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令和５年度 第３回 袖ケ浦市地域総合支援協議会 
 
１ 開催日時  令和５年 10 月 13 日（金）  午前 10 時開会 
 
２ 開催場所  袖ケ浦市役所北庁舎３階   災害対策室・中会議室 
 
３ 委員名簿 

会 ⻑ 関口 幸一 副会⻑ 石井 啓 
委 員 手塚 正二 委 員 関口 三枝子 
委 員 藤田 桂子 委 員 清川 織恵 
委 員 並木 美幸 委 員 髙野 圭介 
委 員 剣持 敬太 委 員 清水 由明 
委 員 露﨑 多佳子 委 員 池田 美里 
委 員 山上 拓也 委 員 川口 秀 

 
 （欠席委員） 

委 員 竹元 悦子 委 員 千葉 朋緒 
委 員 田中 将和 委 員 大熊 賢滋 
委 員 前沢 幸雄   

 
４ 出席職員 

障がい者支援課 課⻑  神保 繁一 
        支援班⻑  須藤 浩二 
        支援主査  佐久間 勇輔 

 
５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員  ５人 傍聴人数  ０人 
 
 
６ 議 題 
（１）実務者会からの活動報告について 
（２）相談支援部会からの活動報告について 
（３）袖ケ浦市相談支援事業所の中間報告について 
（４）日中サービス支援型共同生活援助の事業評価について 
（５）袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第４期）（案）並びに袖ケ浦市障がい福祉計画（第７期）及び 

袖ケ浦市障がい児福祉計画（第３期）（案）について 
（６）その他  
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議 事 

発 言 者 発言内容・決定事項等 

 
 
事務局 
（佐久間主査） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関口会⻑ 

 開 会 
 
 定刻となりましたので、ただ今より、令和５年度第３回袖ケ浦市地域総合支援協
議会を開会いたします。 

本日はお忙しい中ご出席いただき、ありがとうございます。ただいまの出席委員
は、13 名であり、委員の過半数が出席しておりますので、袖ケ浦市地域総合支援
協議会設置要綱第６条第２項に規定するとおり、会議が成立したことをご報告いた
します。なお、千葉委員、田中委員、前沢委員から欠席のご連絡、及び露﨑委員、
竹元委員、大熊委員からは遅れる旨の連絡をいただいていることも併せてお伝えい
たします。 

 
本日の会議にあたり、袖ケ浦市地域総合支援協議会設置要綱第６条第４項の規定

に基づき、計画策定業務を委託している関係で委員以外の者の出席を求めておりま
す。あらかじめご承知おきください。 

 
ここで、次第にはございませんが人事異動により新たに委員になられた方をご紹

介させていただきます。「障害者就業・生活支援センターエール」の池田美里委員
です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
次に、本日の会議は、袖ケ浦市附属機関等の会議の公開に関する要綱に基づき公

開となっており、傍聴の受付を行いましたが、傍聴申し込みはありませんでしたの
でご報告申し上げます。 

 
 また、会議の公開にあたり、本日の協議会は会議録作成のため録音させていただ
き、要点筆記により取りまとめ、会議録を公開させていただきますので、ご了承く
ださい。 
 

続きまして、本日の会議資料の確認をさせていただきます。送付させていただき
ました資料ですが、次第、資料１〜３、資料４ー１〜４ー３、資料５となります。
ご不足等はございませんでしょうか。 

それでは、次第に沿って会議に入らせていただきます。 
 
はじめに、本協議会の関口会⻑よりご挨拶をいただきたく存じます。 

 
（あいさつ） 
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事務局 
（佐久間主査） 
 
 
 
