な    て

不足
ふ そ く

が課題
か だ い

である。 

成年
せ い ね ん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

の

利用
り よ う

促進
そ く し ん

 

地域
ち い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

における「成年
せ い ね ん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

」を推進
す い し ん

するとともに、

高齢者
こ う れ い し ゃ

施策
し さ く

における成年
せ い ね ん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

支援
し え ん

とも連携
れ ん け い

し推進
す い し ん

します。 

地域
ち い き

生活
せ い かつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょう

における「成年
せ い ねん

後見
こ う けん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょう

」を推進
す い しん

す

るとともに、高齢者
こ う れ いし ゃ

施策
し さ く

の成年
せ い ねん

後見
こ う けん

制度
せ い ど

とも連携
れ ん けい

し、障害
しょうがい

のある

人
ひと

の 権利
けんり

を 擁護
ようご

す る成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の利用
りよう

促進
そくしん

を図った
はか

。令和
れ い わ

3

年
ね ん

4月
が つ

から成年
せ い ねん

後見
こ う けん

サポート
さ ぽ ー と

セン
せ ん

ター
た ー

が設置
せ っ ち

された。 
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

 

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

の 機能
き の う

強化
き ょ う か

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

への虐待
ぎゃくたい

に関する
かん

通報
つうほう

窓口
まどぐち

や相談
そ う だ ん

などを行
おこな

う障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センタ
せ ん た

ー
ー

の周知
し ゅ う ち

・啓発
け い は つ

に努め
つと

、関係
か ん け い

機関
き か ん

と連携
れ ん け い

を

強化
き ょ う か

し、虐待
ぎゃくたい

事案
じ あ ん

について早期
そ う き

対応
た い お う

・解決
か い け つ

に取り組みます
と    く

。虐待
ぎゃくたい

を行った
おこな

側
がわ

と虐待
ぎゃくたい

を受けた
う

側
がわ

、両者
りょうしゃ

を適切
てきせつ

に支援
し えん

する体制
たいせい

を検討
けんとう

します。 

障害者
しょうがいしゃ

福祉課
ふ く し か

に設置
せ っ ち

している。 

自立
じ り つ

支援協
し え ん きょ う

議会事
ぎ か い じ

業者
ぎょうしゃ

支援
し え ん

部会
ぶ か い

において研修会
けんしゅうかい

を実施
じ っ し

すること

で施設
し せ つ

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

の意識
い し き

改革
か い かく

や支援
し え ん

のあり方
か た

の改善
か い ぜん

に向けて
む

検討
けんとう

を

行った
おこな

。今後
こ ん ご

も研修会
けんしゅうかい

などで繰
く

り

返
か え

し学習
がくしゅう

し、情報
じょうほう

共有
きょうゆう

に努める
つと

。 

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に向けた
む

 

連携
れ ん け い

協力
きょうりょく

体制
た い せ い

の

構築
こ う ち く

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

への虐待
ぎゃくたい

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や早期
そうき

発見
はっけん

、早期
そうき

対応
たいおう

、適切
てきせつ

な支援
 し えん

を行う
おこな

ため、

高齢者
こ う れ い し ゃ

・ 障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

ネットワーク
ね っ と わ ー く

会議
か い ぎ

や自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

などと連携
れ ん け い

し、

地域
ち い き

における関係
か ん け い

機関
き か ん

などとの支援
し え ん

体制
た い せ い

が継続
け い ぞ く

できるよう研修会
けんしゅうかい

や事例
じ れ い

検討会
け ん と う か い

を

実施
じ っ し

します。 

早期
そ う き

発見
は っ けん

・早期
そ う き

対応
た い おう

、適切
て き せつ

な支援
し え ん

を 行う
おこな

た め 関係
か ん けい

機関
き か ん

と 連携
れ ん けい

の

強化
き ょ うか

に努めた
つと

。 

（H30～R4年度
ね ん ど

） 

養護者
よ う ご し ゃ

虐待
ぎゃくたい

通報
つ う ほう

   14件
け ん

 

（うち認定
に ん てい

件数
け ん すう

    4件
け ん

） 

施設
し せ つ

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

等
と う

虐待
ぎゃくたい

通報
つ う ほう

件数
け ん すう

  

11件
け ん

 

(うち認定
に ん てい

件数
け ん すう

     7件
け ん

) 

４ 地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
か つ ど う

への支援
し え ん

 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
け い か く

に基
も と

づき、社会
し ゃ か い

福祉協
ふ く し き ょ う

議会
ぎ か い

などと連携
れ ん け い

しながら、

自治会
じ ち か い

（区
く

）や民生
み ん せ い

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、Ｎ
え ぬ

ＰＯ
ぴ ー お ー

、市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

などの主体的
し ゅ た い て き

な

活動
か つ ど う

を支援
し え ん

し、地域
ち い き

全体
ぜんたい

の福祉
ふくし

の向上
こうじょう

を図ります
はか

。 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
け い かく

に基
も と

づき、社会
し ゃ かい

福祉協
ふ く し きょ う

議会
ぎ か い

などと連携
れ ん けい

しながら、自治会
じ ち か い

（区
く

）や民生
み ん せい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、ＮＰＯ
え ぬ ぴ ーお ー

、

市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

などの主体的
し ゅ た いて き

な活動
か つ どう

を支援
し え ん

し、地域
ち い き

全体
ぜんたい

の福祉
ふくし

の向上
こうじょう

を図った
はか

。今後
こ ん ご

は、様々
さ ま ざま

な活動
か つ どう

を把握
は あ く

し、参加
さ ん か

したい人
ひと

や活動
かつどう

を興したい
おこ

人
ひと

の希望
きぼう

が叶う
かな

ような

コーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

が必要
ひ つ よう

である。 

小地域
し ょ う ち い き

福祉
ふ く し

活
か つ

動
ど う

の推進
す い し ん

 

社会
し ゃ か い

福祉協
ふ く し き ょ う

議会
ぎ か い

と連携
れ ん け い

し、サロン
さ ろ ん

活動
か つ ど う

や見守り
み  まも

活動
かつどう

、住民
じゅうみん

懇談会
こ ん だ ん か い

などの交流
こうりゅう

活動
か つ ど う

など、障害
しょうがい

のある人
ひ と

をはじめ、地域
ち い き

の中
な か

で見守り
みま も

や助け合い
たす    あ

が必要
ひ つ よ う

な人
ひ と

に

対する
たい

支援
し えん

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

社会
し ゃ かい

福祉協
ふ く し きょ う

議会
ぎ か い

と連携
れ ん けい

し、サロン
さ ろ ん

活動
か つ どう

や

見守り
みまも

活動
かつどう

、住民
じゅうみん

懇談会
こんだんかい

などの交流
こうりゅう

活動
か つ どう

などを通じて
つう

、障害
しょうがい

のある人
ひ と

に対して
たい

地域
ち い き

で見守り
み まも

・声
こ え

かけなどの支援
し え ん

ができ

た。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の育成
い く せ い

 

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、

ニーズ
 に ー ず

に応じた
おう

ボランティア
 ぼ ら ん て ぃ あ

養成
よう せい

講座
こう ざ

を開講
か い こ う

するとともに、児童
じ ど う

・生徒
せ い と

など、

幼少期
よ う し ょ う き

からのボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体験
た い け ん

を推進
す い し ん

します。 

関係
か ん けい

機関
き か ん

と 連携
れ ん けい

し 、 ニーズ
に ー ず

に 応じた
おう

ボランティア
 ぼ ら ん て ぃ あ

養成
ようせい

講座
こうざ

を開催
かいさい

した。特
とく

に

地元
じもと

の 高等
こうとう

学校
がっこう

が 福祉
ふくし

行事
ぎょうじ

へ の

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

に積極的
せっきょくてき

に取り組んで
と    く

いる

が、民生
み ん せい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

や福祉
ふ く し

委員
い い ん

、各種
か く しゅ

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

などの高齢化
こ う れ い か

、担い手
に な  て

不足
ぶ そ く

が課題
か だ い

である。 

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

 

社会
し ゃ か い

福祉協
ふ く し き ょ う

議会
ぎ か い

のボランティアセンタ
ぼ ら ん て ぃ あ せ ん た

ー
ー

を中心
ちゅうしん

にボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
か つ ど う

に関する
かん

情報
じょうほう

を 積極的
せっきょくてき

に 発信
は っ し ん

し 、 地域
ち い き

で

支え合える
ささ    あ

拠点
きょ てん

を実施
じっ し

していきます。 

ボランティアセンター
ぼ ら ん て ぃ あ せ ん た ー

の 機能
き の う

充実
じゅうじつ

を

図り
はか

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
か つ どう

に関する
かん

情報
じょうほう

を

積極的
せっきょくてき

に発信
は っ しん

するとともに、活動
か つ どう

できる

拠点
き ょ てん

や場所
ば し ょ

の整備
せ い び

に努
つ と

めた。今後
こ ん ご

は、多様
た よ う

な人
ひ と

が参加
さ ん か

できる場所づくり
ばしょ

の検討
け ん とう

が

必要
ひ つ よう

である。 

障
し ょ う

害
 が い

者
し ゃ

団
だ ん

体
た い

活
か つ

動
ど う

支
し

援
え ん

事
じ

業
ぎ ょ う

 

市内
し な い

で活動
か つ ど う

する障害者
しょうがいしゃ

団体
だ ん た い

や関係者
か ん け い し ゃ

で

構成
こ う せ い

する団体
だ ん た い

に対して
たい

支援
し えん

を行い
おこな

、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の生きがいづく
い

りや福祉
ふくし

の向上
こうじょう

を図ります
はか

。 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だ ん たい

（ 5団体
だ ん たい

）の活動
か つ どう

に対
た い

して

助成金
じ ょ せ いき ん

を交付
こ う ふ

した。障害者
しょうがいしゃ

団体
だ ん たい

の構成員
こ う せ いい ん

が高齢
こ う れい

であり、役員
や く いん

などの世代
せ だ い

交代
こ う たい

が

難しい
むずか

ことが課題
かだい

である。 

 

第４節
だい  せつ

 療育
りょういく

・教育
きょういく

 

 

本市
ほ ん し

では、発達
はったつ

障害
しょうがい

への対応
たいおう

として、保育所
ほいくしょ

・幼稚園
ようちえん

・認定
にんてい

こども園
えん

の年中児
ねんちゅうじ

を対象
たいしょう

と

した「すくすく年中児
ねんちゅうじ

発達
はったつ

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

」を実施
じ っ し

し、発達
はったつ

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

につ

なげています。「こども政策
せいさく

の新た
あら

な推進
すいしん

体制
たいせい

に関する
かん

基本
きほん

方針
ほうしん

」（令和
れ い わ

3年
ねん

12月
がつ

21日
ひ

 

閣議
かくぎ

決定
けってい

）においては、子ども
こ

に関する
かん

取り組み
と    く

・政策
せいさく

を社会
しゃかい

の真ん中
ま   なか

に据えて
す

（「こども

まんなか社会
しゃかい

」）、子ども
こ

の視点
してん

で、子ども
こ

を取り巻く
と   ま

あらゆる環境
かんきょう

を視野
しや

に入れ
い

、子
こ

ど

もの権利
け ん り

を保障
ほしょう

し、誰
だれ

一人
ひとり

取り残さず
と   のこ

、健やか
すこ

な成長
せいちょう

を後押し
あとお

することとされています。

子
こ

どもと家族
か ぞ く

に対
たい

する妊娠期
にんしんき

から切れ目
き め

のない継続
けいぞく

支援
し え ん

を早期
そ う き

から行う
おこな

必要
ひつよう

があり、

専門性
せんもんせい

の高い
たか

人材
じんざい

の育成
いくせい

をはじめ、地域
ちいき

における療育
りょういく

・保育
ほいく

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

を図る
はか

ことも

必要
ひつよう

となっています。 

市立
しりつ

小中学校
しょうちゅうがっこう

へ通う
かよ

障害
しょうがい

のある子ども
こ

への教育
きょういく

について、本市
ほ ん し

では、小学校
しょうがっこう

9校
こう

、

中学校
ちゅうがっこう

4校
こう

に通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

を開設
かいせつ

するとともに、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

※やス
す
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クールサポーター
く ー る さ ぽ ー た ー

を配置
は い ち

し、発達
はったつ

障害
しょうがい

などのある子ども
こ

への教育
きょういく

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図って
はか

い

ます。また、児童
じ ど う

・生徒一人
せ い と ひ と り

ひとりへのきめ細
こま

かな指導
し ど う

を行
おこな

うための個別
こ べ つ

の指導計画
しどうけいかく

及
およ

び

障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの一貫
いっかん

した教育的支援
きょういくてきしえん

を行
おこな

うための個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

を作成
さくせい

す

るとともに教職員
きょうしょくいん

に対して
たい

は特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

に関する
かん

研修
けんしゅう

講座
こうざ

の受講
じゅこう

や校
こう

内研修
ないけんしゅう

を毎年
まいとし

実施
じっし

し、教職員
きょうしょくいん

の指導力
しどうりょく

向上
こうじょう

を図って
はか

います。今後
こんご

も、子ども
こ

の成長
せいちょう

記
き

録
ろく

や支援上
しえんじょう

の配慮
はいりょ

に関する
かん

情報
じょうほう

の取扱い
とりあつか

に留意
りゅうい

しながら、必要
ひつよう

に応じて
おう

関係
かんけい

機関間
きかんかん

で

共有
きょうゆう

するなど、障害
しょうがい

のある子
こ

ども及び
およ

その家族
かぞく

に対して
たい

一貫
いっかん

した効果的
こうかてき

な支援
しえん

の充実
じゅうじつ

を

図る
はか

とともに、より障害
しょうがい

の特性
とくせい

や状況
じょうきょう

に応じた
おう

教育
きょういく

支援
しえん

を行う
おこな

ため、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

や

専門
せんもん

機関
きかん

などとも連携
れんけい

し、個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

・教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

を定期的
ていきてき

に評価
ひょうか

・改善
かいぜん

を行う
おこな

こ

とが課題
かだい

となります。 

さらに、障害
しょうがい

のある親
おや

や発達
はったつ

に課題
かだい

のある子ども
こ

のいる保護者
ほごしゃ

へ発達
はったつ

支援
しえん

などに関する
かん

情報
じょうほう

提供
ていきょう

やカウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

などの支援
しえん

についても継続
けいぞく

して推進
すいしん

します。 

１ 障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・対応
たいおう

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

乳幼児
に ゅ う よ う じ

健
け ん

診
し ん

の実施
じ っ し

 

乳幼児
に ゅ う よ う じ

を対象
たいしょう

に、疾病
し っ ぺ い

や障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
は っ け ん

、早期
そうき

対応
たいおう

を図る
はか

ため、4か月
   げつ

、10か月
   げつ

、1歳
さい

8か月
   げつ

、

２歳
   さい

６か月
      げつ

、３歳児
    さいじ

に健
けん

診
しん

を実施
じっし

します。 

4か月
  げつ

、10か月
 げ つ

、1歳
さ い

8か月
 げ つ

、2歳
さ い

6か月
  げつ

、

3
 

歳時
さ い じ

健
け ん

診
し ん

を実施
じ っ し

し、受診率
じ ゅ し んり つ

はほぼ

100 ％
ぱーせんと

。欠席者
け っ せ きし ゃ

（医療
い り ょう

管理
か ん り

など）

も含
ふ く

め、全員
ぜんいん

の状況
じょうきょう

把握
はあく

を行って
おこな

い

る。コロナ
こ ろ な

禍
か

のため中止
ち ゅ うし

や人数
に ん ずう

制限
せ い げん

などの影響
えいきょう

で対象
たいしょう

年齢
ね ん れい

を超過
ち ょ うか

して

の実施
じ っ し

となっており、各健
かくけん

診
しん

回数
かいすう

を

増やして
ふ

対応
たいおう

している。健
けん

診
しん

に従事
じゅうじ

する専門
せんもん

職
しょく

の確保
かくほ

が課題
かだい

である。 

相談
そ う だ ん

・指導
し ど う

体制
た い せ い

の充実
じゅうじつ

 

健康
け ん こ う

相談
そ う だ ん

や訪問
ほ う も ん

指導
し ど う

、乳児
に ゅ う じ

家庭
か て い

全戸
ぜ ん こ

訪問
ほ う も ん

事業
じ ぎ ょ う

、

療育
りょういく

相談
そ う だ ん

、こころの健康
け ん こ う

相談
そ う だ ん

などの各種
か く し ゅ

事業
じ ぎ ょ う

と

医療
い り ょ う

機関
き か ん

や専門
せ ん も ん

機関
き か ん

との連携
れ ん け い

を強化
き ょ う か

し、より

専門性
せ ん も ん せ い

の高い
たか

アドバイス
 あ ど  ば  い  す

や本人
ほ ん に ん

・保護者
ほ ご し ゃ

などの

障害
しょうがい

受容
じゅよう

の促進
そくしん

に資する
し

支援
しえん

が行える
おこな

よう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

 

子育て
こ そ だ て

世代
せ だ い

包括
ほ う かつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の

設置
せ っ ち

により、妊娠期
に ん し ん き

からの相談
そ う だん

支援
し え ん

が可能
か の う

となった。乳幼児
に ゅ う よう じ

健
け ん

診
し ん

におい

ては、多職種
た し ょ くし ゅ

による相談
そ う だん

指導
し ど う

を

実施
じ っ し

、必要
ひ つ よう

に応じて
おう

担当
たんとう

保健師
ほけんし

が

継続的
け い ぞ くて き

に関わり
かか

、市
し

心理士
し ん り し

による

発達
は っ たつ

相談
そ う だん

、府
ふ

のこどもクリニック
く り に っ く

な

どの専門
せ ん もん

相談
そ う だん

や療育
りょういく

機関
き か ん

を紹介
しょうかい

し

ている。専門
せんもん

相談
そうだん

や療育
りょういく

について

は、待機者
たいきしゃ

が増えて
ふ

いる。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

すくすく

年中児
ね ん ち ゅ う じ

発達
は っ た つ

サポート
さ ぽ ー と

事業
じ ぎ ょ う

の推進
す い し ん

 

全保育所
ぜ ん ほ い く し ょ

・幼稚園
よ う ち え ん

・認定
に ん て い

こども園
え ん

の年中児
ね ん ち ゅ う じ

を

対象
たいしょう

に、集団
しゅうだん

の場
ば

が苦手
に が て

な子ども
こ

や発達
は っ た つ

に課題
か だ い

のある子ども
こ

を早期
そうき

に発見
はっけん

し、保護者
ほ ご し ゃ

の障害
しょうがい

受容
じゅよう

の促進
そくしん

やその子
こ

の
 

困り感
こま   かん

を減らし
へ

、発達
はったつ

を

促す
うなが

支援
しえん

を行います
おこな

。 

毎年
ま い とし

、市内
し な い

の全保育所
ぜ ん ほ い く し ょ

・認定
に ん てい

こども

園
え ん

に在籍
ざ い せき

する年中児
ね ん ち ゅう じ

を対象
たいしょう

に実施
じ っ し

し、保健師
ほ け ん し

や保育士
ほ い く し

、発達
は っ たつ

支援
し え ん

相談
そ う だん

員
い ん

など多職種
た し ょ くし ゅ

がチーム
ち ー む

で取
と

り組
く

ん

でいる。事業
じ ぎ ょう

の充実
じゅうじつ

のためには、継
け い

続的
ぞ く てき

な人材
じ ん ざい

確保
か く ほ

が課題
か だ い

である。 

発達
は っ た つ

支援
し え ん

ファイル
ふ ぁ い る

の

活用
か つ よ う

 

障害
しょうがい

の発見
は っ け ん

から適切
て き せ つ

な治療
ち り ょ う

や療育
りょういく

、教育
きょういく

支援
し え ん

、

就労
しゅうろう

へと一貫
いっかん

した支援
し えん

に結び付く
むす    つ

よう、障害
しょうがい

の

ある人
ひ と

の状態
じょうたい

や治療歴
ち り ょ う れ き

などの履歴
り れ き

などが記入
き に ゅ う

された発達
は っ た つ

支援
し え ん

ファイル
ふ ぁ い る

の効果的
こ う か て き

な活用
か つ よ う

を図
はか

ります。 

担当
た ん とう

保健師
ほ け ん し

などを通
つ う

じて継続
け い ぞく

して

配布
は い ふ

はできているが、活用
か つ よう

は保護者
ほ ご し ゃ

などに任
ま か

せている。切れ目
き  め

ない支援
し え ん

には有効
ゆ う こう

であり必要性
ひ つ よ うせ い

は高
た か

いが、

進学
し ん がく

や就学
しゅうがく

時
じ

に活用
か つ よう

するには、

配布後
は い ふ ご

のフォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

が課題
か だ い

で

ある。 

早期
そ う き

発見
は っ け ん

・

早期
そ う き

療育
りょういく

に

よる発達
は っ た つ

支援
し え ん

体制
た い せ い

の

構築
こ う ち く

 

発達
は っ た つ

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
は っ け ん

により早期
そ う き

療育
りょういく

につなげ、

各専門
か く せ ん も ん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

が円滑
え ん か つ

に実施
じ っ し

できるよう

保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

や保育
ほ い く

、療育
りょういく

、教育
きょういく

、福祉
ふ く し

などの関係
か ん け い

機関
き か ん

の連携
れ ん け い

体制
た い せ い

を具体化
ぐ た い か

し、さらに京都府
き ょ う と ふ

との

連携
れ ん け い

体制
た い せ い

を強化
き ょ う か

し、各ライフステージ
か く ら い ふ す て ー じ

の現場
げ ん ば

に

おいて障害
しょうがい

特性
とくせい

に合った
あ

切れ目
き     め

ない支援
しえん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を進めます
すす

。 

発達
は っ たつ

障害
しょうがい

の 早期
そ う き

発見
は っ けん

に よ り 早期
そ う き

療育
りょういく

につなげるため、乳幼児
に ゅ う よう じ

健
け ん

診
し ん

を

3歳
さ い

6か月
 げ つ

までに 5回
かい

行って
おこな

いる。ま

た、保育所
ほ い く し ょ

の年中児
ね ん ち ゅう じ

を対象
たいしょう

に発達
は っ たつ

サポート
さ ぽ ー と

事業
じ ぎ ょう

を 行い
おこ

関係
かんけい

機関
きかん

と

連携
れ ん けい

し、切れ目
き  め

のない手厚い
て  あつ

支援
しえん

を

行った
おこな

。 地区
ち く

の 担当
た ん とう

保健師
ほ け ん し

が 、

乳幼児
に ゅ う よう じ

の調査
ち ょ うさ

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

い

医療
いりょう

や療育
りょういく

に繋げた
つな

。 

疾病
し っ ぺ い

に対
た い

す

る理解
り か い

の

促進
そ く し ん

 

各種
か く し ゅ

健
け ん

診
し ん

や教室
きょうしつ

、相談
そ う だ ん

時
じ

などの機会
き か い

、さらには

広報紙
こ う ほ う し

、ケーブルテレビ
け ー ぶ る て れ び

などを活用
か つ よ う

し、障害
しょうがい

の

原因
げ ん い ん

となる疾病
しっぺい

について、その予防
よ ぼ う

や治療
ちりょう

方法
ほうほう

などについて理解
り か い

と周知
しゅうち

を図ります
はか

。 

保護者
ほ ご し ゃ

の不安
ふ あ ん

や受容
じ ゅ よう

状況
じょうきょう

を把握
は あ く

し

ながら専門
せんもん

相談
そうだん

や療育
りょういく

など必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行い
おこな

、疾病
しっぺい

や障害
しょうがい

の理解
りかい

や受容
じゅよう

が進む
すす

よう見守って
みまも

いる。

難病
なんびょう

や重度
じゅうど

障害
しょうがい

、医療的
いりょうてき

ケア
けあ

が必要
ひつよう

な児童
じどう

の入園
にゅうえん

が増えて
ふ

おり、疾病
しっぺい

や

障害
しょうがい

に対する
たい

正しい
ただ

理解
りかい

とともに、

安全
あ ん ぜん

で適切
て き せつ

な対応
た い おう

ができるよう

体制
た い せい

整備
せ い び

が必要
ひ つ よう

である。 

 

  

 

※ 特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

： 

  校内
こうない

の関係者
かんけいしゃ

や福祉
ふくし

、医療
いりょう

など関係
かんけい

機関
きかん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や保護者
ほごしゃ

の連絡
れんらく

窓口
まどぐち

となるコーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

を担う
にな

者
もの

。 
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２ 就学前
しゅうがくまえ

療育
りょういく

・保育
ほ い く

の充実
じゅうじつ

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

障害児保育
し ょ う が じ ほ い く

の

充実
じゅゆうじつ

 

障害
しょうがい

のある子ども
こ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

の状況
じょうきょう

に応じた
おう

適切
てきせつ

な

保育
ほ い く

を受けられる
う

よう、受け入れ
 う     い

体制
たいせい

の整備
 せい び

や指導員
 し どう いん

・保育士
 ほ いく し

の専門性
せ ん も ん せ い

の

向上
こうじょう

、保育
 ほ いく

内容
ない よう

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

新規
し ん き

入所
にゅうしょ

（園
え ん

）児童
じ ど う

については面接
め ん せつ

時
じ

に、継続
け い ぞく

児童
じ ど う

については、日常
にちじょう

の保育
ほ い く

を行う
おこな

中
なか

で支援
し え ん

の必要性
ひ つ よ うせ い

を把握
は あ く

し、

児童
じ ど う

の状況
じょうきょう

に応
お う

じて、保育士
ほ い く し

などの

加配
か は い

を行う
おこな

ことで集団
しゅうだん

保育
ほ い く

・教育
きょういく

を

実施
じ っ し

している。また、研修会
けんしゅうかい

を開催
か い さい

し、保育士
ほ い く し

などの知識
ちしき

や資質
ししつ

の向上
こうじょう

に努める
つと

とともに、発達
はったつ

相談
そうだん

などへ

同行
ど う こう

し援助
え ん じょ

方法
ほ う ほう

の助言
じ ょ げん

を受
う

けなが

ら、保育
ほ い く

・教育
きょういく

に生
い

かしている。課題
か だ い

としては、加配
か は い

職員
しょくいん

の確保
かくほ

、施設
し せ つ

の

整備
せいび

など安全
あんぜん

に受け入れ
う     い

のできる

体制
たいせい

を 図って
はか

い く こ と が

求められる
もと

。 

療育体制
り ょ う く た い せ い

の充実
じゅうじつ

 

療育
りょういく

相談
そ う だ ん

や機能
き の う

訓練
く ん れ ん

などを有する
ゆう

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

センター
せんたー

などの療育
りょういく

環境
かんきょう

の

整備
せ い び

に努め
つ と

、児童
じ ど う

や保護者
ほ ご し ゃ

が安心
あ ん し ん

して

利用
り よ う

できる環境
かんきょう

を関係
か ん け い

機関
き か ん

と協力
きょうりょく

し

ながら進めます
すす

。 

市内
し な い

に 1か所
 し ょ

、児童
じ ど う

発達
はったつ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

があり、利用者
り よ う し ゃ

は年々
ね ん ねん

増加
ぞ う か

し

ている。乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

や京都府
きょうと ふ

が行う
おこな

クリニック
 く り に っ く

事業
じぎょう

などの機会
きかい

により、

早期
そ う き

の療育
りょういく

を希望
き ぼ う

する保護者
ほ ご し ゃ

も多い
おお

が受け入れ
う     い

のための職員
しょくいん

体制
たいせい

が課題
かだい

である。 

子育て
 こ そだ

家庭
か てい

などへ

の訪問
ほ う も ん

指導
し ど う

の推進
す い し ん

 

妊娠
にんしん

・育児
いくじ

の不安
ふ あん

や悩み
なや

、育児
いく じ

ストレス
す と れ す

の解消
かいしょう

を図る
はか

ため、保健師
ほ け ん し

などが

妊産婦
に ん さ ん ぷ

や乳幼児
に ゅ う よ う じ

のいる家庭
か て い

を訪問
ほ う も ん

し、

母子
ぼ し

の健康
け ん こ う

の保持
ほ じ

増進
ぞ う し ん

を図る
はか

ととも

に、障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
は っ け ん

、療育
りょういく

相談
そ う だ ん

などに

応じます
おう

。 

必要
ひつよう

な児童
じどう

に対して
たい

、担当
たんとう

保健師
ほ け ん し

を

中心
ちゅうしん

に療育
りょういく

機関
き か ん

や訪問
ほ う もん

看護
か ん ご

、保健所
ほ け ん し ょ

などとも連携
れ ん けい

しながら計画的
け い か くて き

・

継続的
け い ぞ くて き

に訪問
ほ う もん

指導
し ど う

を行って
おこな

いる。 

障害
しょうがい

のある親
お や

への

訪問
ほ う も ん

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある親
おや

に対して
たい

育児
いくじ

や妊娠
にんしん

時
じ

の

不安
ふ あん

や悩み
なや

、育児
 いく じ

ストレス
 す と れ す

の解消
かいしょう

を

図る
はか

ため、関係
か ん け い

各課
か く か

・機関
き か ん

と連携
れ ん け い

し、

訪問
ほ う も ん

指導
し ど う

を充実
じゅうじつ

します。 

精神
せ い しん

疾患
し っ かん

のある親
お や

など生活
せ い かつ

や療育
りょういく

に

支援
し え ん

が必要
ひ つ よう

な家庭
か て い

については、

子ども
こ

未来課
みらいか

などの関係
かんけい

機関
きかん

と情報
じょうほう

共有
きょうゆう

し訪問
ほうもん

指導
し どう

などを行って
おこな

いる。 
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３ 障害
しょうがい

のある子ども
こ

の教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

   

 

（１） 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

就学
しゅうがく

相談
そ う だ ん

の充実
じゅうじつ

 

一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や特性
と く せ い

に応じ
おう

た適正
ていせい

な就学
しゅうがく

指導
しどう

が行える
おこな

よう、就学
しゅうがく

指導
しどう

に係る
かか

専門医
せん もん い

や教職員
きょうしょくいん

、児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などの職員
しょくいん

の参画
さ ん か く

を図
は か

りながら

教育
きょういく

支援
し えん

委員会
 いいん かい

の機能
き のう

強化
きょうか

に努めます
つと

。 

教育
きょういく

支援
し え ん

委員会
い い ん か い

において、個
こ

の発達
は っ たつ

や障害
しょうがい

の特性
と く せい

に応じた
おう

適切
てきせつ

な就学
しゅうがく

相談
そ う だん

を行った
おこな

。重度
じゅうど

の障害
しょうがい

・特別
とくべつ

な

支援
し えん

を要する
よう

幼児
よう じ

・児童
じ どう

・生徒
せい と

の

就学
しゅうがく

相談
そうだん

などを審査
しん さ

するために、

専門医
せ ん も ん い

などを委員
い い ん

とする専門
せ ん もん

部会
ぶ か い

を設置
せ っ ち

した。 

乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

から就労
しゅうろう

にいたるまで一貫
い っ か ん

した支援
し え ん

体制
た い せ い

の

整備
せ い び

 

幼児期
よ う じ き

から学校
が っ こ う

への円滑
え ん か つ

な接続
せ つ ぞ く

につい

ては、地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

や特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

、保護者
ほ ご し ゃ

との連携
れ ん け い

を強化
き ょ う か

し情報
じょうほう

を

共有
きょうゆう

し合
あ

いながらニーズ
に  ー  ず

に応じた
おう

体制
たいせい

の確立
かくりつ

を図ります
はか

。教育
きょういく

や保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

、

福祉
ふ く し

、就労
しゅうろう

などの関係
か ん け い

機関
き か ん

と協力
きょうりょく

し、

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の状態
じょうたい

に応じた
おう

自立
じ りつ

及
およ

び社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

が可能
か の う

となる力
ちから

の

育成
い く せ い

を支援
し え ん

します。 

乳幼児期
にゅうようじき

から就学
しゅうがく

、卒後
そ つ ご

に向け
む

、

教育
きょういく

機関
きかん

や 保護者
ほごしゃ

と も 連携
れんけい

を

図りな
はか

がら支援
しえん

を行って
おこな

いる。平成
へ い せい

29年度
ね ん ど

から進路
し ん ろ

支援
し え ん

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

チーム
ち ー む

を設置
せ っ ち

し、強度
き ょ うど

行動
こ う どう

障害
しょうがい

のあ

る生徒
せ い と

や医療的
い り ょ うて き

ケア
け あ

を要する
よう

生徒
せいと

の 進路
し ん ろ

決定
け っ てい

が 円滑
え ん かつ

に 進
す す

む よ う

取り組んで
と    く

いる。子ども
こ

の発達
は っ たつ

につ

いての悩み
なや

や生活
せ い かつ

の中
な か

で困難
こ ん なん

さの

ある人
ひ と

など、切れ目
き  め

なく適切
て き せつ

な支援
し え ん

に繋
つ な

げていくため発達
は っ たつ

支援
し え ん

相談室
そ う だ んし つ

を令和
れ い わ

5年
ね ん

6月
が つ

に開設
か い せつ

した。 

発達
は っ た つ

障害児
し ょ う が い じ

支援
し え ん

の

充
じゅう

実
じつ

 

発達
は っ た つ

障害
しょうがい

を含む
ふく

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の

教育的
きょういくてき

ニーズ
に ー ず

に応じた
おう

指導
 し どう

が行える
おこな

よ

う、スクールサポーター
す く ー る さ ぽ ー た ー

の配置
は い ち

を継続
け い ぞ く

す

るとともに、各校
か く こ う

の通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室間
きょうしつかん

との

連携
れ ん け い

をはじめ、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

や保健
ほ け ん

・

医療
い り ょ う

、福祉
ふ く し

などの関係
か ん け い

機関
き か ん

との連携
れ ん け い

を

強化
き ょ う か

します。 

特別
とくべつ

な支援
しえん

を要する
よう

児童
じどう

・生徒
せいと

の

教育的
きょういくてき

ニーズ
 に ー ず

に 対応
たいおう

す る た め 、

スクールサポーター
す く ー る さ ぽ ー た ー

（介護
か い ご

職員
しょくいん

）を

配置
は い ち

した。（R5年度
ね ん ど

 小学校
しょうがっこう

30人
にん

 

中学校
ちゅうがっこう

4人
にん

） 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

校内
こ う な い

体制
た い せ い

の充実
じゅうじつ

 

教職員
きょうしょくいん

の障害
しょうがい

のある児童
じ どう

・生徒
せい と

に対する
たい

指導力
し どう りょく

の向上
こうじょう

を図る
はか

ため、教育
きょういく

支援
し え ん

委員
い い ん

会
か い

及び
およ

特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
  こ ー で ぃ  ね ー  た ー

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や特性
と く せい

に

応じた
おう

適切
てきせつ

な就学
しゅうがく

相談
そ う だん

を行う
おこな

ため

専門医
せ ん も ん い

や児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などの職員
しょくいん

の参画
さ ん かく

を図
は か

りながら体制
た い せい

強化
き ょ うか

を

行った
おこな

。 

 

 

（２）教育
きょういく

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

教職員
きょうしょくいん

の

専門性
せ ん も ん せ い

の向上
こうじょう

 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりに対応
た い お う

でき

るよう、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

や小中学校
しょうちゅうがっこう

特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

担当
た ん と う

教員間
きょういんかん

との実践的
じ っ せ ん て き

な交流
こうりゅう

、校内
こ う な い

研修会
けんしゅうかい

を充実
じゅうじつ

し、教職員
きょうしょくいん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

を

図りま
はか

す。 

教職員
きょうしょくいん

の専門性
せ ん も んせ い

の向上
こうじょう

を図る
はか

た

め、学校間
がっこうかん

・校
こう

種間
しゅかん

の交流
こうりゅう

を

行った
おこな

。 

一人
ひ と り

ひとりに

応じた
おう

教育
きょういく

指導
しどう

・支援
しえん

の

充実
じゅうじつ

 

通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざ い せ き

する特別
と く べ つ

な教育的
きょういくてき

ニーズ
に ー ず

を必要
ひつよう

とする児童
じどう

・生徒
せ い と

などに対して
たい

、個別
こ べつ

の教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

や個別
こべつ

の指導
しどう

計画
けいかく

に基づく
もと

適切
てきせつ

な支援
しえん

を組織的
そ しき てき

に進める
すすめ

ことができる

よう、加配
か は い

職員
しょくいん

やスクールサポーター
す く ー る さ ぽ ー た ー

の配置
は い ち

など校内
こうない

体制
たい せい

の整備
せい び

に努めます
つと

。 

通常
つうじょう

学級
がっきゅう

に在籍
ざ い せき

する特別
と く べつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする児童
じどう

・生徒
せいと

に対して
たい

個別
こべつ

の 支援
しえん

計画
けいかく

に よ る 指導
し どう

を

行った
おこな

。支援
し え ん

にあたるスクールサ
す く ー る さ

ポーター
ぽ ー た ー

（介護
か い ご

職員
しょくいん

）を適切
て き せつ

に

配置
は い ち

した。（R5年度
ね ん ど

 小学校
しょうがっこう

30人
に ん

 

中学校
ちゅうがっこう

4人
に ん

） 

放課後
ほ う か ご

の

居場所づくり
い ば しょ

 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

健全
け ん ぜ ん

育成
い く せ い

事業
じ ぎ ょ う

（放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

）や、放課後
ほう か ご

子ども
こ

教室
きょうしつ

推進
すいしん

事業
じぎょう

など、子ども
こ

の居場所づくり
 い ば しょ

に努めます
つとめ

。 

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

では、支援
し え ん

が

必要
ひ つ よう

な児童
じ ど う

に加配
か は い

を行う
おこな

ことで

放課後
ほうかご

の居場所づくり
いばしょ

に努めた
つと

。 

障害児通所
し ょ う が い じ つ う し ょ

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

障害
しょうがい

のある子ども
こ

の放課後
ほう か ご

における療育
りょういく

の

場
ば

や預かり
あず

サービス
さ ー び す

を充実
じゅうじつ

させるため、

障害児通所
しょうがいじ  つうしょ

支援
しえん

の実施
じっし

及び
およ

提供
ていきょう

基盤
きばん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障害
しょうがい

のある子ども
こ

の放課後
ほ う か ご

にお

ける療育
りょういく

の場
ば

や預かり
あず

サービス
さ ー び す

を充実
じゅうじつ

させるためサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
かくほ

に努めた
つと

。事業所
じぎょうしょ

が

令和
れいわ

5年度
ねんど

から 1か所
  しょ

増えた
ふ

が、

希望者
き ぼ う し ゃ

のニーズ
に ー ず

には応えきれて
こた

いないことが課題
かだい

である。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

自己
じ こ

実現
じ つ げ ん

を

目指す
め ざ

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の推進
す い し ん

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が生
い

きがいをもって過
す

ごせる

よう学校
が っ こ う

卒業後
そ つ ぎ ょ う ご

も生涯
しょうがい

にわたって生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

を通
つ う

じた生きがいづく
い

りを地域
ち い き

との繋
つ な

がり

の中
な か

で推進
す い し ん

できるよう努
つ と

めます。 

本
ほ ん

市内
し な い

の障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょう

を所持
し ょ じ

する

18歳
さ い

以上
い じ ょう

の人
ひ と

を対象
たいしょう

に京
きょう

丹後市
た ん ご し

視覚
し か く

障害
しょうがい

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

交流
こうりゅう

研修会
けんしゅうかい

を年
ね ん

に各
か く

1回
か い

開催
か い さい

している。研修
けんしゅう

内容
な い よう

について、当事者
と う じ し ゃ

の意見
い け ん

など

を踏
ふ

まえるなど、自己
じ こ

実現
じ つ げん

を

目指す
 め ざ

参加者
さん か しゃ

の能力
のうりょく

を発揮
は っ き

でき

るような研修
けんしゅう

内容
な い よう

を検討
け ん とう

するこ

とが課題
か だ い

である。 

 

 

 

第５節
だい  せつ

 雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ちいき

で質
しつ

の高い
たか

自立
じ りつ

した生活
せいかつ

を営み
いとな

、自ら
みずか

のライフスタイル
ら い ふ す た い る

を実現
じつげん

する

ためには、就労
しゅうろう

が重要
じゅうよう

であるとの考え
かんがえ

の下
もと

、働く
はたら

意欲
いよく

のある障害
しょうがい

のある人
ひと

がその適正
てきせい

に

応じて
おう

能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

することができるよう、平成
へいせい

２９年
ねん

9月
がつ

から本市
ほ ん し

と障害者
しょうがいしゃ

製品
せいひん

販売
はんばい

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

の連携
れんけい

事業
じぎょう

として障害
しょうがい

のある人
ひと

たちが作製した製品
せいひん

を販売
はんばい

する場
ば

として、

市内
し な い

の大型
おおがた

ショッピングセンター
し ょ っ ぴ ん ぐ せ ん た ー

において障害者
しょうがいしゃ

製品
せ い ひ ん

常設
じょうせつ

販売所
は ん ば い じ ょ

（クリエイトショップ
く り え い と し ょ っ ぷ

く

りくり）を開設
かいせつ

し、情報
じょうほう

発信
はっしん

や工賃
こうちん

向上
こうじょう

、やりがいにつながっています。さらに、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

を支援
し え ん

するために、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

や商工会
しょうこうかい

、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

、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

など関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、民間
みんかん

企業
きぎょう

や障害
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

などへの働きかけ
はたら

を行い
おこな

、雇用率
こようりつ

アップ
あ っ ぷ

・就 業
しゅうぎょう

の促進
そくしん

に関する
かん

施策
しさく

と福祉
ふくし

施策
しさく

の

組み合わせ
く   あ

により就労
しゅうろう

の場
ば

の拡大
かくだい

に努めて
つと

きました。また、公共
こうきょう

機関
き か ん

における雇用
こ よ う

拡大
かくだい

に

ついても庁内
ちょうない

関係
かんけい

各課
かくか

と連携
れんけい

を図りながら
はか

進めて
すす

きました。しかし、障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こよう

の場
ば

の確保
かくほ

は依然として
いぜん

厳しい
きび

状況
じょうきょう

にあります。そのため、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
えい

型
がた

、

Ｂ
びい

型
がた

）などの就労
しゅうろう

系
けい

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

を図る
はか

ことも課題
かだい

となっています。 

一方
いっぽう

、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

したものの職場
しょくば

に定着
ていちゃく

できず、離職
りしょく

してしまう障害
しょうがい

のある人
ひと

も多い
おお

傾向
けいこう

にあり、就労後
しゅうろうご

の定着
ていちゃく

に向けた
む

支援
しえん

を充実
じゅうじつ

させていくことも必要
ひつよう

となっています。 
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１ 障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の場
ば

の拡大
かくだい

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

民間
み ん か ん

企業
き ぎ ょ う

へ

の啓発
け い は つ

・

雇用
こ よ う

拡大
か く だ い

の

促進
そ く し ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の雇用
こ よ う

の場
ば

の拡大
か く だ い

を

図
は か

るため、公共
こうきょう

職業
しょくぎょう

安定所
あ ん て い し ょ

や商工会
しょうこうかい

など関係
か ん け い

機関
き か ん

との連携
れ ん け い

を保
た も

ちなが

ら「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そ く し ん

等
と う

に関する
かん

法律
ほうりつ

」の周知
し ゅ う ち

徹底
て っ て い

を図
は か

ります。公共
こうきょう

職業
しょくぎょう

安定所
あ ん て い し ょ

と連携
れ ん け い

し、各種
か く し ゅ

助成
じょせい

制度
せいど

の周知
しゅうち

・活用
かつよう

を働きかけ
はたら

、障害
しょうがい

のあ

る人
ひ と

の雇用
こ よ う

の拡大
か く だ い

に努
つ と

めます。 

毎年
ま い とし

、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そ く しん

リーフレット
り ー ふ れ っ と

につ

い て 京
きょう

丹後市
たん ご し

商工会
しょうこうかい

を 介して
かい

商工
しょうこう

会員
かいいん

（約
や く

2,300事業所
じ ぎ ょ うし ょ

）へ配布
は い ふ

するとともに、

市
し

及び
およ

京
きょう

丹後市
た ん ご し

商工会
しょうこうかい

のホームページ
 ほ ー む  ぺ ー じ

に

掲載
けいさい

し、雇用
こよう

の啓発
けいはつ

・周知
しゅうち

を行った
おこな

。 

公共
こうきょう

機関
き か ん

に

おける雇用
こ よ う

拡大
か く だ い

の推進
す い し ん

 