関口会⻑ 
 
 
実務者会 
（石井副会⻑） 
 
関口会⻑ 
 
子どもチーム 
（谷） 
おとなチーム 
（森） 
高齢チーム 
（片山） 
災害チーム 
（益田） 
普及啓発チーム 
（地曳） 
災害チーム 
（益田） 
 
関口会⻑ 
 
 
相談支援チーム 
（山崎） 
 
関口会⻑ 
 
 
清川委員 
 

 
ありがとうございました。 
これより、議事に入ります。 
議事進行につきましては、袖ケ浦市地域総合支援協議会設置要綱第６条第１項の

規定により、関口会⻑にお願いいたします。 
 

議題（１）「実務者会からの活動報告について」、実務者会より説明をお願いいた
します。 
 

——資料１「袖ケ浦市地域総合支援協議会実務者会 報告書（案）」の説明—— 
 

 
実務者会のリーダーから順番に、説明をお願いいたします。 
 
——「活動の報告、提言」についての説明—— 
 
——「活動の報告、提言」についての説明—— 
 
——「活動の報告、提言」についての説明—— 
 
——「活動の報告、提言」についての説明—— 
 
——「活動の報告、提言」についての説明—— 
 
——「障がいのある方が外出しやすい街づくりチームの活動の報告、提言」につ

いてを代理で説明—— 
 
ありがとうございました。続いて、議題（２）「相談支援部会からの活動報告に

ついて」、説明をお願いいたします。 
 
——「相談支援部会からの活動報告について」の説明—— 

 
 

ありがとうございました。何か、確認したいこと、ご質問がありましたら挙手に
てお願いします。 
 

おとなチームのご報告で、昨年度からひきこもりの方の取り組みをされ、他の資
料でもテーマに上がっていますが、ひきこもりの相談で「えがお袖ケ浦」に来所さ
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おとなチーム 
（森） 
 
石井副会⻑ 
 
 
 
 
 
 
関口会⻑ 
 
 
相談支援事業所
えにし 
（松田） 
 
関口会⻑ 
 
 
 
 
 
 
事務局 
（須藤班⻑） 
 
関口会⻑ 
 
 
石井副会⻑ 
 
 
 
 

れている方はご当人なのか、ご家族の方なのか、また、相談全体に占めるひきこも
り相談の割合はどのくらいかを伺います。 
 

ご家族の方が相談に来所されることが多くなっています。手元に資料がないので
すが、平成 21 年からは平均すると年に２〜３件の相談を受けています。 
 

ご本人が来所されることはほとんどなく、ご家族やご親戚、近所の方が多かった
と思います。ひきこもりを相談の主旨として来られる方は少なく、他の問題からひ
きこもりにつながるケースや、ご本人が家から出ないので仕事をさせたいと親御さ
んから持ち込まれるケースもあります。深掘りすればこれはひきこもりと捉えられ
るのか、もう少し介入の余地があったかもしれない、ということが今回の検討で改
めてわかってきたところです。 
 

他に無いようでしたら、議題（３）「袖ケ浦市相談支援事業所の中間報告について」、
説明をお願いします。 
 

——資料３「袖ケ浦市障害者相談支援事業所「えがお袖ケ浦」活動実績」について
の説明—— 
 

 
ありがとうございました。何か、確認したいこと、ご質問がありましたら、挙手に

てお願いいたします。 
 
無いようでしたら、議題（４）「日中サービス支援型共同生活援助の事業評価につ

いて」に移ります。対象事業は３件あります。１件目については事務局より説明を
お願いします。 
 

——資料４−１「議題（４）日中サービス支援型共同生活援助の事業評価につい
て」の説明—— 
 

ありがとうございました。何か、確認したいこと、ご質問がありましたら、挙手に
てお願いいたします。 
 

前回質問した内容は確認していただけたと受けとめました。現状では「強度行動
障害・医療的ケアの対象者がいない」という回答は致し方ないと思いますが、日中
サービス支援型共同生活援助の趣旨から、そういった方を積極的に受け入れる姿勢
は必要と思います。その辺りを求める文言をどこかに入れていただけるようお願い
します。 
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事務局 
（須藤班⻑） 
 
関口会⻑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会福祉法人 
陽だまり 
 
関口会⻑ 
 
 
石井副会⻑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会福祉法人 
陽だまり 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
前回、「事業所側の姿勢を望む」とのご意見を清川委員からもいただいていること

を踏まえ、修正させていただきます。 
 

前回、外部からどのくらい受け入れたのかと質問をし、「法人内での移動」との回
答でした。法人内の施設を使っていることからも、本当に日中活動支援型が必要な
のかという印象を持ちました。『３ 利用者の主な日中の活動について』の要望欄に、
「必要が無いとも言える」とあるので、改めて書く必要はないと思いますが、すっ
きりしない印象が残りました。 