市
し

役所
や く し ょ

などの公共
こうきょう

機関
き か ん

において、

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の雇用
こ よ う

を促進
そ く し ん

すると

ともに、雇用
こ よ う

職域
しょくいき

の拡大
か く だ い

を図
は か

りま

す。 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の進捗
しんちょく

を踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

2年
ね ん

4月
が つ

に 「 京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害者
しょうがいしゃ

活躍
か つ やく

推進
す い しん

計画
け い かく

」 を

策定
さ く てい

。正規
せ い き

職員
しょくいん

での障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の推進
す い しん

と

併
あ わ

せて、会計年度任用職員採用
か い け いね ん どに ん よう し ょく い んさ い よう

における

障害者枠
しょうがいしゃ わく

の新設
しんせつ

及び
およ

与謝
よ さ

の海
うみ

支援
しえん

学校
がっこう

の

生徒
せ い と

の実習
じっしゅう

受け入れ
う    い

を行う
おこな

など障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そ く しん

に向
む

けた取り組み
と    く

を実施
じっし

して

いる。会計
か い けい

年度
ね ん ど

任用
に ん よう

職員
しょくいん

採用
さ い よう

における

障害者枠
しょうがいしゃわく

の新設
し ん せつ

により雇用
こ よ う

職域
しょくいき

の拡大
か く だい

を

図
は か

った、また、障害
しょうがい

雇用
こ よ う

推進者
す い し んし ゃ

及
お よ

び障害者
しょうがいしゃ

職業
しょくぎょう

生活
せ い かつ

相談員
そ う だ んい ん

の選任
せ ん にん

、職員
しょくいん

駐車場
ちゅうしゃじょう

に

身体
し ん たい

障害者用
しょうがいしゃよう

の駐車
ちゅうしゃ

ますを設
も う

けるなど働
はたら

きやすい職場
しょくば

環境づくり
かんきょう

に努
つ と

めた。 

障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こ よ う り つ

は、1.39％
ぱーせんと

（令和
れ い わ

元年
が ん ねん

6月
が つ

1

日
ち

時点
じ て ん

）から 2.33％
ぱーせんと

（令和
れ い わ

4年
ね ん

6月
が つ

1日
ち

時
じ

点
て ん

）に上昇
じょうしょう

しているが、法定
ほ う てい

雇用率
こ よ う り つ

（2.6

％
ぱーせんと

）には達
た っ

していない。 

「京
きょう

丹後市
た ん ご し

障害者
しょうがいしゃ

活躍
か つ やく

推進
す い しん

計画
け い かく

」の基本
き ほ ん

的
て き

な考え方
か ん が  か た

を踏
ふ

まえた職場づくり
しょくば

の取
と

り

組
く

みを継続
け い ぞく

して実施
じ っ し

する。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

福祉的就労
ふ く し て き し ゅ う ろ う

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

一人
ひ と り

ひとりが状態
じょうたい

に

応じた
おう

就労
しゅうろう

の場
ば

（日中
にっちゅう

活動
か つ ど う

の場
ば

）を

確保
か く ほ

できるよう、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

や自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

と連携
れ ん け い

し、

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

事業
じぎょう

など福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

の場
ば

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

令和
れ い わ

3年
ね ん

4月
が つ

に就労
しゅうろう

継続
け い ぞく

支援
し え ん

Ｂ型
 が た

事業所
じ ぎ ょ うし ょ

1

事業所
じ ぎ ょ うし ょ

が新た
あら

に整備
せいび

され、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が

困難
こんなん

な人
ひと

への新た
あら

な就労
しゅうろう

支援
しえん

の場
ば

となっ

ている。（R5.4.1現在
げ ん ざい

 就労
しゅうろう

継続
け い ぞく

支援
し え ん

Ａ型
が た

事業所
じ ぎ ょ うし ょ

 2 事業所
じ ぎ ょ うし ょ

 就労
しゅうろう

継続
け い ぞく

支援
し え ん

Ｂ 型
が た

事業所
じ ぎ ょ うし ょ

 8事業所
じ ぎ ょ うし ょ

） 

 

 

 

２ 総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

・施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の

推進
す い し ん

 

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

と連携
れ ん け い

し、就業
しゅうぎょう

相談
そ う だ ん

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

、職場
し ょ く ば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

など障害
しょうがい

のある人
ひ と

の就労
しゅうろう

を総合的
そ う ご う て き

に

支援
し え ん

します。障害
しょうがい

のある人
ひ と

が働く
はたら

場
ば

にお

いて、雇用
こ よ う

の前後
ぜ ん ご

を通
つ う

じ、障害
しょうがい

のある人
ひ と

と 事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の 双方
そ う ほ う

を 支援
し え ん

す る

ジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

※（職場
し ょ く ば

適応
て き お う

援助者
え ん じ ょ し ゃ

）や

ジョブサポーター
じ ょ ぶ さ ぽ ー た ー

（障害
しょうがい

のある人
ひ と

・企業
きぎょう

双方
そ う ほ う

の サポート
さ ぽ ー と

を 行
おこな

う 有償
ゆうしょう

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

）などの周知
し ゅ う ち

を図
は か

り、利用
り よ う

の促進
そくしん

を図ります
はか

。 

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

と連携
れ ん けい

し、

就業
しゅうぎょう

相談
そ う だん

・就労
しゅうろう

相談
そ う だん

・職場
し ょ くば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

など

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の就労
しゅうろう

を総合的
そ う ご うて き

に支援
し え ん

した。 

ジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

は、経験
け い けん

を重
か さ

ねることが大切
た い せつ

だが、地域
ち い き

からの利用者
り よ う し ゃ

がなく支援
し え ん

学校
が っ こう

卒業生
そつぎょうせい

のみの指導
し ど う

となっている。 

（R5年度
ね ん ど

 こまち設置
せ っ ち

） 

ジョブサポーター
じ ょ ぶ さ ぽ ー た ー

 2人
り

（京都府
き ょ う と ふ

から派遣
は け ん

） 

ジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

   3人
に ん

 

障害者
しょうがいしゃ

職場
し ょ く ば

実習
じっしゅう

促進
そ く し ん

事業
じ ぎ ょ う

の推進
す い し ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の就労
しゅうろう

機会
き  かい

及び
およ

就労
しゅうろう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図
は か

るため、市
し

役所
や く し ょ

や一般
い っ ぱ ん

企業
き ぎ ょ う

な

どで職場
し ょ く ば

体験
た い け ん

実習
じっしゅう

を行
おこな

った場合
ば あ い

、受
う

け入
い

れた事業所
じ ぎ ょ う し ょ

とかかわった福祉
ふ く し

施設
し せ つ

など

に奨励
しょうれい

金
き ん

を支給
し き ゅ う

します。 

市
し

役所
や く しょ

や一般
い っ ぱん

企業
き ぎ ょう

などで職場
し ょ くば

体験
た い けん

実習
じっしゅう

を

行
おこな

った際
さ い

に、受け入れた
う   い

事業所
じぎょうしょ

と支援
しえん

した

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

や対象者
たいしょうしゃ

に奨励
しょうれい

金
き ん

を支給
し き ゅう

した。 

（職場
し ょ くば

実習
じっしゅう

から一般
い っ ぱん

就労
しゅうろう

した者
も の

） 

H30  2人
り

  

R 元  3人
に ん

 

R2   4人
に ん

  

R3    1人
り

 

R4    1人
り
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

トライアル
と ら い あ る

雇用
こ よ う ※

こ め

の促進
そ く し ん

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対して
たい

障害
しょうがい

のある人
ひと

を一定
い っ て い

期
き

間
か ん

試行
し こ う

雇用
こ よ う

し、相互
そ う ご

の理解
り か い

と常用
じょうよう

雇用
こ よ う

へ

のきっかけづくりを行
おこな

うトライアル
と ら い あ る

雇用
こ よ う

の実施
じ っ し

を働
はたら

きかけます。 

毎年
ま い とし

、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そ く しん

リーフレット
り ー ふ れ っ と

につい

て京
きょう

丹後市
た ん ご し

商工会
しょうこうかい

を介
か い

して商工
しょうこう

会員
か い いん

（約
や く

2,300事業所
じ ぎ ょ うし ょ

）に配布
は い ふ

するとともに、市
し

及
お よ

び

京
きょう

丹後市
た ん ご し

商工会
しょうこうかい

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

に掲載
け い さい

し、

障害者
しょうがいしゃ

トライアル
と ら い あ る

雇用
こ よ う

助成金
じ ょ せ いき ん

の 制度
せ い ど

及
お よ

び

問い合わせ
と    あ

窓口
まどぐち

などの周知
しゅうち

を行
おこな

った。 

広域的
こ う い き て き

な就労
しゅうろう

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の形成
け い せ い

 

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

を中心
ちゅうしん

に、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

や学校
が っ こ う

、公共
こうきょう

職業
しょくぎょう

安定所
あ ん て い じ ょ

、商工会
しょうこうかい

、民間
み ん か ん

企業
き ぎ ょ う

、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

、行
ぎょう

政
せ い

などの関係
か ん け い

機関
き か ん

によるネットワーク
ね っ と わ ー く

を形成
け い せ い

し、就労前
しゅうろうまえ

から就労後
し ゅ う ろ う ご

にわたって

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

が図
は か

れる

体制づくり
たいせい

に努めます
つと

。 

自立
じ り つ

支援協
し え ん きょ う

議会
ぎ か い

就労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

を中心
ちゅうしん

に、

情報
じょうほう

交換
こ う かん

などによる関係
か ん けい

機関
き か ん

との連携
れ ん けい

体制
た い せい

の構築
こ う ちく

・強化
き ょ うか

を図る
はか

とともに、視察
し さ つ

や

学習会
がくしゅうかい

を通
つ う

じて、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の現状
げんじょう

や課題
か だ い

の把握
は あ く

に努
つ と

め、求職者
きゅうしょくしゃ

や企業
き ぎ ょう

に対
た い

する支援
し え ん

や雇用
こ よ う

啓発
け い はつ

について検討
け ん とう

した。また商工会
しょうこうかい

を 通
つ う

じ て 、 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そ く しん

に つ い て

リーフレット
り ー ふ れ っ と

を会員
か い いん

へ配布
は い ふ

した。 

 

※ ジョブコ
 じ ょ ぶ こ

ー
ー

チ
ち

： 

  就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、一緒
いっしょ

に職場
しょくば

へいき、共
とも

に作業
さぎょう

や休憩
きゅうけい

時間
じ か ん

を過
す

ごし、障害
しょうがい

のある人
ひと

が

働きやすい
はたら

ように援助
えんじょ

を行う
おこな

ことを業務
ぎょうむ

とする人
ひと

。また、事業主
じぎょうぬし

や職場
しょくば

の従業員
じゅうぎょういん

に対
たい

しても、障害
しょうがい

のある人
ひと

の職場
しょくば

適応
てきおう

に必要
ひつよう

な助言
じょげん

を行
おこな

い、必要
ひつよう

に応
おう

じて、職務
しょくむ

や職場
しょくば

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

を提案
ていあん

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

の職場
しょくば

定着
ていちゃく

を図
はか

ること

を業務
ぎょうむ

とする人
ひと

。 

 

※ トライアル
と ら い あ る

雇用
こ よ う

： 

「トライアル
と ら い あ る

雇用事業
こ よ う じ ぎ ょ う

」として、平成
へいせい

15年
ねん

より厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

によって開始
か い し

された事業
じぎょう

。ハロ
は ろ

ー
ー

ワ
わ

ー
ー

ク
く

が紹
しょう

介
かい

する

障害
しょうがい

のある人
ひと

や中高
ちゅうこう

年齢者
ねんれいしゃ

など就 職
しゅうしょく

希望者
き ぼ う し ゃ

を企業
きぎょう

が短期間
た ん き か ん

（原則
げんそく

として３ヶ月間
   げ つ か ん

）試行的
し こ う て き

に雇用
こ よ う

。その間
かん

に企業
きぎょう

と就職希望者
しゅうしょくきぼうしゃ

が相互
そ う ご

の理解
り か い

を深
ふか

め、その後
ご

の本採用
ほんさいよう

へと移行
い こ う

するなど、雇用機会
こ う き か い

をつくっていく制度
せ い ど

。 
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第６節
だい  せつ

 生活
せいかつ

環境
かんきょう

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、移動
い ど う

時
じ

や施設
し せ つ

利用
り よ う

時
じ

における負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するため、本市
ほんし

では、

ノンステップバス
の ん す て っ ぷ ば す

の導入
どうにゅう

や京都
きょうと

丹後
たんご

鉄道
てつどう

各駅
かくえき

及び
およ

駅
えき

周辺
しゅうへん

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

、また既存
きぞん

公共
こうきょう

施設
しせつ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を進めて
すす

います。道路
どうろ

や公共
こうきょう

施設
しせつ

、建物
たてもの

、乗り物
の  もの

などの

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

へのニーズ
に ー ず

が高く
たか

なっており、これら公共
こうきょう

施設
しせつ

や主要
しゅよう

交通
こうつう

機関
きかん

などの

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を進めて
すす

いくことは引き続き
ひ   つづ

重要
じゅうよう

なこととなります。 

本市
ほ ん し

では平成
へいせい

17年度
ね ん ど

に地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

を策定
さくてい

し、２、３年
      ねん

ごとに見直し
みなお

を図る
はか

中
なか

で、防災
ぼうさい

体制
たいせい

の強化
きょうか

に取り組んで
と   く

おり、地域
ち い き

の中
なか

でも自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

については令和
れ い わ

5年
ねん

8月
がつ

1日
ぴ

現在
げんざい

172地区
ち く

が組織
そ し き

されています。さらに防災
ぼうさい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

設備
せ つ び

の全国
ぜんこく

瞬時
しゅんじ

警報
けいほう

システム
し す て む

を導入
どうにゅう

し、迅速
じんそく

な情報
じょうほう

伝達
でんたつ

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図って
はか

います。しかし、局地的
きょくちてき

豪雨
ご う う

（ゲリラ
げ り ら

豪雨
ご う う

）の増加
ぞ う か

や東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

により、災害
さいがい

をはじめとする緊急
きんきゅう

時
じ

への救援
きゅうえん

体制
たいせい

の整備
せ い び

・強化
きょうか

は、障害
しょうがい

のあるなしを問わず
と

重要
じゅうよう

となっており、特
とく

に、視覚
しかく

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい

災害
さいがい

時
じ

の避難
ひなん

などの対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

を図る
はか

ことは大きな
おお

課題
かだい

となっています。また、近年
きんねん

、全国
ぜんこく

各地
かくち

で消費者
しょうひしゃ

トラブル
と ら ぶ る

や殺傷
さっしょう

事件
じけん

なども増えて
ふ

おり、情報
じょうほう

提供
ていきょう

や地域
ちいき

の見守り
みまも

体制
たいせい

など、地域ぐるみ
ちいき

による防犯
ぼうはん

体制
たいせい

の強化
きょうか

も必要
ひつよう

となっています。 

 

 

１ ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

※とバリアフリー
ば り あ ふ り ー

のまちづくりの推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

公営
こ う え い

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

 

新た
あら

に整備
せいび

する公営
こうえい

住宅
じゅうたく

については、

高齢者
こうれいしゃ

や障害
しょうがい

のある人
ひと

の利用
りよう

を考え
かんが

、住
じゅう

戸
こ

内部
ないぶ

・共用部
きょうようぶ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

を図
はか

るほか、

浴室
よ く し つ

・トイレ
と い れ

などの安全性
あ ん ぜ ん せ い

の向上
こうじょう

を図
は か

りま

す。 

御陵
ごりょう

団地
だんち

及び
およ

芋
いも

野
の

団地
だんち

の改善
かいぜん

工事
こうじ

によりドア
ど あ

のレバーハンドル化
れ ば ー は ん ど る か

、

浴室
よ く しつ

の段差
だ ん さ

解消
かいしょう

などを実施
じ っ し

した。

また、老朽化
ろ う き ゅう か

し最低
さ い てい

居住
きょじゅう

面積
め ん せき

水準
すいじゅん

を下
し た

回る
まわ

周枳
す き

団地
だんち

について、建
だ て

替
か え

工事
こ う じ

の基本
き ほ ん

設計
せ っ けい

業務
ぎ ょ うむ

に着手
ちゃくしゅ

した。 

住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

への

支援
し え ん

 

高齢者
こ う れ い し ゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

などとも連携
れ ん け い

し、手
て

すりの

取り付け
と  つ  

や段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

など、居宅
き ょ た く

における

改修
かいしゅう

への支援
しえん

に努めます
つと

。 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

による住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

との

整合性
せ い ご うせ い

を保
た も

ちつつ、障害
しょうがい

のある人
ひ と

が住みやすい
す

環境
かんきょう

を整備
せ い び

すること

を目的
も く てき

に、改修
かいしゅう

費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を給付
き ゅ うふ

し、費用面
ひ よ う め ん

での負担
ふ た ん

軽減
け い げん

につなげ

た。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

公共
こうきょう

施設
し せ つ

の

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

 

既存
き ぞ ん

施設
し せ つ

については、「京都府
き ょ う と ふ

福祉
ふ く し

のまち

づくり条例
じょうれい

」に基
も と

づきバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を進
す す

めます。新設
し ん せ つ

の際
さ い

には、ユニバーサルデザ
ゆ に ば ー さ る で ざ

イン
い ん

の考え方
か ん が  か た

のもと、計画
け い か く

の段階
だ ん か い

から、障
しょう

害
が い

のあるなしにかかわらずだれもが利用
り よ う

しやすい施設
し せ つ

となるよう整備
せ い び

を進
す す

めます。 

施設
し せ つ

の用途
よ う と

や規模
き ぼ

に応
お う

じて、バリ
ば り

アフリー法
あ ふ り ー ほ う

（高齢者
こ う れ いし ゃ

・障害者
しょうがいしゃ

等
と う

の

移動
い ど う

等
と う

の円滑化
え ん か つ か

の促進
そ く しん

に関
か ん

する法
ほ う

律
り つ

（新バリアフリー法
し ん ば り あ ふ り ー ほ う

）
※
）及

お よ

び京
きょう

都府
と ふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

に準拠
じゅんきょ

した施設
し せ つ

整備
せ い び

を実施
じ っ し

した。 

民間施設
み ん か ん し せ つ

などへ

の啓発
け い は つ

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

をはじめ、すべての人
ひ と

が安
あ ん

心
し ん

・快適
か い て き

に利用
り よ う

できるよう、「高齢者
こ う れ い し ゃ

・障
しょう

害者
が い し ゃ

等
と う

の移動
い ど う

等
と う

の円滑化
え ん か つ か

の促進
そ く し ん

に関
か ん

する

法律
ほ う り つ

（新バリアフリー法
し ん ば り あ ふ り ー ほ う

）」や「京都府
き ょ う と ふ

福
ふ く

祉
し

のまちづくり条例
じょうれい

」の周知
し ゅ う ち

を図
は か

り、事
じ

業
ぎょう

者
し ゃ

などへの理解
り か い

促進
そ く し ん

と施設
し せ つ

の整備
せ い び

、改善
か い ぜ ん

を

啓
け い

発
は つ

していきます。 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が、安心
あ ん しん

・快適
か い てき

に利
り

用
よう

できるように、事
じ

業者
ぎょうしゃ

などへ京都
き ょ うと

府
ふ

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

や新バリア
し ん ば り あ

フリ
ふ り

ー法
ー ほ う

への理解
り か い

促進
そ く しん

と施設
し せ つ

整備
せ い び

の際
さ い

に啓発
け い はつ

を行
おこな

うことで周知
し ゅ うち

に努
つ と

め

た。 

「整備
せ い び

基準
き じ ゅ ん

適合
て き ご う

証
しょう

」取得
し ゅ と く

の

徹底
て っ て い

 

まちづくりに関
か ん

する施設
し せ つ

整備
せ い び

時
じ

に、「京都
き ょ う と

府
ふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」整備
せ い び

基準
き じ ゅ ん

に適合
て き ご う

していることを証
しょう

する適合証
て き ご う

の取得
し ゅ と く

を関
か ん

係
け い

機関
き か ん

などに徹底
て っ て い

します。 

「京都府
き ょ う と ふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」

整備
せ い び

基準
き じ ゅん

に基
も と

づき、事業
じ ぎ ょう

を推進
す い しん

す

るように関係
か ん けい

機関
き か ん

に連絡
れ ん らく

した。 

公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関
き か ん

の

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

 

公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関
き か ん

の利便性
り べ ん せ い

向上
こうじょう

を図
は か

るため、京
きょう

都
と

丹後
た ん ご

鉄道
て つ ど う

各駅
か く え き

及
お よ

び駅
え き

周辺
しゅうへん

のバリアフリ
ば り あ ふ り

ー化
ー か

を促進
そ く し ん

させるとともに、
  

引き続き
ひ    つづ

ノン
の ん

ステップバス
す て っ ぷ ば す

・リフト
り ふ と

付
つ

きバス
ば す

などの

導入
どうにゅう

を事
じ

業者
ぎょうしゃ

に働
はたら

きかけます。 

京都丹後鉄道各駅
き ょ う と た ん ご て つ ど う か く え き

及
お よ

び駅
え き

周辺
しゅうへん

のバ
ば

リアフリー化
り あ ふ り ー か

や車両
しゃりょう

更新
こ う しん

の際
さ い

には

ノンステップバス
の ん す て っ ぷ ば す

・リフト付
り ふ と つ

きバ
ば

ス
す

などの導入
どうにゅう

を事
じ

業者
ぎょうしゃ

へ働
はたら

きかけ

た。 

道路
ど う ろ

など交通
こ う つ う

環
か ん

境
きょう

の整備
せ い び

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の歩行
ほ こ う

の安全
あ ん ぜ ん

を確保
か く ほ

し、事故
じ こ

を防止
ぼ う し

するため、歩道
ほ ど う

の拡張
かくちょう

や段差
だ ん さ

の解
か い

消
しょう

、障害物
しょうがいぶつ

の撤去
て っ き ょ

、音響
おんきょう

信号機
し ん ご う き

などの設置
せ っ ち

、

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆ う ど う よ う

ブロック
ぶ ろ っ く

の設置
せ っ ち

など、交
こ う

通
つ う

環境
かんきょう

の整備
せい び

を進め
すす

ます。 

歩道
ほ ど う

の拡張
かくちょう

や段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

を実施
じ っ し

し

ているが、多く
おおく

の市道
しどう

が狭く
せま

歩道
ほどう

の確保
か く ほ

が難
むずか

しい。視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

誘導
ゆ う どう

用
よ う

ブロック
ぶ ろ っ く

を設置
せ っ ち

しているが、障
しょう

害者
が い しゃ

のある人
ひと

の意見
いけん

も取り入れ
 と   い

効
こ う

果
か

的
て き

な場所
ば し ょ

に設置
せ っ ち

する必要
ひ つ よう

があ

る。また、障害
しょうがい

のある人
ひ と

の歩行
ほ こ う

の

安全
あ ん ぜん

を確保
か く ほ

し、事故
じ こ

を防止
ぼ う し

するた

め、道路
ど う ろ

改良
かいりょう

を実施
じ っ し

する際
さ い

に引
ひ き

き

続
つ づ

き歩道
ほ ど う

の拡張
かくちょう

や段差
だ ん さ

解消
かいしょう

、障害
しょうがい

物
ぶ つ

の撤去
て っ きょ

を行
おこな

う。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

公園施設
こ う え ん し せ つ

の維持
い じ

管理
か ん り

 

都市
と し

公園
こ う え ん

の整備
せ い び

は平成
へ い せ い

２３年度
   ね ん ど

までに完
か ん

了
りょう

しており、管理
か ん り

は指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

へ委託
い た く

して

います。障害
しょうがい

のある人
ひと

を含め
ふく

、気持ち
き  も

よく

利用
り よ う

できる施設
し せ つ

の維持
い じ

管理
か ん り

に努
つ と

めます。 

公園
こうえん

トイレ
 と い れ

改修
かいしゅう

に際して
さい

腰掛
こしかけ

便器
べんき

の設置
せっち

、洗浄
せんじょう

便座
べんざ

及び
およ

Ｌ型
  がた

手摺
てすり

の

設置
せ っ ち

等
と う

を実施
じ っ し

した。 

（実施
じ っ し

状況
じょうきょう

） 

R1途中
と ち ゅう

ケ
が

丘
お か

公園
こ う えん

全
ぜ ん

トイレ
と い れ

 

R1総合
そ う ごう

公園
こ う えん

屋外
お く がい

トイレ
と い れ

（一般
い っ ぱん

） 

R5総合
そ う ごう

公園
こ う えん

本部棟
ほ ん ぶ と う

・ﾃﾆｽｺｰﾄﾄｲﾚ
て に す こー と とい れ

 

都市
と し

公園
こ う えん

は、平成
へ い せい

23年度
ね ん ど

までに整
せ い

備
び

完了
かんりょう

していることから、全施設
ぜ ん し せ つ

に現行法
げ ん こ うほ う

などに準拠
じゅんきょ

したバリアフ
ば り あ ふ

リー
り ー

対応
た い おう

を行う
おこな

ことが難
むずか

しい。

令和
れ い わ

2 年度
ね ん ど

峰山
み ね やま

途中ケ丘
と ち ゅ が お か

公園
こ う えん

陸上
りくじょう

競技場
きょうぎじょう

の リニューアル
り に ゅ ー あ る

に よ り

スポーツ
す ぽ ー つ

活動
か つ どう

などの機会
き か い

拡充
かくじゅう

につ

ながった。施設
しせつ

の老朽化
ろうきゅうか

も年々
ねんねん

進む
すす

中
なか

で、障
しょう

害
が い

のある人
ひ と

をはじめ

誰
だ れ

でも安全
あ ん ぜん

・安心
あ ん しん

に利用
り よ う

できるよ

う適切
て き せつ

な維持
い じ

管理
か ん り

に努
つ と

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
いどう

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関する
かん

法律
ほうりつ

（新バリアフリー法
し ん ば り あ ふ り ー ほ う

）： 

  平成
へいせい

18年
ねん

6月
がつ

21日
にち

成立
せいりつ

（法律
ほうりつ

第 91号
だ い   ご う

）、同年
どうねん

12月
がつ

20日
か

に施行
し こ う

された法律
ほうりつ

。高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の円滑
えんかつ

な移動
い ど う

及
およ

び

建築物
けんちくぶつ

等
とう

の施設
しせつ

の円滑
えんかつ

な利用
りよう

の確保
かくほ

に関する
かん

施策
しさく

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

するため、主務
し ゅ む

大臣
だいじん

による基本
きほん

方針
ほうしん

並び
なら

に旅客
りょかく

施設
しせつ

、建築物
けんちくぶつ

等
とう

の構造
こうぞう

及び
およ

設備
せつび

の基準
きじゅん

の策定
さくてい

のほか、市町村
しちょうそん

が定める
さだ

重点
じゅうてん

整備
せいび

地区
ちく

において、高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の計画
けいかく

段階
だんかい

からの参加
さんか

を得て
え

、旅客
りょかく

施設
し せ つ

、建築物
けんちくぶつ

等
とう

及
およ

びこれらの間
あいだ

の経路
け い ろ

の一体的
いっぱんてき

な整備
せ い び

を推進
すいしん

するための

措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めることとした法律
ほうりつ

。 

 

※ ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

： 

   年齢
ねんれい

，性別
せいべつ

や障害
しょうがい

のあるなしにかかわらず，すべての人
ひと

が快適
かいてき

に利用
り よ う

できるように製品
せいひん

や建造物
けんぞうぶつ

，生活
せいかつ

空間
くうかん

などをデ
で

ザイン
ざ い ん

すること。「バリアフリー
ば り あ ふ り ー

」が特定
とくてい

の障壁
しょうへき

（バリア
ば り あ

）を解消
かいしょう

することであるのに対
たい

して，

対象
たいしょう

を限定
げんてい

するのではなく初め
はじ

からすべての人
ひと

に使いやすく
つか

するという，バリアフリー
ば り あ ふ り ー

から一歩
いっぽ

進んだ
すす

発想
はっそう

。 
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２ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

への対応
たいおう

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

地域
ち い き

防災
ぼ う さ い

体制
た い せ い

の

強化
き ょ う か

 

「京
きょう

丹後市
た ん ご し

地域
ち い き

防災
ぼ う さ い

計画
け い か く

」の見直
み な お

しを図
は か

る中
な か

で、減災
げんさい

への取り組み
と    く

や防災
ぼ う さ い

体制
た い せ い

の

充実
じゅうじつ

を図
は か

るとともに、原子力
げ ん し り ょ く

災害
さ い が い

や津波
つ な み

災害
さ い が い

への対策
た い さ く

を強化
き ょ う か

します。 

平成
へ い せい

30年度
ね ん ど

には、「地震
じ し ん

・津波
つ な み

ハザ
は ざ

ー
ー

ドマップ
ど ま っ ぷ

」令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

には、「洪水
こ う ずい

・

土砂
ど し ゃ

災害
さ い がい

ハザードマップ
は ざ ー ど ま っ ぷ

」を作成
さ く せい

し、

全戸
ぜ ん こ

配布
は い ふ

を行
おこな

った。「京
きょう

丹後市
た ん ご し

地域
ち い き

防災
ぼ う さい

計画
け い かく

」に基
も と

づき、障害
しょうがい

のある人
ひ と

に

対する
たい

救援
きゅうえん

体制
たいせい

の整備
せ い び

や福祉
ふ く し

のまち

づくりを促進
そ く しん

するなど環境
かんきょう

整備
せ い び

を図
は か

る。 

災害
さ い が い

情報
じょうほう

伝達
で ん た つ

シ
し

ステム
す て む

の充実
じゅうじつ

 

災害
さ い が い

時
じ

にとどまらず、市民
し み ん

全体
ぜ ん た い

の保護
ほ ご

の

必要性
ひ つ よ う せ い

が生じた
しょう

場合
ばあい

など、状況
じょうきょう

に応じ
おう

、

必要
ひ つ よ う

な情報
じょうほう

を提供
ていきょう

できるよう、既存
き ぞ ん

シス
し す

テム
て む

の維持
い じ

・更新
こ う し ん

、充実
じゅうじつ

を図
は か

ります。 

防災
ぼ う さい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

設備
せ つ び

の更新
こ う しん

を行
おこな

い、市
し

民
み ん

・地域
ち い き

に情報
じょうほう

を確実
か く じつ

に伝達
で ん たつ

できる

ように整備
せ い び

を行
おこな

った。防災
ぼ う さい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

設備
せ つ び

の維持
い じ

管理
か ん り

や保守
ほ し ゅ

、機器
き き

の更新
こ う しん

などについて多額の費用
た が く  ひ よ う

を要
よ う

するこ

とが課題
か だ い

である。障害
しょうがい

のある人
ひ と

に

配慮
は い りょ

した情報
じょうほう

伝達
で ん たつ

システム
し す て む

の整備
せ い び

に

努
つ と

める。 

自主
じ し ゅ

防災
ぼ う さ い

組織
そ し き

※

の育成
い く せ い

 

区
く

を単位
た ん い

とした地域
ち い き

住民
じゅうみん

による自主
じ し ゅ

防
ぼ う

災
さ い

組織
そ し き

の整備
せ い び

を進
す す

めるとともに、リーダ
り ー だ

ー
ー

の育成
い く せ い

や区
く

自主
じ し ゅ

防災
ぼ う さ い

組織
そ し き

同士
ど う し

の連携
れ ん け い

体制づくり
たいせい

を支援
しえん

します。 

自主
じ し ゅ

防災
ぼ う さい

組織
そ し き

を支援
し え ん

するため、自主
じ し ゅ

防災
ぼ う さい

組織
そ し き

補助
ほ じ ょ

制度
せ い ど

の継続
け い ぞく

や地域
ち い き

防災
ぼ う さい

リーダー
り ー だ ー

の育成
い く せい

支援
し え ん

のため京都府
き ょ う と ふ

と

連携
れ ん けい

する。 

地域防災体制
ち い き ぼ う さ い た い せ い

の

充実
じゅうじつ

 

地域
ち い き

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

※の形成
け い せ い

促進
そ く し ん

や「災害
さ い が い

時
じ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

」、防災
ぼ う さ い

マッ
ま っ

プ
ぷ

の充実
じゅうじつ

をはじめ、民生
み ん せ い

委員
い い ん

・児
じ

童
ど う

委員
い い ん

や区
く

（自主
じ し ゅ

防災
ぼ う さ い

組織
そ し き

）、関係
か ん け い

社会
し ゃ か い

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、各種
か く し ゅ

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だ ん た い

、相互
そ う ご

扶助
ふ じ ょ

組織
そ し き

などとの連携
れんけい

体制づくり
たいせい

を進め
すす

、

地域ぐるみ
ちいき

による防災
ぼうさい

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
は か

るとともに、地区
ち く

防災
ぼ う さ い

計画
け い か く

の作成
さ く せ い

を支援
し え ん

します。 

 

資
し

機材
き ざ い

購入
こうにゅう

の補助
ほ じ ょ

の他
ほ か

、水害
す が い

など避
ひ

難行動
な ん こ うど う

タイムライン
た い む ら い ん

の作成
さ く せい

、防災士
ぼ う さ い

資
し

格
か く

習得
しゅうとく

の支援
し え ん

など、自主
じ し ゅ

防災
ぼ う さい

組織
そ し き

補助
ほ じ ょ

制度
せいど

の充実
じゅうじつ

を図った
はか

。また、自治
じ ち

区
く

（区
く

）や自主
じ し ゅ

防災
ぼ う さい

組織
そ し き

を対象
たいしょう

に、年
ね ん

1 回
か い

地域
ち い き

防災
ぼ う さい

リーダー
り ー だ ー

研修会
けんしゅうかい

を開催
か い さい

した。地域
ち い き

防災
ぼ う さい

の推進
す い しん

について、出前
で ま え

講
こ う

座
ざ

を市内
し な い

各所
か く しょ

で開催
か い さい

した。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

災害
さ い が い

時
じ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

支援
し え ん

体制
た い せ い

の充実
じゅうじつ

 

災害
さ い が い

時
じ

の被害
ひがい

を最小限
さいしょうげん

に抑える
おさ

ため、

「災害
さ い が い

時
じ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

」に基
も と

づき、「避難
ひ な ん

行動
こ う ど う

要支援者
よ う し え ん し ゃ

登録
と う ろ く

制度
せ い ど

」の

さらなる充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。また、緊急
きんきゅう

時
じ

でも効果的
こ う か て き

な支援
し え ん

活動
かつどう

が行える
おこな

よう、自
じ

治会
ち か い

（区
く

）を中心
ちゅうしん

としたネットワーク
ね っ と わ ー く

の

体制
た い せ い

整備
せ い び

を支援
し え ん

します。また、浸水
し ん す い

想定
そ う て い

区域
く い き

や土砂
ど し ゃ

災害
さ い が い

警戒
け い か い

区
く

域内
い き な い

の要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

利
り

用
よ う

施設
し せ つ

について、利用者
り よ う し ゃ

の円滑
え ん か つ

かつ

迅速
じ ん そ く

な避難
ひ な ん

を確保
か く ほ

するための「避難
ひ な ん

確保計
か く ほ け い

画
か く

」の策定
さ く て い

を支援
し え ん

します。 

台帳
だいちょう

の整備
せ い び

のために各事業所
か く じ ぎょ う しょ

に依頼
い ら い

を行ったり
おこな

、新た
あら

な支援者
し え ん し ゃ

を追記
ついき

し

たりするなど毎年
まいとし

見直し
 みなお

を行って
おこな

い

る。今後
こ ん ご

、災害
さ い がい

時
じ

に活用
か つ よう

できるように

検証
けんしょう

していく。防災
ぼ う さい

訓練
く ん れん

で台帳
だいちょう

など

の活用
か つ よう

ができているか把握
は あ く

・検証
けんしょう

に

努
つ と

める。 

防犯
ぼ う は ん

・悪徳
あ く と く

商法
しょうほう

などへの対策
た い さ く

 

「京
きょう

丹後市
た ん ご し

犯罪
は ん ざ い

のない安全
あ ん ぜ ん

で安心
あ ん し ん

なま

ちづくり条例
じょうれい

」に基
も と

づき、市
し

や市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だ ん た い

などが連携
れ ん け い

・

協力
きょうりょく

して犯罪
はんざい

の防止
ぼうし

に努める
つと

とともに、

警察
け い さ つ

や防犯
ぼ う は ん

協会
きょうかい

などの関係
か ん け い

機関
き か ん

との

連携
れ ん け い

による防犯
ぼ う は ん

活動
か つ ど う

を展開
て ん か い

します。

高齢者
こ う れ い し ゃ

や障害
しょうがい

のある人
ひ と

などをねらった

悪徳
あ く と く

商法
しょうほう

の対
た い

策
さ く

については、犯罪
はんざい

を未然
みぜん

に防ぐ
ふせ

ための啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図り
はか

ま

す。 

高齢者
こ う れ いし ゃ

サロン
さ ろ ん

や見守り
 み まも

活動
かつどう

をされる

人
ひ と

へ出前
で ま え

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

した。消費
し ょ うひ

生活
せ い かつ

セミナー
せ み な ー

では啓発
け い はつ

寸劇
す ん げき

を披露
ひ ろ う

し、そ

の模様
も よ う

をケーブルテレビ
け ー ぶ る て れ び

で放映
ほ う えい

し

た。また、ケーブルテレビ
け ー ぶ る て れ び

では消費
し ょ うひ

者
し ゃ

庁
ちょう

作成
さくせい

の啓発
けいはつ

動画
どうが

を繰り返し
く   かえ

放送
ほうそう

し

周知
し ゅ うち

した。市
し

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

では、国
こ く

民
み ん

生活
せ い かつ

センター
せ ん た ー

発行
は っ こう

の高齢者
こ う れ いし ゃ

・障害者
しょうがいしゃ

を守る
まも

ための情報
じょうほう

を掲載
けいさい

している。 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

に

配慮
は い り ょ

した情報
じょうほう

伝達
で ん た つ

手段
し ゅ だ ん

の拡充
かくじゅう

 

防災
ぼ う さ い

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

のデジタル化
で  じ  た  る  か

に伴い
ともな

、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある人
ひ と

への情報
じょうほう

伝達
で ん た つ

手段
し ゅ だ ん

として

引き続
ひ   つ づ

き文字
も じ

放送
ほうそう

の導入
どうにゅう

を進めます
すす

。ま

た、障害
しょうがい

のある人
ひ と

への情報
じょうほう

伝達
で ん た つ

手段
し ゅ だ ん

とし

て、ファックス
ふ ぁ っ く す

や携帯
け い た い

電話
で ん わ

のメール
め ー る

機能
き の う

などを活用
か つ よ う

した災害
さ い が い

情報
じょうほう

伝達
で ん た つ

システム
し す て む

の利
り

用
よう

拡充
かくじゅう

を図ります
はか

。さらに、緊急
きんきゅう

通報
つ う ほ う

シ
し

ステム
す て む

やファックス
ふ ぁ っ く す

110 番
ば ん

、

携帯
け い た い

電話
で ん わ

などからのメール
め ー る

110番
ば ん

の

周知
し ゅ う ち

を図
は か

ります。 

洪水
こ う ずい

浸水
し ん すい

想定
そ う てい

区域
く い き

や土砂
ど し ゃ

災害
さ い がい

（特別
と く べつ

）

警戒
け い かい

区域
く い き

にある要配慮者
よ う は いり ょ しゃ

利用
り よ う

施設
し せ つ

に

対し
たい

て、迅速
じ ん そく

かつ適切
て き せつ

に避難
ひ な ん

情報
じょうほう

を

メール
め ー る

・ＦＡＸで伝える
つた

こととして

いる。夜間
や か ん

でも光って
ひか

見る
 み

ことので

きる筆談
ひ つ だん

ボード
ぼ ー ど

14台
だ い

配備
は い び

し平常
へいじょう

時
じ

は

市民局
し み ん きょ く

、福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

の窓口
ま ど ぐち

において、

災害
さ い がい

時
じ

には各町
かくちょう

の福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん し ょ

におい

て活用
か つ よう

する。イラスト
い ら す と

を用いた
もち

避難
ひなん

情報
じょうほう

の伝達
で ん たつ

も試験的
し け ん て き

に実施
じ っ し

した。 
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第７節
だい  せつ

 生きがい
い

・社会
しゃかい

参加
さ ん か

支援
し え ん

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

としたスポーツ
す ぽ ー つ

や文化
ぶんか

、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

に関する
かん

教室
きょうしつ

・講座
こうざ

などの

開催
かいさい

を働きかけ
はたら

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の文化
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

を促進
そくしん

し、交流
こうりゅう

・

余暇
よ か

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図り
はか

、地域
ちいき

で様々
さまざま

な活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さんか

できるように支援
しえん

し豊か
ゆた

な

生活
せいかつ

を送る
おく

ことができるよう、生きがい
い

・健康づくり
けんこう

を支援
しえん

していくことは障害
しょうがい

のあるな

しに関わらず
かか

大切
たいせつ

なことです。 

また、障害
しょうがい

のある人
ひと

が、必要
ひつよう

な支援
しえん

をうけながら自ら
みずか

の決定
けってい

に基づき
もと

、地域
ちいき

の行事
ぎょうじ

など

に参加
さ ん か

できるよう、移動
い ど う

支援
し え ん

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

の支援
し え ん

など、外出
がいしゅつ

における

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

を図る
はか

ことも必要
ひつよう

です。さらに、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

し、多様
た よ う

な媒体
ばいたい

やS N S
えすえぬえす

を

活用
かつよう

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努める
つと

必要
ひつよう

があります。 

１ 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

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

の集い
つど

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

に、お互い
たが

の理解
りかい

と親睦
しんぼく

を深める
ふか

ため、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

を超えた
こ

交流
こうりゅう

事業
じぎょう

の

開催
か い さ い

など、事業
じ ぎ ょ う

内容
な い よ う

と運営
う ん え い

方法
ほ う ほ う

を検討
け ん と う

しま

す。 

京都府
き ょ う と ふ

が主体
し ゅ たい

となり、京都府
き ょ う と ふ

身体
し ん たい

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

が行う
おこな

「障害者
しょうがいしゃ

の集い
つど

」を企画
き か く

・運営
う ん えい

し、市内
し な い

の

各障害者
かくしょうがいしゃ

団体
だ ん たい

や事業所
じ ぎ ょ うし ょ

が参加
さ ん か

し、

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

を超えた
こ

親睦
しんぼく

・交流
こうりゅう

が

図られて
はか

いる。 

障害者
しょうがいしゃ

スポー
す ぽ ー

ツ
つ

の促進
そ く し ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

を対象
たいしょう

としたスポーツ
す ぽ ー つ

・レクリ
れ く り

エーション
え ー し ょ ん

活動
か つ ど う

について、ニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

する

とともに、活動
か つ ど う

を支援
し え ん

するスポーツ
す ぽ ー つ

指導者
し ど う し ゃ

の

養成
ようせい

と組織化
そしきか

を図ります
はか

。 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

視覚
し か く

障害
しょうがい

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

交
こ う

流
りゅう

研修会
けんしゅうかい

で、カローリング
か ろ ー り ん ぐ

やユニ
ゆ に

ボッチャ
ぼ っ ち ゃ

体験
た い けん

、パラアスリート
ぱ ら あ す り ー と

な

どを招
しょう

聘
へ い

し、パラスポーツ
ぱ ら す ぽ ー つ

講演
こ う えん

会
か い

・パラスポーツ
ぱ ら す ぽ ー つ

体験会
た い け んか い

を開
か い

催
さ い

し

た。令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

はパラカヌー
ぱ ら か ぬ ー

サポ
さ ぽ

ー
ー

ター
た ー

養成
よ う せい

講習会
こうしゅうかい

を開
か い

催
さ い

した。 

※ 自主
じ し ゅ

防災
ぼ う さ い

組織
そ し き

： 

  自治会
じちかい

（区
く

）などを単位
たんい

として自主的
じしゅてき

に地域
ちいき

防災
ぼうさい

活動
かつどう

に取り組む
と    く

組織
そしき

。 

 