 
他に無いようでしたら、２件目を社会福祉法人陽だまり様、ご説明お願いいたし

ます。 
 

——資料４−２「社会福祉法人陽だまり日中サービス支援型グループホーム」の
説明—— 
 

ありがとうございました。何か、確認したいこと、ご質問がありましたら、挙手に
てお願いいたします。 
 

現在ご利用されている方々の状態像がご説明からは見えず、日中サービス支援型
になる必然性が伝わってきません。元々グループホームの定員が 10 名と短期入所が
10 名、合わせて 20 名のところを、日中支援型のグループホームが 17 名と短期入所
が１名と変更され、受け入れ総数は 18 名で 2 名減っています。短期入所に限れば、
⻑期滞在型になってしまっているという説明もありましたが、それを鑑みても 10 名
から 1 名に減らしてよいのでしょうか。そもそも日中支援型グループホームの設置
の意義の中に、「地域で生活する障がい者の緊急一時的な宿泊の場を提供すること」、
そのために短期入所枠を設けるということがあり、疑問視しています。 
 

そのとおりです。短期入所の方々の⻑期的な利用は良くないということから、一
月 30 日（31 日）の支給決定が下りなくなってきている状況にあり、この問題につ
いては早急に対応しなければならない大きな課題と認識しておりましたので、その
対応とご理解いただきたく存じます。 

利用者様については、重度重複の方々が多く、そのために特浴（機械浴）をフル活
用しているという面もございます。 

最後の短期入所の件についてもそのとおりであり、地域の方々が短期入所を使い
たい時に使えるのかということも検討いたしました。現在の利用者のほとんどが⻑
期的な利用をされており、まずそれに対応していくこととなりました。今後、短期
入所を使いたい時に使えないというご心配については、変更後の定員の活用ととも
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関口（三）委員 
 
 
 
 
社会福祉法人 
陽だまり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石井副会⻑ 
 
 
 
 
社会福祉法人 
陽だまり 
 
 
 
 
 
関口会⻑ 
 
 
 
 
 
 

に近隣の「わたぼうし」という障害福祉サービス事業所と提携しており、こちらの
短期入所も利用しながら要望に応えていきたいと考えております。 
 

「地域の障害福祉サービス事業所等への通所」とありますが、日中サービス支援
型グループホームは、グループホームで日中活動をするということではないのでし
ょうか。昼間は他の地域の事業所に行き、夜だけグループホームなのであれば、日
中支援型でなくても良いのではという感覚です。 
 

説明が足りておりませんでした。当初は日中支援型グループホームという概念が
なく、比較的新しい概念と認識しております。グループホームの定員が最大 10 名で
この制度がスタートしており、その後、日中支援型グループホームでは 10 名を超え
ても法律的に認められたと解釈しております。このような状況の中で、継続的に利
用されているグループホーム 10 名と短期入所 10 名の方々の受け皿として、法律に
則った形で対応していくという発想がございましたので、新規ではなく事業の変更
という形を取っております。これまでもグループホームで暮らす方々は、既存の制
度の中で法律の理念の趣旨に則り、なるべく外に通うという対応をしておりました。
日中支援型グループホームに移行しても引き続き趣旨は変えず、外に通えない方に
ついては、日中支援型グループホームの中でやっていこうと考えております。 
 

既存のグループホームを衣替えするという主旨は分かりますが、新たな類型に移
行するということは、その趣旨に沿ったかたちで運営するべきであり、定員要件を
クリアするために日中支援型の類型にするのは間違いだと思いますが、いかがでし
ょうか。 
 

間違いであるかどうかについては、そう言い切れないところがあります。現在の
ご利用者に引き続き地域の中で安心した生活を提供していくことは、事業所として
の使命でございます。間違い＝法令違反ということかと思いますが、法令違反には
当たらず、このルールの中でいかに安心した生活を送っていただけるかを考えて、
進めさせていただいております。今回頂戴した様々なご意見を受け止めながら、法
律の中で適切に運営していきたいと考えております。 
 

法令違反という話ではないと思いますが、日中活動支援型は、外に出られない重
度の方が、施設の中で日中活動ができるという類型を、おそらく考えています。施
設入所のように中に囲わず、地域との交流など開かれた形をどう確保していくかと
いうのも大事な判断のポイントになっています。 