※ 地域
ち い き

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

： 

  一定
いってい

の地域
ちいき

に生活
せいかつ

することによって利害
りがい

関係
かんけい

などの面
めん

で結ばれて
むす

いる地域
ちいき

社会
しゃかい

共同体
きょうどうたい

。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

社会
し ゃ か い

体育
た い い く

施設
し せ つ

の整備
せ い び

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

をはじめ、だれでも利用
り よ う

しやす

いよう、社会
し ゃ か い

体育
た い い く

施設
し せ つ

の適切
て き せ つ

な維持
い じ

管理
か ん り

に努
つ と

めます。 

全体的
ぜんたいてき

に築
ちく

年数
ねんすう

が高く
たか

、老朽
ろうきゅう

・

破損
は そ ん

などの課題
かだい

に対し
たい

適宜
てきぎ

修繕
しゅうぜん

など対応
たいおう

している。修繕
しゅうぜん

は予算
よ さ ん

の

範囲内
は ん い な い

で優先
ゆ う せん

順位
じ ゅ んい

をつけ対応
た い おう

し

ている。 

文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
か つ ど う

への支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が様々
さ ま ざ ま

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

できるよう、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

などへの入館料
にゅうかんりょう

などの

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

に努める
つと

とともに、文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
か つ ど う

への参加
さ ん か

促進
そ く し ん

に向けた
む

事業
じぎょう

内容
ないよう

を検討
けんとう

しま

す。 

平成
へ い せい

30年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

まで入
にゅう

館料
かんりょう

を全額
ぜ ん がく

免除
め ん じょ

していた。令和
れ い わ

5

年度
ね ん ど

以降
い こ う

は、市
し

の減免
げ ん めん

基準
き じ ゅん

によ

り、半額
は ん がく

免除
め ん じょ

としている。 

生涯学習
しょうがいがくしゅう

の促
そ く

進
し ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

をはじめ、だれもが利用
り よ う

しやす

いよう、図書館
と し ょ か ん

や公民館
こ う み ん か ん

、資料館
し り ょ う か ん

などの社会
し ゃ か い

教
きょう

育
い く

施設
し せ つ

の充実
じゅうじつ

及
お よ

びこれら施設
し せ つ

を活用
か つ よ う

した

生
しょう

涯
が い

学習
がくしゅう

計画
け い か く

の策定
さ く て い

を検討
け ん と う

します。 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

視覚
し か く

障害
しょうがい

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

交
こ う

流
りゅう

研修会
けんしゅうかい

の中
な か

で、丹後
た ん ご

の歴史
れ き し

や

自然
しぜん

を知る
し

ことや、文化
ぶんか

を体
たい

験
けん

し

てもらったりして、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の

推進
す い しん

に努めた
つと

。 

交流
こうりゅう

の場
ば

づく

り 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

と地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

を活発
か っ ぱ つ

に

するため、地域
ち い き

に密着
みっちゃく

した日常的
にちじょうてき

な取り組み
 と    く

や社会
し ゃ か い

福祉
ふ く し

法人
ほ う じ ん

などのふれあいイベント
い べ ん と

な

どの企画
き か く

を支援
し え ん

します。 

コロナ
こ ろ な

禍
か

もあったが、社会
し ゃ かい

福祉
ふ く し

法人
ほ う じん

が主体
し ゅ たい

となり、地域
ち い き

住民
じゅうみん

と

協働
きょうどう

し な が ら 「 ふ れ あ い

フェスタ
ふ ぇ す た

」「仲間
な か ま

の手
て

しごと展
て ん

」

などのイベント
い べ ん と

を開
かい

催し
さい

、地域
ちいき

に

暮らす
く

幅広い
はばひろ

市民
しみん

と の 交流
こうりゅう

機会
きかい

を持ち続ける
も    つづ

ことができた。 

障害者
しょうがいしゃ

教育
きょういく

事業
じ ぎ ょ う

の 

推進
す い し ん

（再掲
さ い け い

） 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

に障害
しょうがい

のある人
ひ と

に関する
かん

学習
がくしゅう

機会
きかい

の提供
ていきょう

を図る
はか

とともに、障害
しょうがい

のある人
ひ と

の社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するため、障害
しょうがい

のある人
ひ と

が

取り組みや
とり    く

すい交流
こうりゅう

活動
か つ ど う

や学習
がくしゅう

活動
かつどう

を行い
おこな

、

積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

を促す
うなが

よう努めます
つと

。 

京都府
き ょ う と ふ

視覚
し か く

・聴覚
ちょうかく

指導者
し ど う し ゃ

研修会
けんしゅうかい

に

参加
さ ん か

した。障害
しょうがい

ある人
ひ と

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を推進
す い しん

するためには、多く
おお

の

指導者
しどうしゃ

やボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の確保
か く ほ

が

課題
か だ い

である。 
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２ 社会
しゃかい

参加
さんか

を促す
うなが

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

（移動
いどう

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

、情報
じょうほう

取得
しゅとく

） 

 

取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

 

屋外
お く が い

での移動
い ど う

が困難
こ ん な ん

な障害
しょうがい

のある人
ひ と

の

社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するため、地域
ち い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

における移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

として実施
じ っ し

します。 

屋外
お く がい

での移動
い ど う

が困難
こ ん なん

な障害
しょうがい

のある人
ひ と

の外出
がいしゅつ

支援
し え ん

のため、移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょう

を

実施
じ っ し

することで障害
しょうがい

のある人
ひ と

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

などを促進
そ く しん

した。 

福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

利用券
り よ う け ん

または

福祉
ふ く し

ガソリン
が そ り ん

利用券
り よ う け ん

の交付
こ う ふ

 

外出
がいしゅつ

困難
こんなん

な在宅
ざいたく

の障害
しょうがい

のある人
ひと

に対し
たい

て、生活
せ い か つ

行動
こ う ど う

範囲
は ん い

の拡大
か く だ い

と社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

の促
そ く

進
し ん

を図る
は

ため、タクシー
た く し ー

料金
りょうきん

の一部
い ち ぶ

を助
じ ょ

成
せ い

する「福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

利用券
り よ う け ん

」または自
じ

家用車
か よ う し ゃ

などのガソリン
が そ り ん

費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を

助成
じ ょ せ い

する「福祉
ふ く し

ガソリン
が そ り ん

利用券
り よ う け ん

」のいず

れかを交付
こ う ふ

します。 

制度
せいど

に基づき
もと

、タクシー
た く し ー

の利用
りよう

料金
りょうきん

またはガソリン
が そ り ん

代金
だ い きん

の一部
い ち ぶ

を助成
じ ょ せい

す

ることにより、外出
がいしゅつ

が困難
こ ん なん

な障害
しょうがい

のあ

る人
ひ と

の外出
がいしゅつ

を支援
し え ん

することができた。

また、新た
あら

に福祉
ふ く し

有償
ゆうしょう

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

でもタクシー
た く し ー

利用券
り よ う け ん

が利用
り よ う

できるこ

ととなったが、事業
じ ぎ ょう

を継続
け い ぞく

するために

は、運転者
う ん て んし ゃ

や車両
しゃりょう

の更新
こ う しん

についても

検討
け ん とう

が必要
ひ つ よう

である。 

じん臓
ぞ う

機能
き の う

障
しょう

害者
が い し ゃ

通院
つ う い ん

交通
こ う つ う

費
ひ

助成
じ ょ せ い

 

血液
け つ え き

透析
と う せ き

療法
りょうほう

を行う
おこな

ため、頻繁
ひ ん ぱ ん

に通院
つ う い ん

す

る必要
ひつよう

がある障害
しょうがい

のある人
ひと

に対して
たい

、経
け い

済的
ざいてき

負担
ふたん

の軽減
けいげん

を図る
はか

ため、通院
つ う い ん

時
じ

にお

ける公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関
き か ん

などの利用
り よ う

料金
りょうきん

を

助成
じ ょ せ い

します。 

制度
せいど

に基づき
もと

実施
じっし

し、交通費
こ う つ う ひ

の一部
い ち ぶ

を

助成
じ ょ せい

することにより、負担
ふ た ん

軽減
け い げん

を図
は か

っ

た。 

外出
がいしゅつ

支援
し え ん

マッ
ま っ

プ
ぷ

の作成
さ く せ い

 

障害
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、障害
しょうがい

のある人
ひ と

に配慮
は い り ょ

された施設
し せ つ

や道
ど う

路
ろ

などの情報
じょうほう

を掲載
け い さ い

したマップ
ま っ ぷ

など

商業
しょうぎょう

や観光
か ん こ う

事業
じ ぎ ょ う

と協働
きょうどう

した作成
さ く せ い

を検討
け ん と う

します。 

外出
がいしゅつ

支援
し え ん

マップ
ま っ ぷ

の作成
さ く せい

について検討
け ん とう

を行い
おこな

、市内
し な い

の企業
き ぎ ょう

へ合理的
ご う り て き

配慮
は い りょ

のチ
ち

ラシ
ら し

配布
は い ふ

などを行う
おこな

ことで啓発
け い はつ

・周知
し ゅ うち

を行う
お こ な

こととする。 

コミュニケー
こ み ゅ に け ー

ション
し ょ ん

支援
し え ん

事
じ

業
ぎょう

の実施
じ っ し

 

聴覚
ちょうかく

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害
しょうがい

のある人
ひ と

の情報
じょうほう

入
にゅう

手
し ゅ

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
し ゅ だ ん

を確保
か く ほ

し、

日常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
しえん

及び
およ

社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

を

図る
はか

ため、「手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

・要約
よ う や く

筆
ひ っ

記者
き し ゃ

の

派遣
は け ん

」「手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

の設置
せ っ ち

」などを、地
ち

域
い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

における意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

として実施
じ っ し

します。 

手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

及び
およ

要約
よ う や く

筆
ひ っ

記者
き し ゃ

の 人材
じ ん ざい

不
ぶ

足
そ く

が課題
か だ い

である。通
つ う

訳者
や く しゃ

になるには、

遠方
え ん ぽう

での講座
こ う ざ

の受講
じ ゅ こう

が必要
ひ つ よう

なため、

市内
し な い

で奉仕員
ほ う し い ん

養成
よ う せい

講座
こ う ざ

を受講
じ ゅ こう

しても

次
つ ぎ

に繋がらない
つな

ことが多い
おお

。 
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取
と

り組
く

み 内
な い

  容
よ う

 成果
せ い か

と課題
か だ い

 

障害者
しょうがいしゃ

教育
きょういく

事業
じ ぎ ょ う

の推進
す い し ん

（再掲
さ い け い

） 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

に障害
しょうがい

のある人
ひ と

に関する
かん

学習
がくしゅう

機会
 き かい

の提供
ていきょう

を図る
はか

とともに、障害
しょうがい

のある

人
ひ と

の社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するため、障害
しょうがい

のあ

る人
ひ と

が取り組みやすい
と     く

交流
こうりゅう

活動
かつどう

や学習
がくしゅう

活動
かつどう

を行い
おこな

、積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

を促す
うなが

よう

努め
つと

ます。 

京都府
き ょ う と ふ

視覚
し か く

・聴覚
ちょうかく

指導者
し ど う し ゃ

研修会
けんしゅうかい

に参加
さ ん か

した。障害
しょうがい

のある人
ひ と

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を推進
す い しん

す る た め に は 、 多く
おお

の 指導者
し ど う し ゃ

や

ボランティア
ぼ  ら  ん  て  ぃ  あ

確保
か く ほ

が課題
か だ い

である。 

障害
しょうがい

の種類
し ゅ る い

に

応じた
おう

広報
こうほう

の

充実
じゅうじつ

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

や関係
か ん け い

団体
だ ん た い

・機関
き か ん

との連携
れ ん け い

を図り
はか

、広報紙
こ う ほ う し

などの刊行物
か ん こ う ぶ つ

の拡大版
か く だ い ば ん

発行
は っ こ う

や音声化
お ん せ い か

などの導入
どうにゅう

・検討
けんとう

を進め
すす

ま

す。 

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

など、文字
も じ

情報
じょうほう

を得
え

ること

が困難
こ ん なん

な人
ひ と

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

・自立
じ り つ

支援
し え ん

のた

め市
し

や関係
か ん けい

団体
だ ん たい

などが実施
じ っ し

する各種
か く しゅ

事業
じ ぎ ょう

や行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

に関する
かん

情報
じょうほう

を

掲載
け い さい

している広報誌
こ う ほ う し

の音声版
お ん せ いば ん

を製作
せ い さく

し、希望者
き ぼ う し ゃ

へ送付
そ う ふ

した。 
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第８節
だい  せつ

 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

第２次
だ い  じ

京
きょう

丹後市
た ん ご し

総合
そうごう

計画
けいかく

をはじめ、アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

などの結果
けっか

及び
およ

第３次
だ い  じ

計画
けいかく

の成果
せ い か

と

課題
かだい

を踏まえ
ふ

、本計画
ほんけいかく

の基本
きほん

理念
りねん

である「地域
ちいき

の中
なか

で共
とも

に生きる
い

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の充実
じゅうじつ

」の

実現
じつげん

に向け
む

、次
つぎ

の５つを基本
き ほ ん

目標
もくひょう

としてかかげます。 

 

１ 共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む

環境づくり
かんきょう

 

障害
しょうがい

のあるなしに関係
かんけい

なく共
とも

に暮らす
く

「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」を実現
じつげん

していくには、その前提
ぜんてい

条件
じょうけん

として相互
そうご

の人格
じんかく

と個性
こせい

を尊重
そんちょう

し支え合う
ささ   あ

社会
しゃかい

を構築
こうちく

していく必要
ひつよう

があります。そのため、

市民
しみん

への広報
こうほう

啓発
けいはつ

をはじめ、障害
しょうがい

のある人
ひと

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

において受ける
う

制限
せいげん

は、心身
しんしん

の機能
きのう

の障害
しょうがい

のみに起因
きいん

するものではなく、社会
しゃかい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

と

相対す
あいたい

ることによって生
しょう

ずるもので、障害
しょうがい

をだれもが自分
じぶん

のこととして、障害
しょうがい

のある人
ひと

の暮らしに
く

くさを身近に
みじか

捉える
とら

ことができるよう、地域
ちいき

での交流
こうりゅう

機会
きかい

を充実
じゅうじつ

させる

取り組み
と   く

を行う
おこな

ことで障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

を深め
ふか

、また外出
がいしゅつ

時
じ

の移動
い ど う

支援
し え ん

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

などを充実
じゅうじつ

させることで障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するための支援
し え ん

を推進
すいしん

しま

す。 

また、障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じりつ

及び
およ

社会
しゃかい

参加
さんか

の支援
しえん

のために、障害
しょうがい

受容
じゅよう

への支援
しえん

も含めた
ふく

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

への体制づ
たいせい

くり、さらに乳幼児期
にゅうようじき

からその持てる
も

能力
のうりょく

や可能性
かのうせい

を最大
さいだい

限
げん

に伸ばす
の

ための一貫
いっかん

した支援
しえん

・教育
きょういく

を、一人
ひとり

ひとりの障害
しょうがい

特性
とくせい

やニーズ
に ー ず

に応じて
おう

実施
じっし

できるよう環境
かんきょう

整備
せいび

に努め
つと

、障害
しょうがい

のあるなしに関係
かんけい

なく共
とも

に地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として

暮
く

らせるよう、基盤づくり
きばん

を進
すす

めます。 

 

 

 

 

 

 

２ 福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ちいき

で暮らし続ける
く     つづ

には、障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支える
ささ

福祉
ふくし

サー
さ ー

ビス
び す

は重要
じゅうよう

なものとなります。そのため、特
とく

に、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に配慮
はいりょ

しつつ、障害
しょうがい

のある

人
ひと

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

や移動
い ど う

支援
し え ん

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の拡充
かくじゅう

、身近に
みじか

医療
いりょう

が受
う

け

【関連
かんれん

する施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

】 

■ 広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

  ■ 療育
りょういく

・教育
きょういく

  ■ 生きがい
い

・社会
しゃかい

参加
さんか

支援
し え ん
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られる体制
たいせい

づくりなど、ニーズ
に ー ず

の高
たか

いサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

に取り組み
と   く

ます。また、障害
しょうがい

のある

人
ひと

が、地域
ち い き

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して暮
く

らし続
つづ

けるには、当事者
とうじしゃ

のみならず介助
かいじょ

する家族
か ぞ く

への

ケア
け あ

も重要
じゅうよう

となります。そのため身近
み ぢ か

な相談
そうだん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させるとともに、親亡
お や な

き後
あと

の生活
せいかつ

の場
ば

としてグル
ぐ る

ープホ
ぷ ほ

ーム
ー む

などの居住
きょじゅう

系
けい

サービス
さ ー び す

やホーム
ほ ー む

ヘルパー
へ る ぱ ー

の人材
じんざい

を確保
か く ほ

するこ

となど訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

についても、短期的
たんきてき

・中長期
ちゅうちょうき

的
てき

な観点
かんてん

から検討
けんとう

していきま

す。 

 

 

 

 

 

３ 生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

を充実
じゅうじつ

させるため、住まい
す

や道路
どうろ

・公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

・公共
こうきょう

施設
しせつ

などのバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

も推進
すいしん

していきます。 

一方
いっぽう

、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

を契機
け い き

に、災害
さいがい

への体制
たいせい

については市民
し み ん

全般
ぜんぱん

にわたって関心
かんしん

が高
たか

ま

っていることから、障害
しょうがい

特性
とくせい

に対応
たいおう

した避難
ひ な ん

支援
し え ん

などの充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、福祉
ふ く し

や防災
ぼうさい

な

どの地域
ち い き

の関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

し、災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

支援
し え ん

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

や障害
しょうがい

のある人
ひと

への

支援
し え ん

や介助
かいじょ

について検討
けんとう

します。また、防犯面
ぼうはんめん

や交通安
こうつうあん

全面
ぜんめん

についても引き続き
ひ   つづ

周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

ぐるみによる日常的
にちじょうてき

な声
こえ

かけ・見守
み ま も

り体制
たいせい

を構築
こうちく

していく中
なか

で、

障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して暮
く

らせる地域づくり
ちいき

・生活
せいかつ

環境づく
かんきょう

りを進
すす

めていきます。 

 

 

 

 

 

４ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

就労
しゅうろう

は生計
せいけい

の維持
い じ

だけでなく、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を果
は

たす場
ば

としても重要
じゅうよう

なも

のとなります。そのため、関係
かんけい

機関
き か ん

や障害
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

と連携
れんけい

し、職場実習
しょくばじっしゅう

の推進
すいしん

や雇用前
こようまえ

の雇入れ
やといい

支援
し え ん

から雇用後
こ よ う ご

の職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

までの一貫
いっかん

した総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

づくりと雇用
こ よ う

の場
ば

の拡充
かくじゅう

について取り組み
と   く

を進
すす

めていきます。また、年金
ねんきん

や諸手当
しょてあて

な

どの各種
かくしゅ

の支援
し え ん

制度
せ い ど

を運用
うんよう

し、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

を支援
し え ん

します。さらに、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が難しい
むずか

障害
しょうがい

【関連
かんれん

する施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

】 

■ 生活
せいかつ

支援
し え ん

 

 

【関連
かんれん

する施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

】 

■ 生活
せいかつ

環境
かんきょう
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のある人
ひと

への対策
たいさく

として、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の場
ば

の確保
か く ほ

や大切
たいせつ

な収 入 源
しゅうにゅうげん

である工賃
こうちん

アップ
あ っ ぷ

につ

いても障害
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

と連携
れんけい

し取り組み
と   く

を支援
し え ん

します。 

 

 

 

 

 

 

５ スポーツ
す ぽ ー つ

、文化
ぶ ん か

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

などの活動
かつどう

の推進
すいしん

 

すべての障害
しょうがい

のある人
ひと

が、芸術
げいじゅつ

及び
およ

文化
ぶんか

活動
かつどう

への参加
さんか

を通
つう

じて、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

と社会
しゃかい

を豊か
ゆた

にするとともに障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

め、地域
ち い き

の中
なか

で生
い

きがいを持
も

って暮
く

ら

していくために、スポーツ
す ぽ ー つ

・文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

・生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

・レクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

活動
かつどう

を通
つう

じて、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の体力
たいりょく

の増強
ぞうきょう

や健康づくり
けんこう

、交流
こうりゅう

、余暇
よ か

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、

スポーツ
す ぽ ー つ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

の質
しつ

を高
たか

めるものとして様々
さまざま

な効果
こ う か

が期待
き た い

で

きるため、自治会
じ ち か い

（区
く

）や当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

、ＮＰＯ
えぬぴーおー

、さらには公民館
こうみんかん

や運動
うんどう

公園
こうえん

などの社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

・社会
しゃかい

体育
たいいく

施設
し せ つ

などとも連携
れんけい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

のスポーツ
す ぽ ー つ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の振興
しんこう

を図り
はか

ます。同時
ど う じ

に、障害
しょうがい

のある人
ひと

が積極的
せっきょくてき

にスポーツ
す ぽ ー つ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

などに取り組
と   く

め

るよう、課題
か だ い

でもある公共
こうきょう

交通
こうつう

などの移動
い ど う

手段
しゅだん

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

を確保
か く ほ

できるよ

う支援
し え ん

していきます。スポーツ
す ぽ ー つ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

などを促進
そくしん

することで、生
い

きがい・健康
けんこう

づくりの

場
ば

を充実
じゅうじつ

させていくことが必要
ひつよう

でありまた、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

に円滑
えんかつ

にアクセス
あ く せ す

できるよう、

障害
しょうがい

のある人
ひと

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

・サービス
さ ー び す

などの提供
ていきょう

の促進
そくしん

や障害
しょうがい

のある人
ひと

が

利用
り よ う

しやすい様々
さまざま

な取り組み
と   く

を通
つう

じて情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

の向上
こうじょう

を促進
そくしん

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連
かんれん

する施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

】 

■ 雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

 

 

【関連
かんれん

する施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

】 

■ 生きがい
い き が い

・社会
しゃかい

参加
さ ん か

支援
し え ん
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第 1章
だい しょう

 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

と取り組み
と    く

 

第１節
だい  せつ

 施策
し さ く

の体系
たいけい

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本
きほん

理念
りねん

：「地域
ちいき

の中
なか

で共
とも

に生きる
い

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の充実
じゅうじつ

」 

計画
けいかく

の基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

1共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む

環境づくり
かんきょう

 

2福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

 

3生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

充実
じゅうじつ

 

4障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

5スポーツ
す ぽ ー つ

、文化
ぶ ん か

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

などの活動
かつどう

の推進
すいしん

 

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

 
施策
しさく

の取り組み
と   く

 

1 広報
こ う ほ う

・啓発
け い は つ

活動
か つ ど う

 

2 生活
せ い か つ

支援
し え ん

 

 

3 療育
りょういく

・教育
きょういく

 

4 雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

 

5 生活
せ い か つ

環境
かんきょう

 

6 生きがい
い

・社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

支援
し え ん

 

■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

 

■福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

■交流
こうりゅう

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

 
■障害

しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの充実
じゅうじつ

 

■健康
けんこう

・医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

■権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

■地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 ■障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・対応
たいおう

 

■就学前
しゅうがくまえ

療育
りょういく

・保育
ほ い く

の充実
じゅうじつ

 

■障害
しょうがい

のある子ども
こ

の教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

■障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の場
ば

の拡大
かくだい

 

■総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

・施策
し さ く

の推進
すいしん

 

■ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

とバリアフリー
ば り あ ふ り ー

のまちづくりの推進
すいしん

 

■防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

への対応
たいおう

 

■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

の推進
すいしん

 

■社会
しゃかい

参加
さんか

を促す
うなが

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

（移動
い ど う

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

、情報
じょうほう

取得
しゅとく

） 
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第２節
だい  せつ

 広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

 