日中活動支援型をするのであれば、外に出られない重度の方が中に閉じこもるの
ではなく、地域の清掃活動に参加したり、地域の人たちが短期入所を積極的に活用
できることが目標と考えています。今後はそういった点も十分念頭に入れてご検討
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清川委員 
 
 
 
 
社会福祉法人 
陽だまり 
 
 
 
 
清川委員 
 
 
社会福祉法人 
陽だまり 
 
 
 
関口会⻑ 
 
 
株式会社
AMATUHI 
 
関口会⻑ 
 
 
関口（三）委員 
 
 
 
 
株式会社
AMATUHI 
 

いただければと思いました。 
 

グループホーム 17 名と短期入所 1 名の 18 名で、20 部屋ありますが、残りの 2 部
屋はどのように活用されますか。短期入所を⻑期利用されていた方の受け皿もあっ
て 17 名になるとのお話でしたが、短期入所 1 名は常に空いている状態で、新規の方
が相談・利用できる状況なのでしょうか。 
 

定員について、説明が足りておりませんでした。20 部屋最大限の利用を目指して
おりましたが、20 人のケアにあたる人手が確保できず、現在のスタッフで何人まで
見ることが可能か検討し、最終的に 17 名と１名に落ち着いたところです。 

1 名のご利用者については、このようなショートステイの定員の中でも引き続き
不利益にならないようにやっていけるのではないかとシミュレートしております。 
 

短期入所の 1 名は、現在「ひまわり」を利用されている方が引き続き短期入所の
制度を利用し、入所されるということですか。 
 

そういうことです。短期入所のご利用者は、在宅中心で一月に２，３日だけ利用
される方、⻑期的継続的に利用されている方が混在していました。双方のご利用者
に不利益が生じない形で受け入れできるシミュレーションを取り、このようにさせ
ていただいております。 
 

ありがとうございます。他にご意見・ご質問はございませんか。 
無いようでしたら、3 件目の株式会社 AMATUHI 様、ご説明をお願いいたします。 

 
——資料４−３「日中サービス支援型グループホーム AMANEKU」の説明—— 

 
 

ありがとうございました。何か、確認したいこと、ご質問がありましたら、挙手に
てお願いいたします。 
 

定員が 20 名ですが、木更津圏内にそんなに多くの需要があるとは思えません。他
県の方が利用される可能性もあるでしょうか。また、資料では高齢者の介護施設に
似ていると感じます。日中のグループホームは地域との交流を大事にすると思いま
すが、そういう活動はされるのでしょうか。 
 

地域交流という視点では、既存のどのグループホームでも必ず自治会に加入し、
クリーン活動やお祭りに参加しております。袖ケ浦市横田でも自治会に加入し、近
隣と自治会⻑への挨拶も終わっております。地域活動には積極的に参加させていた
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石井副会⻑ 
 
 
株式会社
AMATUHI 
 
石井副会⻑ 
 
株式会社
AMATUHI 
 
 
石井副会⻑ 
 
 
 
 
関口会⻑ 
 
 
 
 
 
 

だきたいと思っております。 
需要については、君津ふくしネット等に開設前にご挨拶に伺ったとき、身体の方

の介護医療ホームはないというお話をいただきましたが、まだ宣伝をしておりませ
んので、袖ケ浦市でどれくらいご要望があるかはわかりません。実際に都内の方に
お問い合わせをいただき、八王子の施設をご紹介したのですが、千葉で暮らしたい、
地元の袖ケ浦にグループホームがオープンしたら入りたいというご要望をいただい
ております。ただ、どのホームも基本的には地域の方を優先にご入居を進めさせて
いただいております。 

高齢者施設に似ているというお話でしたが、あまり意識はしておりません。 
話は逸れてしまいますが、目の不自由な方からのお問い合わせが多く、そういう

方が生活しやすいように、角の無いような作りを検討中です。扉に凹凸を付けてわ
かりやすくされている施設もありますので、そういう点は検討して改善していきた
いと思っております。 
 

袖ケ浦市横田のホームは身体の方が中心ということですが、既に運営されている
日中支援型グループホーム 2 か所も、身体の方が中心でしょうか。 
 

身体の方は、１フロア 10 名に対して、車いすの方が 3 名か 4 名までと決めさせて
いただいております。 
 

強度行動障害の方は入居していますか。 
 

視覚障がいの方を含む身体障がいの方の受け入れを考えているため、多少問題行
動がある方も受け入れておりますが、走り回ってぶつかるような方は難しいと思っ
ております。 
 