１ 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

 

市民
しみん

に対し
たい

、障害
しょうがい

に関する
かん

理解
りかい

を促進
そくしん

するため、「障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

」の基本
きほん

方針
ほうしん

の

もと障害
しょうがい

のあるなしに関係
かんけい

なく、お互い
  たが

の人格
じんかく

と個性
こせい

を認め合い
みと  あ

尊重
そんちょう

し、だれもが障害
しょうがい

による様々
さまざま

な環境
かんきょう

の不便さ
ふべん

を自分
じぶん

のこととして意識
いしき

できるよう「広報
こうほう

京
きょう

丹後
たんご

」や「京
きょう

丹後
たんご

市
し

 暮らし
く

の便利帳
べんりちょう

」などの冊子
さ っ し

媒体
ばいたい

や「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」などの機会
き か い

を活用
かつよう

した広報
こうほう

・啓発
けいはつ

を行います
おこな

。障害者
しょうがいしゃ

製品
せいひん

常設
じょうせつ

販売所
はんばいじょ

（クリエイトショップ
く り え い と し ょ っ ぷ

くりくり）を通
つう

じ、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

の才能
さいのう

の創造
そうぞう

の場
ば

と機会
きかい

の提供
ていきょう

を支援
しえん

することで地域
ちいき

社会
しゃかい

の障害者
しょうがいしゃ

理解
りかい

の促進
そくしん

に

努めます
つと

。また、近年
きんねん

、障害
しょうがい

についてはその種類
しゅるい

や抱える
かか

問題
もんだい

、治療
ちりょう

方法
ほうほう

など多様化
たようか

・複雑化
ふくざつか

しているため、これらの状況
じょうきょう

に応じた
おう

広報
こうほう

媒体
ばいたい

の充実
じゅうじつ

に努めます
つと

。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

広報紙
こ う ほ う し

・パンフレ
ぱ ん ふ れ

ット
っ と

・ホームペー
ほ ー む ぺ ー

ジ
じ

などの活用
かつよう

 

「広報
こうほう

京
きょう

丹後
た ん ご

」や「広報
こうほう

京
きょう

丹後
た ん ご

おしらせ版
ばん

」「京
きょう

丹後市
た ん ご し

 暮
く

らしの便利帳
べんりちょう

」、子育て
こそだ

応援
おうえん

ハンドブック
は ん ど ぶ っ く

「キッズナビ
き  っ  ず  な  び

」、各種
かくしゅ

パ
ぱ

ンフレット
ん ふ れ っ と

、市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

、フェイスブック
ふ ぇ い す ぶ っ く

などの広報
こうほう

媒体
ばいたい

を活用
かつよう

し、関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

と連携
れんけい

し、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

につい

て市
し

民
みん

の理解
り か い

と啓発
けいはつ

を計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

します。 

継続
けいぞく

 

マスメディア
ま す め で ぃ あ

を活
かつ

用
よう

した啓発
けいはつ

 

ケーブルテレビ
け ー ぶ る て れ び

の自主
じしゅ

放送枠
ほうそうわく

などを活用
かつよう

し、障害
しょうがい

に関する
かん

諸問
しょもん

題
だい

について啓発
けいはつ

を行います
おこな

。 
継続
けいぞく

 

多様化
た よ う か

する 障害
しょうがい

に 関する
かん

啓発
けいはつ

の

推進
すいしん

 

自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

と連携
れんけい

し、発達
はったつ

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

を含めた
ふく

障害
しょうがい

への理解
り か い

、障害
しょうがい

のある人
ひと

への支援
し え ん

のあり方
   か た

について、民生
みんせい

委員
い い ん

・

児童
じ ど う

委員
い い ん

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

に対して
たい

講座
こうざ

を開催
かいさい

し、啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

継続
けいぞく

 

「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」な

どを中心
ちゅうしん

とした

広
こう

報
ほう

・啓発
けいはつ

 

「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」などの期間
き か ん

において、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サー
さ ー

ビ
び

ス
す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

と連携
れんけい

し、啓発
けいはつ

活動
かつどう

や障害
しょうがい

への理解
り か い

を

深める
ふか

ためのイベント
い べ ん と

活動
かつどう

などを展開
て ん か い

します。 

障害者
しょうがいしゃ

事業所
じぎょうしょ

製品
せいひん

販売
はんばい

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

を通じ
つう

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の

才能
さいのう

の創造
そうぞう

の場
ば

と機会
き か い

の提供
ていきょう

を支援
し え ん

することで地域
ち い き

社会
しゃかい

の

理解
り か い

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 

継続
けいぞく

 

障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

による啓発
けいはつ

活動
かつどう

の

促進
そくしん

 

障害
しょうがい

に関して
かん

広く
ひろ

市民
しみん

の理解
りかい

を深める
ふか

ため、障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

と

の連携
れんけい

・支援
しえん

を強化
きょうか

し、啓発
けいはつ

活動
かつどう

の促進
そくしん

を図ります
はか

。 
継続
けいぞく
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

心
こころ

の バリアフリー
ば り あ ふ り ー

運動
うんどう

の実施
じ っ し

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の基本
きほん

方針
ほうしん

に基づき
もと

、学校
がっこう

や企業
きぎょう

、事
じ

業所
ぎょうしょ

などが障害
しょうがい

のある人
ひと

の状況
じょうきょう

にあった合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

やサポート
さ ぽ ー と

のできる意識
いしき

が広がる
ひろ

よう、障害者
しょうがいしゃ

理解
りかい

の

啓発
けいはつ

に努めます
つと

。 

継続
けいぞく

 

 

 

 

 

 

２ 福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

各学校
かくがっこう

で実施
じっし

されている福祉
ふくし

体験
たいけん

学習
がくしゅう

や体験
たいけん

活動
かつどう

などを通じ
つう

、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

理解
りかい

を深める
ふか

福祉
ふくし

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。また、多
おお

くの市民
し み ん

が障害
しょうがい

のある人
ひと

の問題
もんだい

や人権
じんけん

な

どについて学
まな

べるよう、学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

を図
はか

ります。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

学校
がっこう

における福祉
ふ く し

 

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

学校
がっこう

における福祉
ふ く し

体験
たいけん

学習
がくしゅう

や体験
たいけん

活動
かつどう

などをカリキュ
か り き ゅ

ラ
ら

ム
む

の中
なか

に適切
てきせつ

に位置づけ
い ち

、障害
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

を通
とお

してお互い
  たが

の心
こころ

が通い合う
かよ     あ

環境づくり
かんきょう

に

努めます
つと

。 

継続
けいぞく

 

人権
じんけん

教育
きょういく

事業
じぎょう

 

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

に関する
かん

問題
もんだい

をはじめ、様々
さまざま

な人権
じんけん

問題
もんだい

について正
ただ

しい理解
りかい

と認識
にんしき

を深める
ふか

ため、講演会
こうえんかい

などの定期的
ていきてき

な

開催
かいさい

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

障害
しょうがい

に関する
かん

学習
がくしゅう

 

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

公民館
こうみんかん

や図書館
と し ょ か ん

など社会
しゃかい

教育
きょういく

関連
かんれん

施設
し せ つ

と連携
れんけい

し、障害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めるための学習
がくしゅう

活動
かつどう

の推進
すいしん

を図
はか

ると

ともに、学習
がくしゅう

活動
かつどう

から障害
しょうがい

のある人
ひと

と一般
いっぱん

市民
し み ん

との

協働
きょうどう

による実践
じっせん

活動
かつどう

につながる仕組み
し く

を検討
けんとう

します。 

継続
けいぞく

 

福祉
ふ く し

教育
きょういく

活動
かつどう

への 

支援
し え ん

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などの関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、福祉
ふ く し

教育
きょういく

活動
かつどう

への支援
し え ん

をします。 
継続
けいぞく
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３ 交流
こうりゅう

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

や京
きょう

丹後市
た ん ご し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か 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

、学校
がっこう

、自治会
じ ち か い

（区
く

）など、多様
た よ う

な団体
だんたい

・機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

と地域
ち い き

住民
じゅうみん

とがお互い
  たが

に交流
こうりゅう

で

きる機会
き か い

の拡充
かくじゅう

に努
つと

めます。また、学校
がっこう

などにおける交流
こうりゅう

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

障害者
しょうがいしゃ

教育
きょういく

事業
じぎょう

の 

推進
すいしん

 

地域
ちいき

住民
じゅうみん

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に関する
かん

学習
がくしゅう

機会
きかい

の提供
ていきょう

を

図
はか

るとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さんか

を促進
そくしん

するた

め、障害
しょうがい

のある人
ひと

が取り組みやすい
と   く

交流
こうりゅう

活動
かつどう

や学習
がくしゅう

活動
かつどう

を行い
おこな

、積
せっ

極的
きょくてき

な参加
さ ん か

を促す
う な が

よう努
つと

めます。 

継続
けいぞく

 

学校
がっこう

における交流
こうりゅう

 

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、人権
じんけん

学習
がくしゅう

・福祉
ふ く し

体
たい

験
けん

学習
がくしゅう

の中
なか

で、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

や

施設
し せ つ

訪問
ほうもん

を通
つう

じた障害
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

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

交流
こうりゅう

の場
ば

づくり 

障害
しょうがい

のある人
ひと

と地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

を活発
かっぱつ

にするため、

地域
ち い き

に日常的
にちじょうてき

な取り組み
と    く

や社会
や か い

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

などのイベン
い べ ん

ト
と

などの企画
き か く

を支援
し え ん

します。 

継続
けいぞく
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第３節
だい  せつ

 生活
せいかつ

支援
し え ん

 

１ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの充実
じゅうじつ

 

各種
かくしゅ

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

などと連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

や

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

など、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

基盤
き ば ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、生活
せいかつ

安定
あんてい

のための経済的
けいざいてき

支援
し え ん

や各種
かくしゅ

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

策
さく

などを行
おこな

い、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

を支援
し え ん

することで障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

や在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を支える
ささ

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

に取り組みます
と    く

。 

近年
きんねん

、外見
がいけん

からはわかりづらい障害
しょうがい

であるがために生
い

きづらさや働
はたら

きづらさを抱
かか

える

精神
せいしん

障害
しょうがい

や発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らすことができるよう、

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

、就労
しゅうろう

、教育
きょういく

などの包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

が求
もと

めら

れています。大きな
おお

課題
かだい

であるホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

などの人材
じんざい

不足
ぶそく

の解消
かいしょう

に向
む

けて、京都府
きょうとふ

や

近
きん

隣
りん

の市町
しまち

や障害
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

と情報
じょうほう

交換
こうかん

の場
ば

を持ちながら
も

課題
かだい

の解消
かいしょう

に

ついて検討
けんとう

をしていくとともに、国
くに

の動向
どうこう

を十分
じゅうぶん

把握
は あ く

したうえで、新
あら

たなサービス
さ ー び す

の仕組
し く

み及
およ

び基盤
きんばん

整備
せ い び

・確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

 

（１）自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

障害者
しょうがいしゃ

ケアマネ
け あ ま ね

ジメントシステ
じ め ん と し す て

ム
む

の構築
こうちく

 

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

や本市
ほ ん し

における相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。また、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

連
れん

携
けい

会議
か い ぎ

などと協議
きょうぎ

しながら、ケアマネジメントシステム
け あ ま ね じ め ん と し す て む

の構
こう

築
ちく

と基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

を検討
けんとう

します。 

継続
けいぞく

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、その有
ゆう

する能力
のうりょく

と適性
てきせい

に応
おう

じて、自立
じ り つ

し

た日常
にちじょう

・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、「意思
い し

疎通
そ つ う

支
し

援
えん

事業
じぎょう

」「日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

」「移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」「地
ち

域
いき

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

」の必須
ひっすう

事業
じぎょう

に加
くわ

え、その他
  た

事業
じぎょう

と

して「相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」「訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

」「日中
にっちゅう

一
いち

時
じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」などを実施
じ っ し

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

や介護者
か い ご し ゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

 

  



56 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

介護
か い ご

給付
きゅうふ

にかかわる

サービス
さ ー び す

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができる

よう、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、「居宅
きょたく

介護
か い ご

」「重度
じゅうど

訪
ほう

問
もん

介護
か い ご

」「行動
こうどう

援護
え ん ご

」「同行
どうこう

援護
え ん ご

」「重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支
し

援
えん

」「療養
りょうよう

介護
か い ご

」「生活
せいかつ

介護
か い ご

」「短期
た ん き

入所
にゅうしょ

」「共同
きょうどう

生活
せいかつ

援
えん

助
じょ

」「施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

」などの各サービス
か く さ ー び す

の提供
ていきょう

を進
すす

め

ます。 

継続
けいぞく

 

訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

にかかわ

るサービス
さ ー び す

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が自立
じ り つ

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

よう、「自立
じ り つ

訓練
くんれん

」「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

」「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

」

「共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」などの各サービス
か く さ ー び す

の提供
ていきょう

と新設
しんせつ

され

るサービス
さ ー び す

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進
すす

めます。 

継続
けいぞく

 

補装具事業
ほ そ う ぐ じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の身体
しんたい

機能
き の う

を補完
ほ か ん

または代替
だいたい

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を過
す

ごしやすくするため、補
ほ

装具
そ う ぐ

の給付
きゅうふ

を行
おこな

いま

す。 

継続
けいぞく

 

自立支援医療
じ り つ し え ん い り ょ う

の給付
きゅうふ

 

身体
しんたい

の機能
き の う

障害
しょうがい

を除去
じょきょ

または軽減
けいげん

するため、血液
けつえき

透析
とうせき

療
りょう

法
ほう

や関節
かんせつ

形成
けいせい

手術
しゅじゅつ

などの日常
にちじょう

生活
せいかつ

能力
のうりょく

を回復
かいふく

する

ための医療費
い り ょ う ひ

や、通院
つういん

により精神
せいしん

疾患
しっかん

の治療
ちりょう

を受
う

けてい

る人
ひと

の医療費
い り ょ う ひ

を支給
しきゅう

します。 

１８歳
   さ い

未満
み ま ん

の子
こ

どもの育成
いくせい

医療
いりょう

や療養
りょうよう

介護
か い ご

医療費
い り ょ う ひ

を

支給
しきゅう

します。 

継続
けいぞく

 

ホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

の 

確保
か く ほ

 

重度
じゅうど

障害
しょうがい

のある人
ひと

への対応
たいおう

など、一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

の

状
じょう

況
きょう

に応
おう

じた支援
し え ん

が行
おこな

えるよう、ホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

の

確保
か く ほ

に向
む

けた取り組み
と    く

を推進
すいしん

します。 

継続
けいぞく

 

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

 

への地域
ち い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

 

 

精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らす

ことができるよう保健
ほ け ん

・医療
いりょう

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

、就労
しゅうろう

、

教育
きょういく

など包括的
ほうかつてき

なケア
け あ

体制
たいせい

の構築
こうちく

ができるよう京都府
き ょ う と ふ

と連携
れんけい

し、協議
きょうぎ

を進
すす

めます。 

継続
けいぞく

 

 

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

 

への支援
し え ん

体制
た い せ い

の整備
せ い び

 

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

により各専門
かくせんもん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

が円滑
えんかつ

に

実
じっ

施
し

できるよう保健
ほ け ん

・医療
いりょう

や福祉
ふ く し

、就労
しゅうろう

、教育
きょういく

などの

関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

体制
たいせい

を明確化
め い か く か

し、地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らせ

るよう切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を進
すす

めます。 

継続
けいぞく

 

ヤングケアラー
や ん ぐ け あ ら ー

へ の

支援
し え ん

 

ヤングケアラー
や ん ぐ け あ ら ー

をはじめとする障害
しょうがい

のある人
ひと

の家族
か ぞ く

支援
し え ん

について、相談
そうだん

や障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

などに関する
かん

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を実施
じっし

して必要
ひつよう

な支援
しえん

につなぎます。 

新規
し ん き
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（２）その他
  た

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの推進
すいしん

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

各種
かくしゅ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

な

どの支給
しきゅう

 

「特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

」「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

」「特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

」などの各種
かくしゅ

手当
て あ て

を支給
しきゅう

します。 
継続
けいぞく

 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対
たい

する 

サービス
さ ー び す

の実施
じ っ し

 

在宅
ざいたく

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

及び
およ

家族
かぞく

の福祉
ふくし

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、

ホーム
ほ ー む

ヘルパー
へ る ぱ ー

派遣
は け ん

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

などを行
おこな

う

在宅
ざいたく

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。 

継続
けいぞく

 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

との連携
れんけい

によるサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

 

65歳
さい

以上
いじょう

の障害
しょうがい

のある人
ひと

が、その人
ひと

の障害
しょうがい

特性
とくせい

や生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

にあった各種
かくしゅ

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

により、可能
か の う

な限り
かぎ

在宅
ざいたく

での生活
せいかつ

や地域
ち い き

での生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、

介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

と障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を組み合わ
く    あ

せながら

サービス
 さ ー び す

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか

。 

継続
けいぞく
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２ 健康
けんこう

・医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

ができる限り
かぎ

身近
み ぢか

な地域
ち い き

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをするこ

とができるよう、適切
てきせつ

な医療
いりょう

・リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

について、医療
いりょう

機関
き か ん

や京都府
き ょ う と ふ

との連携
れんけい

を

強化
きょうか

し、身近
み じか

な地域
ちいき

における医療
いりょう

機関
きかん

及び
およ

在宅
ざいたく

における医療
いりょう

提供
ていきょう

体制
たいせい

、保健所
ほけんしょ

、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

、児童
じどう

相談所
そうだんじょ

、市
し

による保健
ほ けん

サービス
さ ー び す

などの充実
じゅうじつ

・連携
れんけい

を促進
そくしん

します。 

さらに医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の必要
ひつよう

な児童
じ ど う

が地域
ち い き

で安心
あんしん

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

が送
おく

れるよう、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

や

福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

などの各関連
かくかんれん

分野
ぶ ん や

の機関
き か ん

が連携
れんけい

し、京都府
き ょ う と ふ

と協働
きょうどう

しながら支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を進
すす

めます。 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

の給付
きゅうふ

 

（再掲
さいけい

） 

身体
しんたい

の機能
き の う

障害
しょうがい

を除去
じょきょ

または軽減
けいげん

するため、血液
けつえき

透析
とうせき

療
りょう

法
ほう

や関節
かんせつ

形成
けいせい

手術
しゅじゅつ

などの日常
にちじょう

生活
せいかつ

能力
のうりょく

を回復
かいふく

する

ための医療費
い り ょ う ひ

や通院
つういん

により精神
せいしん

疾患
しっかん

の治療
ちりょう

を受
う

けている

人
ひと

の医療費
い り ょ う ひ

を支給
しきゅう

します。18歳
さい

未満
み ま ん

の子
こ

どもの育成
いくせい

医
い

療
りょう

や療養
りょうよう

介護
か い ご

医療費
いりょうひ

を支給
しきゅう

します。 

継続
けいぞく

 

公的医療制度
こうてきいりょうせいど

の

充実
じゅうじつ

 

重度
じゅうど

心身
しんしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい

医療
いりょう

補助
ほじょ

など、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

が安心
あんしん

して適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受
う

けることができるよ

う、公的
こうてき

医療
いりょう

制度
せ い ど

の適正
てきせい

な運用
うんよう

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

児童
じ ど う

の 

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

医療圏域
いりょうけんいき

で京都府
き ょ う と ふ

と協働
きょうどう

しながら医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の必要
ひつよう

な

児童
じ ど う

の支援
し え ん

体制
たいせい

の協議
きょうぎ

を進
すす

めます。 
継続
けいぞく

 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

との連
れん

携
けい

による医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の提供
ていきょう

 

要介護
よ う か い ご

認定
にんてい

を受
う

けた障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制
せい

度
ど

の訪問
ほうもん

看護
か ん ご

など必要
ひつよう

な医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を提供
ていきょう

します。 
継続
けいぞく

 

地域
ち い き

医療
いりょう

対策
たいさく

事業
じぎょう

の

推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ、市民
し み ん

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるため

の医療
いりょう

環境
かんきょう

や救急
きゅうきゅう

診療
しんりょう

体制
たいせい

、専門
せんもん

職
しょく

を確保
かくほ

するため

の支援
しえん

を行
おこな

います。 

継続
けいぞく

 

市立
し り つ

病院
びょういん

の運営
うんえい

維持
い じ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ、市民
し み ん

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるため

の医療
いりょう

環境
かんきょう

を確保
か く ほ

するため、市立
し り つ

病院
びょういん

改革
かいかく

プラン
ぷ ら ん

を踏
ふ

まえ、市立
し り つ

病院
びょういん

の運営
うんえい

を維持
い じ

・充実
じゅうじつ

します。 

継続
けいぞく

 

医療
いりょう

の確保
か く ほ

 

市
し

の医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

に必要
ひつよう

な医師
い し

と看護師
か ん ご し

の養成
ようせい

及び
およ

体制
たいせい

確
かく

保
ほ

を図
はか

るため、市立
し り つ

病院
びょういん

などの地域
ち い き

医療
いりょう

機関
き か ん

において

医
い

師
し

及び
およ

看護師
かん ご し

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

しようとする者
もの

に対
たい

して

奨学
しょうがく

金
きん

などの支援
し え ん

を行
おこな

います。 

継続
け い ぞ く
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取り組み
と    く

 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の 

健康
けんこう

づくり 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

・増進
ぞうしん

を図
はか

るため、出前
で ま え

講座
こ う ざ

による健康
けんこう

教育
きょういく

をはじめ、栄養
えいよう

相談
そうだん

・健康
けんこう

相談
そうだん

の実施
じ っ し

や

健
けん

診
しん

結果
け っ か

に沿
そ

った保健
ほ け ん

指導
し ど う

を実施
じ っ し

します。 

継続
けいぞく

 

 

こころの健康
けんこう

づくり 

 

「第３次
だ い  じ

京
きょう

丹後市
た ん ご し

健康
けんこう

増進
ぞうしん

計画
けいかく

」に基
もと

づき、こころの健
けん

康づくり
こう

を推進
すいしん

します。子
こ

どもから高齢者
こうれいしゃ

までを対象
たいしょう

に

した専門
せんもん

機関
き か ん

や専門家
せ ん も ん か

によるこころのケア
け あ

に関する
かん

相談
そうだん

事業
じぎょう

を充実
じゅうじつ

し、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

ります。また、こ

ころの健康
けんこう

、うつ予防
よ ぼ う

についての健康
けんこう

教育
きょういく

を実施
じ っ し

し、地
ち

域
いき

で見守
み ま も

り、関係
かんけい

機関
き か ん

に相談
そうだん

をつなぐ体制
たいせい

を強化
きょうか

します。 

継続
けいぞく

 