日中支援型は、強度行動障害の方が入るような想定がされている面もあります。
先ほどの説明では入り口で制限を設けないということですが、日中支援型ができれ
ば強度行動障害の方は入れると期待することもあると思われますので、その辺りは
少しお考えいただいたほうがよいと思います。 
 

まず、代表の方に障害があるというのは伺いましたが、何故グループホームを開
設されるのか、理由を知りたいと思っています。 

次に、なぜ日中支援型であるかということです。先ほどの説明では、通常のグル
ープホームでもエレベーターがあればよく、日中支援型である必要性が見えてこな
いと考えます。 

最後に、身体ということを強調されていました。視覚障がいの方、聴覚障がいの
方、その方たちと車いすの方が一緒に生活するには無理があります。各々の障がい
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株式会社
AMATUHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関口会⻑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関口（三）委員 
 
 

に特化したグループホームにしないとうまくいきません。そう考えると計画がぼや
けているという印象を持ってしまいましたが、その辺りのお考えをお伺いします。 
 

都内や神奈川では色々な事件があり、入所施設が廃止されてきています。弊社の
特色としては、建設と、代表が福祉に特化した行政書士で、関連の申請を行ってお
り、グループホームが足りていないということで始まりました。多少の事故等あり
ますが、実際に運営はできております。コンセプトが明確にないと選びにくいと言
われることが多いが、これまでの当社運営実績より、現実的に入居するかしないか、
受け入れていけるかどうかは簡単に決められることではなく、ほとんどの方が重複
障がいをお持ちの方なので、窓口で決めることはしていません。常々試行錯誤、悩
みながら運営しております。 

最初に車いす対応ではない、24 時間職員がいる日中支援体制のグループホームを
運営していました。どう頑張っても車いすの方はお受けできないが、受けていきた
いというところでお話をさせていただきました。車いすの方が利用できる施設とな
りますと、かなりの土地とスペースが必要となり、職員の配置も 2 名ずつの体制で、
日中に管理者が１名おります。夜にも夜間巡回職員の配置を検討しています。 

目の見えない方から「行けるところがあまりない」とのお問い合わせもあります
が、目の不自由な方に特化したグループホームも必要という話は社内でも検討中で
すが、実際にそういうホームはあまりないのでお問い合わせがきます。どの程度受
けていけるかというのは、体験等を繰り返し、相性等も考えて受け入れていきたい
としか申し上げられないです。お断りしなければならない方も出てくると思います。
受けませんということではないのですが、まずは一緒にやっていけるかどうかとい
うところを考えていきたいと思っています。そのために 1 年間掛けることもありま
す。お答えになってなかったら申し訳ないのですが、以上となります。 
 

グループホームではなく、何故日中支援型なのかという質問をしましたが、グル
ープホームは定員が 10 名、日中支援型だと 20 名までできる、そういう経営面での
発想からきているのかと考えたからです。ご説明を聞いていると視覚障がい者も聴
覚障がい者も身体障がい者も混同しているように聞こえました。本当に障がいをお
持ちの方の気持ちやニーズなどをご理解いただいた上で開設されているのか、そう
ではなく経営的な考え方なのかと、疑問を抱きました。企業なのでそこを否定する
ことはありませんが、障がい者へのご理解を深めていただいた上で、入所の対象者
や支援を提供する側の在り方などに目を向けて、ご利用者が納得できるようなグル
ープホームを作り、経営をしていただきたいと思います。 
 

なぜ袖ケ浦市を選ばれたのでしょうか。人口 65,000 人の小さな街に、現在もたく
さん福祉施設があり、障がい者の割合が高いと思われます。買い物に行くと障がい
者がたくさんいるという感じになっており、施設は充実していると思われます。悪
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株式会社

AMATUHI 
 
 
 
 
 
関口会⻑ 
 
 
 
事務局 
（須藤班⻑） 
関口会⻑ 
 
 
 
事務局 
（須藤班⻑） 
 
 
 
 
関口会⻑ 
 
 
事務局 
（佐久間主査） 

いことだとは思わないですが、どうして袖ケ浦だったのかを伺います。 
 

所有される方から横田駅付近の土地に福祉施設を作りたいとご要望をいただいた
というのが一番です。私がお話を聞いた頃はまだ日中支援型がなかったので、ぜひ
作っていきたいというのがございます。他にも２年後でも３年後でもというお話を
いただき、千葉県の中でも検討はしておりますが、なかなか簡単には進まず、ここ
で作りたいからここで、とはなりません。そういったニーズ等があり、こちらにな
りました。 
 

他に無いようでしたら、議題（５）「袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第４期）（案）
並びに袖ケ浦市障がい福祉計画（第７期）及び袖ケ浦市障がい児福祉計画（第３期）
（案）について」、事務局より説明をお願いします。 
 

——資料 5「そでがうら・ふれあいプラン」の説明—— 
 

ありがとうございました。何か確認したいこと、ご質問がございましたら、お願
いいたします。無いようですので、続きまして、議題（６）「その他」について、事
務局よりお願いいたします。 
 

会議録作成について、開会時に事務局よりお伝えいたしましたが、皆さまに確認
をしていただいた上、公開の手続きをさせていただきます。 

第４回の地域総合支援協議会ですが、書面の形をとりたいと考えております。時
期は１月下旬〜２月頃で、別途ご案内をさせていただきます。第５回は、令和６年
３月 15 日（金）午前 10 時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 
 

全ての議題が終わりました。これで議事を終了いたします。皆さまご協力ありが
とうございました。 
 

関口会⻑ありがとうございました。 
以上をもちまして、袖ケ浦市地域総合支援協議会を閉会といたします。本日は⻑

時間にわたり、誠にありがとうございました。 
 



令和５年度第３回 袖ケ浦市地域総合支援協議会 

 

日時 令和５年１０月１３日（金） 

午前１０時から 

場所 袖ケ浦市役所北庁舎３階 

   災害対策室・中会議室 

 

 

次   第 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議題 

（１）実務者会からの活動報告について 

（２）相談支援部会からの活動報告について 

（３）袖ケ浦市相談支援事業所の中間報告について 

（４）日中サービス支援型共同生活援助の事業評価について 

（５）袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第４期）（案）並びに袖ケ浦市障

がい福祉計画（第７期）及び袖ケ浦市障がい児福祉計画（第３期）

（案）について 

（６）その他 

 

４ 閉会 



 

袖ケ浦市地域総合支援協議会会長 様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 告 書（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１０月１３日 

袖ケ浦市地域総合支援協議会実務者会 

R5.10.13 

第３回地域総合支援協議会 

資料１ 
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１ はじめに 

実務者会では、令和５年３月１７日の袖ケ浦市地域総合支援協議会の指示にもとづき各チームが

活動を重ねて参りました。 

ここ数年新型コロナウイルスの影響により、各チームの開催が難しい状況にありましたが、今年

度はどのチームも積極的に開催し、活動してきました。 

今年度の前期の報告、まとめについてご報告いたします。 

 

２ 検討状況 

資料１－１のとおり。 

 