総合
そうごう

検診
けんしん

の実施
じ っ し

 

一度
い ち ど

に必要
ひつよう

な各種
かくしゅ

検診
けんしん

を受診
じゅしん

できるよう、20歳
さい

以上
いじょう

の市
し

民
みん

に対し
たい

健康診査
けんこう しんさ

（40～74歳
さい

は特定
とくてい

健
けん

診
しん

）を、40歳
さい

以
い

上
じょう

に各種
かくしゅ

がん検診
けんしん

を同時
ど う じ

に実施
じ っ し

します。 

継続
けいぞく

 

 

 

 

３ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

や民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、福祉
ふ く し

委員
い い ん

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

など

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

の財産
ざいさん

の保全
ほ ぜ ん

管理
か ん り

や対象者
たいしょうしゃ

の早期
そ う き

把握
は あ く

に努
つと

めます。ま

た、平成
へいせい

２８年
   ねん

5月
がつ

に「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

に関する
かん

法律
ほうりつ

」が施行
し こ う

され、地域
ちいき

全体
ぜんたい

で

支え合
ささ   あ

う仕組
し く

みづくりの構築
こうちく

が必要
ひつよう

となっています。権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

や普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

などの検討
けんとう

を進
すす

め、令和
れ い わ

3年
ねん

4月
がつ

からその中核
ちゅうかく

機関
き か ん

と

なる「成
せい

年
ねん

後見
こうけん

サポートセンター
さ ぽ ー と せ ん た ー

」を設置
せ っ ち

しました。 

さらに、「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

・支援
し え ん

体
たい

制
せい

を整備
せ い び

し、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

を図
はか

ります。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

利用
り よ う

援助
えんじょ

事業
じぎょう

（地域
ち い き

福
ふく

祉
し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

）

の推進
すいしん

 

知的
ち て き

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

など判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でない

人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

援
えん

助
じょ

や日常的
にちじょうてき

金銭
きんせん

管理
か ん り

の支援
し え ん

、相談
そうだん

などを行
おこな

う権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。 

継続
けいぞく
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

における「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事
じ

業
ぎょう

」を推進
すいしん

するとともに、高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

における成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

支援
し え ん

とも連携
れんけい

します。 

継続
けいぞく

 

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

セン
せ ん

ター
た ー

の機能
き の う

強化
きょうか

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

への虐待
ぎゃくたい

に関する
かん

通報
つうほう

窓口
まどぐち

や相談
そうだん

などを

行
おこな

う障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

に努め
つと

、関係
かんけい

機
き

関
かん

と連携
れんけい

を強化
きょうか

し、虐待
ぎゃくたい

事案
じ あ ん

について早期
そ う き

対応
たいおう

・解決
かいけつ

に取り組みま
と    く

す。虐待
ぎゃくたい

を行った
おこな

側
がわ

と虐待
ぎゃくたい

を受けた
う

側
がわ

、

両者
りょうしゃ

を適切
てきせつ

に支援
しえん

する体制
たいせい

を検討
けんとう

します。 

継続
けいぞく

 

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

けた 

連携
れんけい

協 力
きょうりょく

体制
たいせい

の

構築
こうちく

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

への虐待
ぎゃくたい

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

対
たい

応
おう

、適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

うため、高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

ネ
ね

ットワーク
っ と わ ー く

会議
か い ぎ

や自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

などと連携
れんけい

し、地域
ち い き

における関係
かんけい

機関
き か ん

などとの支援
し え ん

体制
たいせい

が継続
けいぞく

できるよう

研修
けんしゅう

会
かい

や事例
じ れ い

検討会
けんとうかい

を実施
じ っ し

します。 

継続
けいぞく

 

 

 

４ 地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

の中
なか

で孤立
こ り つ

することなく、共
とも

に生活
せいかつ

できるよう、京
きょう

丹後市
た ん ご し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

し、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

や住民
じゅうみん

自治
じ ち

組織
そ し き

、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、福祉
ふ く し

委員
い い ん

、ボラン
ぼ ら ん

テ
て

ィア
ぃ あ

などが 行
おこな

う、見守
み ま も

り活動
かつどう

やサロン
さ ろ ん

活動
かつどう

、交流
こうりゅう

活動
かつどう

などの地域
ちいき

福祉
ふくし

活動
かつどう

の促進
そくしん

を

図ります
はか

。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

への 

支援
し え ん

 

「第 4次
だい   じ

京
きょう

丹後市
た ん ご し

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に基づき
もと

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などと連
れん

携
けい

しながら、自治会
じ ち か い

（区
く

）や民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、ＮＰＯ
えぬぴーおー

、市民
し み ん

グループ
ぐ る ー ぷ

などの主体的
しゅたいてき

な活動
かつどう

を支援
し え ん

し、地域
ち い き

全体
ぜんたい

の福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

小地域
しょうちいき

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の 

推進
すいしん

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

と連携
れんけい

し、サロン
 さ ろ ん

活動
かつ どう

や見守り
みまも

活動
かつどう

、住
じゅう

民
みん

懇談会
こんだんかい

などの交流
こうりゅう

活動
かつどう

など、障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ、

地
ち

域
いき

の中
なか

で見守り
みまも

や助け合い
 たす  あ

が必要
ひつよう

な人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

継続
けいぞく
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

ボランティア
ボ ラ ン テ ィ ア

の育成
いくせい

 

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、ニーズ
に ー ず

に応じた
おう

ボ
ぼ

ランティア
ら ん て ぃ あ

養成
ようせい

講座
こ う ざ

を開講
かいこう

するとともに、児童
じ ど う

・生徒
せ い と

な

ど、幼少期
ようしょうき

からのボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体験
たいけん

を推進
すいしん

します。 

継続
けいぞく

 

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

 

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

のボランティアセンター
ぼ ら ん て ぃ あ せ ん た ー

を中心
ちゅうしん

にボラ
ぼ ら

ンティア
ん て ぃ あ

活動
かつどう

に関する
かん

情報
じょうほう

を積極的
せっきょくてき

に発信
はっしん

し、地域
ち い き

で支
ささ

え合える
 あ

拠点
きょてん

を実施
じっし

していきます。 

継続
けいぞく

 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

団
だん

体
たい

活
かつ

動
どう

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

 

市内
し な い

で活動
かつどう

する障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や関係者
かんけいしゃ

で構成
こうせい

する団体
だんたい

に

対
たい

して支援
し え ん

を行
おこな

い、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生
い

きがいづくりや

福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

充実
じゅうじつ

 

 

 

第４節
だい  せつ

 療育
りょういく

・教育
きょういく

 

１ 障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・対応
たいおう

 

障害
しょうがい

の原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

や障害
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

につながるよう、疾病
しっぺい

や障害
しょうがい

に関
かん

する周知
しゅうち

をはじめ、総合
そうごう

検診
けんしん

及び
およ

乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

の実施
じっし

や、医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、適切
てきせつ

な

支援
し え ん

が実施
じ っ し

できるよう相談
そうだん

・指導
し ど う

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、「第 2期
だ い  き

京
きょう

丹後市
た ん ご し

子ども
こ

・

子育
こそだ

て支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」とも連携
れんけい

し、発達
はったつ

に課題
か だ い

のある子ども
こ

の早期
そ う き

発見
はっけん

・支援
し え ん

が図
はか

れる環境
かんきょう

を整備
せ い び

していきます。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

の実施
じ っ し

 

乳幼児
にゅうようじ

を対象
たいしょう

に、疾病
しっぺい

や障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

対応
たいおう

を図
はか

るため、4か月
げつ

、10か月
げつ

、1歳
さい

8か月
げつ

、２歳
さい

６か月
げつ

、３歳児
さ い じ

に健
けん

診
しん

を実施
じ っ し

します。 

継続
けいぞく

 

相談
そうだん

・指導
し ど う

体制
たいせい

の 

充実
じゅうじつ

 

健康
けんこう

相談
そうだん

や訪問
ほうもん

指導
し ど う

、乳児
にゅうじ

家庭
か て い

全戸
ぜ ん こ

訪問
ほうもん

事業
じぎょう

、療育
りょういく

相談
そうだん

、

こころの健康
けんこう

相談
そうだん

などの各種
かくしゅ

事業
じぎょう

と医療
いりょう

機関
き か ん

や専門
せんもん

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、より専門性
せんもんせい

の高い
たか

アドバイス
 あ ど ば い す

や本
ほん

人
にん

・

保護者
ほ ご し ゃ

などの障害
しょうがい

受容
じゅよう

の促進
そくしん

に資
し

する支援
し え ん

が行
おこな

えるよ

う内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

すくすく年中児
ねんちゅうじ

発達
はったつ

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

全保育所
ぜんほいくじょ

・幼稚園
よ う ち え ん

・認定
にんてい

こども園
えん

の年中児
ねんちゅうじ

を対象
たいしょう

に、集
しゅう

団
だん

の場
ば

が苦手
にがて

な子ども
こ

や発達
はったつ

に課題
かだい

のある子ども
こ

を早期
そうき

に発見
はっけん

し、保護者
ほ ご し ゃ

の障害
しょうがい

受容
じゅよう

の促進
そくしん

やその子
こ

の困り感
こま   かん

を

減ら
へら

し、発達
はったつ

を促す
うなが

支援
しえん

を行い
おこな

ます。 

継続
けいぞく

 

 

早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

による発達
はったつ

支援
し え ん

体制
たいせい

 

の構築
こうちく

 

 

 

 

障害
しょうがい

の発見
はっけん

から適切
てきせつ

な治療
ちりょう

や療育
りょういく

、教育
きょういく

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

へ

と一貫
いっかん

した支援
しえん

に結び付く
むす   つ

よう、障害
しょうがい

のある人
ひと

の状態
じょうたい

や治療歴
ちりょうれき

などの履歴
り れ き

が記入
きにゅう

された発達
はったつ

支援
し え ん

ファイル
ふ ぁ い る

の

効果的
こうかてき

な活用
かつよう

を図り
はか

、発達
はったつ

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

に

つなげ、各専門
かくせんもん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

が円滑
えんかつ

に実施
じ っ し

できるよう保
ほ

健
けん

・

医療
いりょう

や保育
ほ い く

、療育
りょういく

、教育
きょういく

、福祉
ふ く し

などの関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

体制
たいせい

を具体化
ぐ た い か

し、さらに京都府
き ょ う と ふ

との連携
れんけい

体制
たいせい

を強化
きょうか

し、

各ライフステージ
か く ら い ふ す て ー じ

の現場
げ ん ば

において障害
しょうがい

特性
とくせい

に合
あ

った切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を進
すす

めます。 

継続
けいぞく

 

疾病
しっぺい

に対する
たい

理解
りかい

の

促進
そくしん

 

各種
かくしゅ

健
けん

診
しん

や教室
きょうしつ

、相談
そうだん

などの機会
き か い

、さらには広報紙
こ う ほ う し

やケ
け

ーブルテレビ
ぶ る て れ び

などを活用
かつよう

し、障害
しょうがい

の原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

につ

いて、その予防
よ ぼ う

や治療
ちりょう

方法
ほうほう

などについて理解
り か い

と周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく
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２ 就学前
しゅうがくぜん

療育
りょういく

・保育
ほ い く

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある子ども
 こ

が、身近
みじか

な地域
ちいき

で専門的
せんもんてき

な療育
りょういく

や一人
ひとり

ひとりの障害
しょうがい

の状況
じょうきょう

に応
おう

じた

保育
ほ い く

を受
う

けられるよう、教育
きょういく

や保健
ほ け ん

・医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、就労
しゅうろう

などの関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を受け
う

ながら、適切
てきせつ

な指導
し ど う

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられるように体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り

ます。 

一方
いっぽう

、障害
しょうがい

のある親
おや

に対
たい

して育児
い く じ

や妊娠
にんしん

時
じ

の不安
ふ あ ん

や悩
なや

み、育児
い く じ

ストレス
す と れ す

の解消
かいしょう

を図
はか

るた

めの情報
じょうほう

提供
ていきょう

や訪問
ほうもん

指導
し ど う

体制
たいせい

の確立
かくりつ

を関係
かんけい

各課
か く か

・機関
き か ん

と連携
れんけい

し検討
けんとう

します。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

障害児保育
しょうがいじほいく

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある子ども
こ

が身近
みぢか

な地域
ちいき

で一人
ひとり

ひとりの障害
しょうがい

の

状況
じょうきょう

に応じた
おう

適切
てきせつ

な保育
ほ い く

を受
う

けられるよう、受け入れ
う    い

体制
たいせい

の整備
せ い び

や指導員
し ど う い ん

、保育士
ほ い く し

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

、保育
ほ い く

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

療育体制
りょういくたいせい

の充実
じゅうじつ

 

療育
りょういく

相談
そうだん

や機能
きのう

訓練
くんれん

などを有
ゆう

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センタ
せ ん た

ー
ー

などの療育
りょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

め、児童
じ ど う

や保護者
ほ ご し ゃ

が安心
あんしん

して利用
り よ う

できる環境
かんきょう

を関係
かんけい

機関
き か ん

と協 力
きょうりょく

しながら進
すす

めま

す。 

継続
けいぞく

 

子育て
こ そだ

家庭
かてい

等
とう

への 

訪問
ほうもん

指導
し ど う

の推進
すいしん

 

妊娠
にんしん

・育児
い く じ

の不安
ふ あ ん

や悩
なや

み、育児
い く じ

ストレス
す と れ す

の解消
かいしょう

を図
はか

るた

め、保健師
ほ け ん し

などが妊産婦
に ん さ ん ぷ

や乳幼児
にゅうようじ

のいる家庭
か て い

を訪問
ほうもん

し、

母
ぼ

子
し

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

増進
ぞうしん

を図
はか

るとともに、障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

、療育
りょういく

相談
そうだん

などに応
おう

じます。 

継続
けいぞく

 

障害
しょうがい

のある親
おや

への

訪問
ほうもん

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある親
おや

に対
たい

して育児
い く じ

や妊娠
にんしん

時
じ

の不安
ふ あ ん

や悩
なや

み、育児
い く じ

ストレス
す と れ す

の解消
かいしょう

を図
はか

るため、関係
かんけい

各課
か く か

・機関
き か ん

と連携
れんけい

し、

訪問
ほうもん

指導
し ど う

を充実
じゅうじつ

します。 

継続
けいぞく
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３ 障害
しょうがい

のある子ども
 こ

の教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

   

障害
しょうがい

のある子
こ

どもに対
た い

して早期
そ う き

に障害
しょうがい

特性
とくせい

や状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、発達
はったつ

段階
だんかい

に応
おう

じたきめ細
こま

やかな教育
きょういく

支援
し え ん

が行
おこな

えるよう、教育
きょういく

や保健
ほ け ん

・医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、就労
しゅうろう

などの関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を深
ふか

め、青
せい

年期
ね ん き

の就労
しゅうろう

を見通
み と お

し、卒業後
そつぎょうご

も含
ふく

めた一生
いっしょう

を通
つう

じて、自
みずか

らの可能性
か の う せ い

を追求
ついきゅう

で

きる環境
かんきょう

を整
ととの

え、地域
ちいき

の一員
いちいん

として豊か
ゆた

な人生
じんせい

をおくることができるよう、個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

や教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

の活用
かつよう

を通
つう

じて就学
しゅうがく

指導
し ど う

のさらなる充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。また、障害
しょうがい

の

ある子
こ

どもにとって最適
さいてき

な教育
きょういく

が受
う

けられる環境
かんきょう

について保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえ検討
けんとう

す

るとともに、地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

（インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

）を推進
すいしん

する観点
かんてん

なども踏
ふ

まえ、

教職員
きょうしょくいん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

や加配
か は い

教員
きょういん

の配置
は い ち

、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

など、教育
きょういく

環境
かんきょう

の

充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

さらに、学校
がっこう

教育
きょういく

と障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の枠
わく

に留
とど

まらず、生涯
しょうがい

を通
つう

じて教育
きょういく

やスポーツ
す ぽ ー つ

、文化
ぶ ん か

な

どの様々
さまざま

な機会
き か い

に親
した

しむための施策
し さ く

を推進
すいしん

し、「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。 

 

（１） 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

就学
しゅうがく

指導
し ど う

の

充実
じゅうじつ

 

一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や特性
とくせい

に応
おう

じた適正
てきせい

な就学
しゅうがく

指導
し ど う

が行
おこな

え

るよう、就学
しゅうがく

指導
し ど う

に係
かか

る専門医
せ ん も ん い

や教職員
きょうしょくいん

、児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などの

職員
しょくいん

の参画
さんかく

を図
はか

りながら教育
きょういく

支援
し え ん

委員会
い い ん か い

の機能
き の う

強化
きょうか

に努
つと

めます。 

継続
けいぞく

 

乳幼児期
に ゅう ようじ き

から就
しゅう

労
ろう

にいたるまで

一貫
いっかん

した支援
し え ん

体
たい

制
せい

の整備
せ い び

 

幼児期
よ う じ き

から学校
がっこう

への円滑
えんかつ

な接続
せつぞく

については、地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議
ぎ

会
かい

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

、保護者
ほ ご し ゃ

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し合い
あ

なが

らニーズ
に ー ず

に応
おう

じた体制
たいせい

の確立
かくりつ

を図
はか

ります。教育
きょういく

や保
ほ

健
けん

・医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、

就労
しゅうろう

などの関係
かんけい

機関
き か ん

と協 力
きょうりょく

し、障害
しょうがい

のある児
じ

童
どう

・生徒
せ い と

の状態
じょうたい

に

応
おう

じた自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

が可能
か の う

となる力
ちから

の育成
いくせい

を支援
し え ん

します。 

継続
けいぞく

 

 

発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

を含む
ふく

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の教育的
きょういくてき

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じた指
し

導
どう

が行
おこな

えるよう、スクールサポーター
す く ー る さ ぽ ー た ー

の配置
は い ち

を継続
けいぞく

するととも

に、各校
かくこう

の通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室間
きょうしつかん

との連携
れんけい

をはじめ、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や保
ほ

健
けん

・医療
いりょう

、福祉
ふ く し

などの関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

します。 

継続
けいぞく

 

校内
こうない

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

教職員
きょうしょくいん

の障害
しょうがい

のある児童
じどう

・生徒
せいと

に対する
たい

指導力
しどうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

るた

め、教育
きょういく

支援
し え ん

委員会
い い ん か い

及
およ

び特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく
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（２）教育
きょういく

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

教職員
きょうしょくいん

の専門性
せんもんせい

の 

向上
こうじょう

 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりに対応
たいおう

できるよう、特
とく

別
べつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や小中学校
しょうちゅうがっこう

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

担当
たんとう

教員間
きょういんかん

との実
じっ

践
せん

的
てき

な交流
こうりゅう

、校内
こうない

研修会
けんしゅうかい

を充実
じゅうじつ

し、教職員
きょうしょくいん

の専門性
せんもんせい

の

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

一人
ひ と り

ひとりに応
おう

じた

教育
きょういく

指導
し ど う

・支援
し え ん

の

充
じゅう

実
じつ

 

通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

ニーズ
に ー ず

を必要
ひつよう

とす

る児童
じ ど う

・生徒
せ い と

などに対
たい

して、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

や個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

に基
もと

づく適切
てきせつ

な支援
し え ん

を組織的
そ し き て き

に進
すす

めることが

できるよう、加配
か は い

職員
しょくいん

やスクールサポーター
す く ー る さ ぽ ー た ー

の配置
は い ち

など

校
こう

内体制
ないたいせい

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 

継続
けいぞく

 

放課後
ほ う か ご

の居場所
い ば し ょ

 

づくり 

京
きょう

丹後市
た ん ご し

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

健全
けんぜん

育成
いくせい

事業
じぎょう

（放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

）

や、放課後
ほう か ご

子ども
こ

教室
きょうしつ

推進
すいしん

事業
じぎょう

など、子ども
こ

の居場所
い ば しょ

づ

くりに努め
つと

ます。 

継続
けいぞく

 

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の 

実施
じ っ し

 

障害
しょうがい

のある子ども
こ

の放課後
ほう か ご

における療育
りょういく

の場
ば

や預
あず

かり

サービス
さ ー び す

を充実
じゅうじつ

させるため、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の実施
じ っ し

及
およ

び

提供
ていきょう

基盤
き ば ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

自己
じ こ

実現
じつげん

を目指す
 め ざ

生
しょう

涯
がい

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が生
い

きがいをもって過
す

ごせるよう学校
がっこう

卒
そつ

業後
ぎょうご

も生涯
しょうがい

にわたって生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

を通
つう

じた生
いき

きがいづく

りを地域
ち い き

との繋
つな

がりの中
なか

で推進
すいしん

できるよう努
つと

めます。 

継続
けいぞく

 

 

 

 

第５節
だい  せつ

 雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

 

１ 障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の場
ば

の拡大
かくだい

 

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

や商工会
しょうこうかい

、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

、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

など関
かん

係
けい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、民間
みんかん

企業
きぎょう

やサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

などへの働き
はたら

かけを行
おこな

い、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

の場
ば

の拡大
かくだい

に努
つと

めます。また、公共
こうきょう

機関
き か ん

における職場
しょくば

実習
じっしゅう

や雇用
こ よ う

拡大
かくだい

についても庁内
ちょうない

関係
かんけい

各課
か く か

と連携
れんけい

を図
はか

りながら進
すす

めていきます。 
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

民間
みんかん

企業
きぎょう

への啓発
けいはつ

・

雇用
こ よ う

拡大
かくだい

の促進
そくしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の場
ば

の拡大
かくだい

を図
はか

るため、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

や商工会
しょうこうかい

など関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を保
たも

ちながら

「障害
しょうがい

者
しゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関する
かん

法律
ほうりつ

」の周知
しゅうち

徹底
てってい

を図
はか

ります。公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

と連携
れんけい

し、各種
かくしゅ

助成
じょせい

制度
せ い ど

の

周知
しゅうち

・活用
かつよう

を働
はたら

きかけ、障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の拡大
かくだい

に努
つと

めます。 

継続
けいぞく

 

公共
こうきょう

機関
き か ん

における 

雇用
こ よ う

拡大
かくだい

の推進
すいしん

 

市
し

役所
やくしょ

などの公共
こうきょう

機関
き か ん

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

を促進
そくしん

するとともに、雇用
こ よ う

職域
しょくいき

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 
継続
けいぞく

 