３ 報告 

（１） 各チームの報告の概要 

子どもチーム 各課で取り組んでいる事業の内容や課題の報告を行った。具体的

には、療育手帳取得までの流れ、高等学校における通級指導教室に

ついて、地域療育支援室のパンダの事業等、地域の子どもたちや保

護者への支援に係る様々な事業について確認した。 

おとなチーム 昨年度に引き続き、ひきこもり状態にある障害をお持ちの方への支援をテ

ーマに話し合いを行いました。今年度は、昨年度前半からの課題である重層

的支援体制整備事業の「地域づくりに向けた支援」を議論するに当たって、

袖ケ浦市内にある既存の社会資源を利用して、ひきこもり状態にある方の居

場所をつくることだけに限らず、ひきこもり状態にある方のニーズはケース

バイケースであり、マッチングするうえで、様々な選択肢があるのではない

かということ。そして、どのような支援が必要なのか深堀りして見極める必

要があるとして、まずは、今まで、ひきこもりの相談でえがお袖ケ浦に来所

されたケースについて深めて、どのようなニーズがあるのかということを研

究するところから、開始することとした。 

高齢チーム 「こころとからだの相談窓口」のチラシの封入作業と送付作業、送付先への

モニタリング（チラシの在庫確認、お客様からの感想など）を行う為の日程

調整を行った。送付先は市内相談支援事業所・居宅介護支援事業所・公民館

等。 

災害チーム 実際に災害が起きた時に現状の対策で良いのかどうか、検証していく事が

必要なのではないかと考え、前期は過去の災害時の状況を知ることや現状の

仕組みを知ることを目的に活動を行った。 

普及啓発チー

ム 

袖ケ浦地域総合支援協議会の既存ホームページについて、リニューアルに向

けて内容の見直しを行った。アクセス解析を行い、閲覧実態の把握をした上

で、見やすいデザインになるよう内容の検討を進めている。他市町村からと

思われるアクセスが多数確認されたほか、一定数、一般の方からと思われる

アクセスもある様子であった。ホームページは広く情報発信をする上で、有
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効性の高いツールであると考えている。 

障がいのある

方が外出しや

すい街づくり

チーム 

今年度は障害がある方が外出しやすい街づくりを目指し、店舗の紹介、又

店舗の方も障害のある方に意識を持って頂ければと、以前作られた「障がい

のある方にも優しい街マップ」長浦駅前通り編に続いてゆりまち、およびそ

の周辺の店舗を対象にマップ作りを行うこととしました。 

注 詳細は資料１－３～８のとおり  

 

（２）全体に関する報告 

昨年度からのチーム毎の課題を整理し、継続性をもちながら活動が行われた。 

 

４ 提言 

（１） 各チームからの提言 

子どもチーム 今後、就学相談や幼児相談を行っていく中で保護者との関わりも

増えることから、療育施設の見学を実施し、困り感の持つ保護者へ

の対応を充実させたいと考えている。また、市内の施設から得た情

報をどのように地域の子育て世代に周知していくかを今後検討して

いきたい。 

おとなチーム 今年度、前半はえがお袖ケ浦にひきこもりの相談で来所されたケースにど

のようなニーズがあるかについて議論を深めることができた。議論の中で、

高齢者では、認知症初期集中支援チームがアウトリーチしているが、ひきこ

もりの方にも早期介入する仕組みができると良いことを確認した。また、ひ

きこもりの方の家族会があり千葉県では「KHJ 千葉県なの花会」が活動してい

ることをチーム内で共有することができた。後半は、早期介入の方法を掘り

下げていくことや家族会の方から成功事例を伺う、これまで、議論してきた

えがお袖ケ浦のケースについてニーズをまとめ、支援機関一覧表を作成し、

窓口で共有できるようにする等の活動を行っていきたい。 
高齢チーム 今後は、モニタリング結果を受けて相談窓口一覧表をきっかけに行政に相

談できることをより知ってもらうための手段の検討、障がいサービスから介

護サービスに移行について理解を深めるための勉強会を行っていく。介護事

業所様に向けたアンケート調査を行っていくための内容について検討を行

う。 

災害チーム 今期は現在の災害対策における現状把握と実際の災害時における状況を知

る機会としたが、袖ケ浦市のハザードマップの活用など身近なところから自

分の身を守る方法を考えておく必要性を改めて感じることが出来た。また、

令和五年台風被害時の話より、被災者への支援だけでなく、援助者側のセル

フケアの大切さについて再確認した。 
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 後期についてはさらに具体的な災害対策について検証し、より実践的な対

策について学んでいく。 

普及啓発チー

ム 

ホームページをメンバーの活動を支えるホームページとして、過去の取り

組みを振り返る事や袖ヶ浦市総合支援協議会の現在の取り組みを見て頂ける

ようにして行けたら良いのではないだろうか。 

ホームページの見直しには専門的な知識が必要で、担当者への負担が大き

くなることが心配である。 

障がいのある

方が外出しや

すい街づくり

チーム 

長浦駅周辺マップを「もう何冊かいただきたい」という声が寄せられたと

の事で必要性があると実感し、今回はゆりまち及びその周辺のマップをチー

ム全体で協力して作りたい。 

 

 

（２）後期の活動について 

  前期に引き続き、チーム別に上記の提言通り、検討をすすめるものとしたい。 

 