福祉的就労
ふくしてきしゅうろう

の充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

一人
ひとり

ひとりが状態
じょうたい

に応じた
おう

就労
しゅうろう

の場
ば

（日
に

中活動
ちゅうかつどう

の場
ば

）を確保
か く ほ

できるよう、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

や

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

し、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

など福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

の場
ば

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

 

 

２ 総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

・施策
し さ く

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の就労
しゅうろう

機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

るため、職 業
しょくぎょう

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

の推進
すいしん

や必要
ひつよう

な知識
ちしき

・能力
のうりょく

の習得
しゅうとく

を図る
はか

ための支援
しえん

を行
おこな

います。また、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

や民間
みんかん

企業
きぎょう

、

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

、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

など関係
かんけい

機関
き か ん

とのネットワーク化
ね っ と わ ー く か

を図
はか

り、就労
しゅうろう

の前後
ぜ ん ご

にわたる支援
しえん

体制づくり
たいせい

を進
すす

めます。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

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

と連携
れんけい

し、就 業
しゅうぎょう

相談
そうだん

や

就労
しゅうろう

支援
し え ん

、職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

など障害
しょうがい

のある人
ひと

の就労
しゅうろう

を

総合
そうごう

的
てき

に支援
し え ん

します。障害
しょうがい

のある人
ひと

が働く
はたら

場
ば

において、

雇用
こ よ う

の前後
ぜ ん ご

を通
つう

じ、障害
しょうがい

のある人
ひと

と事業所
じぎょうしょ

の双方
そうほう

を支援
し え ん

するジョブコーチ
じ ょ ぶ こ ー ち

（職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

）やジョブサポータ
じ ょ ぶ さ ぽ ー た

ー
ー

（障害
しょうがい

のある人
ひと

・企業
きぎょう

双方
そうほう

のサポート
さ ぽ ー と

を行う
おこな

有償
ゆうしょう

ボ
ぼ

ラ
ら

ンティア
ん て ぃ あ

）などの周知
しゅうち

を図
はか

り、利用
り よ う

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

障害者
しょうがいしゃ

職場
しょくば

実習
じっしゅう

促進
そくしん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の就労
しゅうろう

機会
きかい

及び
およ

就労
しゅうろう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

る

ため、市
し

役所
やくしょ

や一般
いっぱん

企業
きぎょう

などで職場
しょくば

体験
たいけん

実習
じっしゅう

を行った
おこな

場合
ばあい

、受け入れた
う    い

事業所
じぎょうしょ

とかかわった福祉
ふ く し

施設
し せ つ

などに

奨励
しょうれい

金
きん

を支給
しきゅう

します。 

継続
けいぞく
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

トライアル
と ら い あ る

雇用
こ よ う

の

促進
そくしん

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して障害
しょうがい

のある人
ひと

を一定
いってい

期間
き か ん

試行
し こ う

雇用
こ よ う

し、

相互
そ う ご

の理解
り か い

と常用
じょうよう

雇用
こ よ う

へのきっかけづくりを行う
おこな

トラ
と ら

イアル
い あ る

雇用
こ よ う

の実施
じ っ し

を働
はたら

きかけます。 

継続
けいぞく

 

広域的
こういきてき

な就労
しゅうろう

ネット
ね っ と

ワーク
わ ー く

の形成
けいせい

 

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

を中心
ちゅうしん

に、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や学校
がっこう

、公共
こうきょう

職
しょく

業
ぎょう

安定所
あんていじょ

、商工会
しょうこうかい

、民間
みんかん

企業
きぎょう

、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

、行政
ぎょうせい

などの関係
かんけい

機関
き か ん

によるネットワーク
ね っ と わ ー く

を形成
けいせい

し、就労前
しゅうろうまえ

から就労後
しゅうろうご

にわたって障害
しょうがい

のある人
ひと

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

が図
はか

れる体制づくり
たいせい

に努め
つと

ます。 

継続
けいぞく
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第６節
だい  せつ

 生活
せいかつ

環境
かんきょう

 

１ ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

とバリアフリー
ば り あ ふ り ー

のまちづくりの推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ちいき

の中
なか

で暮らす
く

にあたって、住まい
す

をはじめ、外出
がいしゅつ

時
じ

に不便
ふべん

なく移動
いどう

や公共
こうきょう

施設
し せ つ

などが利用
り よ う

できるよう、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

のもと、民間
みんかん

企業
きぎょう

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、計画的
けいかくてき

にバリアフリー
ば り あ ふ り ー

のまちづくりを進
すす

めるとともに、多
おお

くの人
ひと

が利用
り よ う

し

やすいよう、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を最初
さいしょ

からなくしてい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

に立
た

ったま

ちづくりを推進
すいしん

します。 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

公営
こうえい

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

 

新た
あら

に整備
せ い び

する公営
こうえい

住宅
じゅうたく

については、高齢者
こうれいしゃ

や障害
しょうがい

の

あ る 人
ひと

の 利用
り よ う

を 考
かんが

え 、 住
じゅう

戸
こ

内部
な い ぶ

・ 共用部
きょうようぶ

の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

を図る
はか

ほか、浴室
よくしつ

・トイレ
と い れ

などの安全性
あんぜんせい

の

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

への支援
し え ん

 

高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

などとも連携
れんけい

し、手
て

すりの取り付け
と    つ

や

段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

など、居宅
きょたく

における改修
かいしゅう

への支援
し え ん

に努
つと

めま

す。 

継続
けいぞく

 

公共
こうきょう

施設
し せ つ

のバリア
ば り あ

フリー化
ふ り ー か

 

既存
き そ ん

施設
し せ つ

については、「京都府
き ょ う と ふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」

に基づき
もと

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を進
すす

めます。新設
しんせつ

の際
さい

には、ユ
ゆ

ニ
に

バーサルデザイン
ば ー さ る で ざ い ん

の考え方
かんが かた

のもと、計画
けいかく

の段階
だんかい

から、

障
しょう

害
がい

のあるなしにかかわらずだれもが利用
り よ う

しやすい

施設
し せ つ

となるよう整備
せ い び

を進
すす

めます。 

継続
けいぞく

 

民間施設
みんかんしせつ

などへの

啓発
けいはつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ、すべての人
ひと

が安心
あんしん

・快適
かいてき

に利用
り よ う

できるよう、「高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
え ん か つ か

の促
そく

進
しん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（新バリアフリー法
し ん ば り あ ふ り ー ほ う

）」や「京都府
き ょ う と ふ

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」の周知
しゅうち

を図
はか

り、事
じ

業者
ぎょうしゃ

などへの理解
り か い

促進
そくしん

と施設
し せ つ

の整備
せ い び

、改善
かいぜん

を啓発
けいはつ

していきます。 

継続
けいぞく

 

「整備
せ い び

基準
きじゅん

適合証
てきごうしょう

」 

取得
しゅとく

の徹底
てってい

 

まちづくりに関する
かん

施設
しせつ

整備
せいび

時
じ

に、「京都府
き ょ う と ふ

福祉
ふ く し

のまち

づくり条例
じょうれい

」整備
せ い び

基準
きじゅん

に適合
てきごう

していることを証する
しょう

適合
てきごう

証
しょう

の取得
しゅとく

を関係
かんけい

機関
き か ん

などに徹底
てってい

します。 

継続
けいぞく

 

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の 

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

 

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の利便性
り べ ん せ い

向上
こうじょう

を図
はか

るため、京都
きょうと

丹後
た ん ご

鉄道
てつどう

各駅
かくえき

及
およ

び駅
えき

周辺
しゅうへん

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を促進
そくしん

させるととも

に、引き続き
ひ   つづ

ノ
の

ンステップバス
ん す て っ ぷ ば す

・リフト
り ふ と

付き
つ

バス
ば す

などの

導入
どうにゅう

を事
じ

業者
ぎょうしゃ

に働
はたら

きかけます。 

継続
けいぞく
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

道路
ど う ろ

など交通
こうつう

環境
かんきょう

の

整備
せ い び

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の歩行
ほ こ う

の安全
あんぜん

を確保
か く ほ

し、事故
じ こ

を防止
ぼ う し

する

ため、歩道
ほ ど う

の拡張
かくちょう

や段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

、障害物
しょうがいぶつ

の撤去
てっきょ

、音響
おんきょう

信
しん

号
ごう

機
き

などの設置
せ っ ち

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック
ぶ ろ っ く

の設置
せ っ ち

な

ど、交通
こうつう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

継続
けいぞく

 

公園施設
こ うえ んしせ つ

の維持
い じ

管理
か ん り

 

都市
と し

公園
こうえん

の整備
せ い び

は平成
へいせい

２３年度
   ね ん ど

までに完了
かんりょう

しており、

管
かん

理
り

は指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

へ委託
い た く

しています。障害
しょうがい

のある人
ひと

を

含
ふく

め、気持ち
きも

よく利用
りよう

できる施設
しせつ

の維持
いじ

管理
かんり

に努
つと

めま

す。 

継続
けいぞく

 

社会
しゃかい

体育
たいいく

施設
し せ つ

の整備
せ い び

 
障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ、だれでも利用
り よ う

しやすいよう、社
しゃ

会
かい

体育
たいいく

施設
し せ つ

の適切
てきせつ

な維持
い じ

管理
か ん り

に努
つと

めます。 
充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

への対応
たいおう

 

防災
ぼうさい

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

することで、災害
さいがい

に強
つよ

い地域づくり
ちいき

を推進
すいしん

するとともに、災害
さいがい

など

の緊
きん

急事態
きゅうじたい

発生
はっせい

時
じ

における障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した適切
てきせつ

な情報
じょうほう

保障
ほしょう

や避難
ひ な ん

支援
し え ん

、避難所
ひ な ん し ょ

の確保
か く ほ

に努め
つと

ます。また、障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ、市民
し み ん

が犯罪
はんざい

などに巻き込
ま  こ

まれないよう、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

と連携
れんけい

し、防犯
ぼうはん

体制
たいせい

を整
ととの

えていきます。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

地域
ち い き

防災
ぼうさい

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

「京
きょう

丹後市
た ん ご し

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

」の見直
み な お

しを図る
はか

中
なか

で、減災
げんさい

へ

の取り組み
と    く

や防災
ぼうさい

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、原子力
げんしりょく

災
さい

害
がい

や津波
つ な み

災害
さいがい

への対策
たいさく

を強化
きょうか

します。 

継続
けいぞく

 

災害
さいがい

情報
じょうほう

伝達
でんたつ

システム
し す て む

の充
じゅう

実
じつ

 

災害
さいがい

時
じ

にとどまらず、市民
し み ん

全体
ぜんたい

の保護
ほ ご

の必要性
ひつようせい

が生
しょう

じ

た場合
ば あ い

など、状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を提供
ていきょう

できるよ

う、既存
き そ ん

システム
し す て む

の維持
い じ

・更新
こうしん

、充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

の育成
いくせい

 

区
く

を単位
た ん い

とした地域
ち い き

住民
じゅうみん

による自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

の整備
せ い び

を

進
すす

めるとともに、リーダー
り ー だ ー

の育成
いくせい

や区
く

自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

同士
ど う し

の連携
れんけい

体制
たいせい

づくりを支援
し え ん

します。 

継続
けいぞく

 

地域防災体制
ちいきぼうさいたいせい

の充実
じゅうじつ

 

地域
ち い き

コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

の形成
けいせい

促進
そくしん

や「災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

」、「福祉
ふ く し

避難所
ひなんしょ

」、「防災
ぼうさい

マップ
ま っ ぷ

」の充実
じゅうじつ

をはじめ、民
みん

生
せい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

や区
く

（自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

）、

関係
かんけい

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施
し

設
せつ

、各種
かくしゅ

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

、相互
そ う ご

扶助
ふ じ ょ

組織
そ し き

などとの連携
れんけい

体
たい

制
せい

づくりを進め
すす

、地域ぐるみ
ちいき

による

防災
ぼうさい

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、地区
ち く

防災
ぼうさい

計画
けいかく

の作成
さくせい

を

支援
し え ん

します。 

継続
けいぞく

 

災害
さいがい

時
じ

要配慮
ようはいりょ

者
しゃ

支援
し え ん

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

 

災害
さいがい

時
じ

の被害
ひ が い

を最小限
さいしょうげん

に抑
おさ

えるため、「災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

避難
ひ な ん

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

」に基
もと

づき、「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

登録
とうろく

制
せい

度
ど

」のさらなる充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、緊急
きんきゅう

時
じ

でも効果
こ う か

的
てき

な支援
し え ん

活動
かつどう

が行
おこな

えるよう、自治会
じ ち か い

（区
く

）を中心
ちゅうしん

とした

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の体制
たいせい

整備
せ い び

を支援
し え ん

します。 

また、浸水
しんすい

想定
そうてい

区域
く い き

や土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区
く

域内
いきない

の要配慮者
ようはいりょしゃ

利
り

用
よう

施設
し せ つ

について、利用者
り よ う し ゃ

の円滑
えんかつ

かつ迅速
じんそく

な避難
ひ な ん

を確保
か く ほ

す

るための「避難
ひ な ん

確保
か く ほ

計画
けいかく

」の策定
さくてい

を支援
し え ん

します。 

継続
けいぞく

 

防犯
ぼうはん

・悪徳
あくとく

商法
しょうほう

などへの

対策
たいさく

 

「京
きょう

丹後市
た ん ご し

犯罪
はんざい

のない安全
あんぜん

で安心
あんしん

なまちづくり条例
じょうれい

」

に基
もと

づき、市
し

や市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

などが

連
れん

携
けい

・協 力
きょうりょく

して犯罪
はんざい

の防止
ぼ う し

に努
つと

めるとともに、警察
けいさつ

や

防
ぼう

犯
はん

協会
きょうかい

などの関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による防犯
ぼうはん

活動
かつどう

を

展開
てんかい

します。高齢者
こうれいしゃ

や障害
しょうがい

のある人
ひと

などをねらった悪徳
あくとく

商法
しょうほう

の対策
たいさく

については、犯罪
はんざい

を未然
みぜん

に防ぐ
ふせ

ための啓発
けいはつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

に配慮
はいりょ

した

情報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

の拡充
かくじゅう

 

防災
ぼうさい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

のデジタル化
で じ た る か

に伴
ともな

い、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

への

情
じょう

報
ほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

として引き続き
ひ   つづ

文字
も じ

放送
ほうそう

の導入
どうにゅう

を進
すす

めま

す。また、障害
しょうがい

のある人
ひと

への情報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

として、フ
ふ

ァ
ぁ

ックス
っ く す

や携
けい

帯電話
た い で ん わ

のメール
め ー る

機能
き の う

などを活用
かつよう

した災害
さいがい

情報
じょうほう

伝達
でんたつ

システム
し す て む

の利用
り よ う

拡充
かくじゅう

を図
はか

ります。さらに、

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システム
し す て む

やファックス
ふ ぁ っ く す

110番
ばん

、携帯
けいたい

電話
で ん わ

など

からのメール
め ー る

110番
ばん

の周知
しゅうち

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく
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第７節
だい  せつ

 生きがい
い

・社会
しゃかい

参加
さ ん か

支援
し え ん

 

１ 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

の推進
すいしん

 

関係
かんけい

機関
きかん

と連携
れんけい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

としたスポーツ
す ぽ ー つ

や文化
ぶんか

、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

に関する
かん

教室
きょうしつ

・講座
こうざ

などの開催
かいさい

を働きかけ
はたら

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の文化
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

を促進
そくしん

し、地域
ち い き

の中
なか

で潤
うるお

い、豊
ゆた

かな生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、生きがい
い

・健康づくり
けんこう

を支援
し え ん

します。 

 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

障害者
しょうがいしゃ

の集い
つど

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

に、お互い
  たが

の理解
りかい

と親睦
しんぼく

を深
ふか

める

ため、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

を超
こ

えた交流
こうりゅう

事業
じぎょう

の開催
かいさい

など、事業
じぎょう

内
ない

容
よう

と運営
うんえい

方法
ほうほう

を検討
けんとう

します。 

継続
けいぞく

 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の 

促進
そくしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

を対象
たいしょう

としたスポーツ
す ぽ ー つ

・レクリエ
れ く り え

ー
ー

ショ
し ょ

ン
ん

活動
かつどう

について、ニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

するとともに、活動
かつどう

を支援
し え ん

するスポーツ
す ぽ ー つ

指導者
し ど う し ゃ

の養成
ようせい

と組織化
そ し き か

を図
はか

ります。 

継続
けいぞく

 

文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

へ

の支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が様々
さまざま

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

できるよ

う、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

などへの入館料
にゅうかんりょう

などの負担
ふ た ん

軽減
けいげん

に努
つと

める

とともに、文化
ぶんか

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

への参加
さんか

促進
そくしん

に向けた
む

事業
じぎょう

内容
ないよう

を検討
けんとう

します。 

継続
けいぞく

 

生涯学習
しょうがいがくしゅう

の促進
そくしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

をはじめ、だれもが利用
り よ う

しやすいよう、図
と

書館
しょかん

や公民館
こうみんかん

、資料館
しりょうかん

などの社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

の充実
じゅうじつ

及
およ

び

これら施設
し せ つ

の活用
かつよう

に努めます。 

継続
けいぞく

 

交流
こうりゅう

の場づくり
ば

 

（再掲
さいけい

） 

障害
しょうがい

のある人
ひと

と地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

を活発
かっぱつ

にするため、

地域
ちいき

に密着
みっちゃく

した日常的
にちじょうてき

な取り組み
と    く

やイベント
い べ ん と

などの企
き

画
かく

を支援
し え ん

します。 

継続
けいぞく
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

障害者
しょうがいしゃ

教育
きょういく

事業
じぎょう

の 

推進
すいしん

（再掲
さいけい

） 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に関
かん

する学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

を

図
はか

るとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するた

め、障害
しょうがい

のある人
ひと

が取り組み
と    く

やすい交流
こうりゅう

活動
かつどう

や学習
がくしゅう

活動
かつどう

を行
おこな

い、積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

を促
うなが

すよう努
つと

めます。 

継続
けいぞく

 

読書
どくしょ

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

※

の推進
すいしん

 

「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せいび

の推進
すいしん

に関する
かん

法律
ほうりつ

」

（読書
どくしょ

バリアフリー法
ば り あ ふ り ー ほ う

）に基
もと

づき、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた

読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めます。 

新規
し ん き

 

２ 社会
しゃかい

参加
さんか

を 促
うなが

す支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

（移動
いどう

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

、情 報
じょうほう

取得
しゅとく

） 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、移動
い ど う

支援
し え ん

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

の

支援
し え ん

など、外出
がいしゅつ

における支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。さらに、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

し、多様
た よ う

な媒
ばい

体
たい

やＳＮＳ
えすえぬえす

を活用
かつよう

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

め、障害
しょうがい

特性
とくせい

に合
あ

った情報
じょうほう

のアクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

を

進
すす

めます。 

 

取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

屋外
おくがい

での移動
い ど う

が困難
こんなん

な障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するた

め、地
ち

域
いき

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

における移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

として実施
じ っ し

しま

す。さらに、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を含
ふく

めた移動
い ど う

のための手段
しゅだん

の確保
か く ほ

について検
けん

討
とう

します。 

充実
じゅうじつ

 

福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

利用券
り よ う け ん

または福祉
ふ く し

ガソリン
が そ り ん

利用券
り よ う け ん

の交付
こ う ふ

 

外出
がいしゅつ

困難
こんなん

な在宅
ざいたく

の障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、生活
せいかつ

行動
こうどう

範囲
は ん い

の

拡大
かくだい

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

るため、タクシー
た く し ー

料金
りょうきん

の一部
い ち ぶ

を

助成
じょせい

する「福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

利用券
り よ う け ん

」または自家用車
じ か よ う し ゃ

などの

ガソリン
が そ り ん

費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

する「福祉
ふ く し

ガソリン
が そ り ん

利用券
り よ う け ん

」のいず

れかを交付
こ う ふ

します。 

継続
けいぞく

 

じん臓
ぞう

機能
き の う

障
しょう

害者
がいしゃ

通院
つういん

交通費
こ う つ う ひ

助成
じょせい

 

血液
けつえき

透析
とうせき

療法
りょうほう

を行
おこな

うため、頻繁
ひんぱん

に通院
つういん

する必要
ひつよう

がある障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、通院
つういん

時
じ

にお

ける公共
こうきょう

交
こう

通
つう

機関
き か ん

などの利用
り よ う

料金
りょうきん

を助成
じょせい

します。 

継続
けいぞく

 

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

聴覚
ちょうかく

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害
しょうがい

のある人
ひと

の情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

やコミュ
こ み ゅ

二
に

ケー
け ー

ション
し ょ ん

手段
しゅだん

を確保
か く ほ

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

す

るため「手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の派遣
は け ん

」「手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の設置
せ っ ち

」

などを意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

として実施
じ っ し

します。 

継続 
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取
と

り組
く

み 内
ない

  容
よう

 方向性
ほうこうせい

 

障害者
しょうがいしゃ

教育
きょういく

事業
じぎょう

の

推進
すいしん

（再掲
さいけい

） 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に関する
かん

学習
がくしゅう

機会
きかい

の提供
ていきょう

を図
はか

る

とともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

が取り組み
と    く

やすい交流
こうりゅう

活動
かつどう

や学習
がくしゅう

活動
かつどう

を 行
おこな

い、

積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

を促
うなが

すよう努
つと

めます。 

継続
けいぞく

 

障害
しょうがい

の種類
しゅるい

に応
おう

じ

た広報
こうほう

の充実
じゅうじつ

 

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

や関係
かんけい

団体
だんたい

・機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、広報紙
こ う ほ う し

などの

刊行物
かんこうぶつ

の拡
かく

大版
だいばん

発行
はっこう

や音声化
お ん せ い か

などの導入
どうにゅう

を引き続き
ひ   つづ

進
すす

めま

す。 

継続
けいぞく

 

情報
じょうほう

アクセシ
あ く せ し

ビリ
び り

ティ
て ぃ

の向上
こうじょう

及
およ

び

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

通信
つうしん

などの普及
ふきゅう

、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の人材
じんざい

育成
いくせい

やサービス
さ ー び す

利用
り よ う

の促進
そくしん

を進
すす

め、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

に円滑
えんかつ

にアクセス
あ く せ す

できるよう支援
し え ん

します。 

新規
し ん き

 

 

 ※ 読書
どくしょ

バリアフリー法
ば り あ ふ り ー ほ う

： 

 令和
れ い わ

元年
がんねん

6月
がつ

に施行
し こ う

された「視覚
しかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せいび

に関する
かん

法律
ほうりつ

」（令和
れ い わ

元年
がんねん

法律
ほうりつ

第 49号
だい   ごう

）。 