資料１－１

検討状況

会議名 開催日時 会場 メンバー 参加人数 内容

運営会議
３月３１日(金)
１０:００～
　１１:００

袖ケ浦市役所
旧館2階会議室

運営会議メンバー １１名

・来年度のスケジュールの確認
・実務者会、各チームのメンバー編
成について→依頼文発送準備
・地域総合支援協議会の歴史の説明
について
・リーダー会について

運営会議
４月３０日(金)
１０:００～
　１１:００

袖ケ浦市役所
旧館３階中会議室

運営会議メンバー １１名

・各チームのメンバー編成
・前半の活動予定の確認
・6月の実務者全体会終了後に、リー
ダー会開催

実務者全体会
６月９日(金)
１０:００～
　１２:００

袖ケ浦市役所
旧館３階大会議室

実務者会メンバー ４７名
・今年度の実務者会の活動計画
・リーダーの選出

リーダー会議
６月１６日(金)
１０:００～
　１１:００

袖ケ浦市役所
北庁舎２階会議室

各チームリーダー １２名
・各チームの活動について

リーダー会議
９月９日(金)
１０:００～
　１１:００

袖ケ浦市役所
北庁舎２階会議室

各チームリーダー １２名
・各チームの進捗状況
・総合支援協議会への提言のまとめ

実務者全体会
９月１２日(火)
１０:００～
　１２:００

袖ケ浦市役所
北庁舎3階中会議
室・災害対策室

実務者会メンバー ３８名 ・各チーム前半最終まとめ
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                         資料１－３ 

子どもチーム 報告  

 

１ 今期及び前期の活動内容のまとめ 

 

・子どもチームでは、各課で取り組んでいる事業の内容や課題の報告を行った。具体的に

は、療育手帳取得までの流れ、高等学校における通級指導教室について、地域療育支援

室のパンダの事業等、地域の子どもたちや保護者への支援に係る様々な事業について確

認した。 

 

・後期については、子どもの発達に関する相談件数が増加していること、地域の療育施設

についてわからないことも多いことから、市内の療育施設を訪問し、どのような施設で

どのような支援を行っているのか、また療育機関での課題等を収集し、療育施設の実態

を把握していきたい。 

 

 

 

２ 活動経過 

○ 第１回 ７月２４日（月） １４:００ ～ １６：００     

場所：地域療育支援室パンダ会議室 

  出席者：８名 

  内容：関係各課等の現状の把握と今後の活動について 

 

○ 第２回 ８月１０日（木） １４:００ ～ １６：００     

場所：袖ケ浦市役所 中庁舎２F 会議室 

  出席者：３名 

  内容：今後の活動について 

 

 

 

 

３ 提言 

・今後、就学相談や幼児相談を行っていく中で保護者との関わりも増えることから、療育

施設の見学を実施し、困り感の持つ保護者への対応を充実させたいと考えている。また、

市内の施設から得た情報をどのように地域の子育て世代に周知していくかを今後検討

していきたい。 



                        資料１－４ 

おとなチーム 報告 

 

１、 今期の活動内容のまとめ 

 おとなチームでは、昨年度に引き続き、ひきこもり状態にある障害をお持ちの方への支援をテーマに

話し合いを行いました。今年度は、昨年度前半からの課題である重層的支援体制整備事業の「地域づく

りに向けた支援」を議論するに当たって、袖ケ浦市内にある既存の社会資源を利用して、ひきこもり状

態にある方の居場所をつくることだけに限らず、ひきこもり状態にある方のニーズはケースバイケー

スであり、マッチングするうえで、様々な選択肢があるのではないかということ。そして、どのような

支援が必要なのか深堀りして見極める必要があるとして、まずは、今まで、ひきこもりの相談でえがお

袖ケ浦に来所されたケースについて深めて、どのようなニーズがあるのかということを研究するとこ

ろから、開始することとした。 

 

 

２、 活動経過 

 ○第 1回  ６月９日（金）１０：００～１２：００   旧館３階大会議室 

  出席者  ８名 

  内 容  実務者全体会：前年度の活動報告 リーダー・副リーダー選出 年間会議の日程調整 

 

 ○第 2回  ７月１０日（月）１０：００～１１：３０   基幹相談支援センター相談室 

  出席者  ５名 

  内 容  ひきこもりの相談でえがお袖ケ浦に来所されたケースについて深めて、どのようなニ

ーズがあるのかということを議論する。 

 

 ○第 3回  ８月２１日（月）１０：００～１２：００   北庁舎５階会議室 

  出席者  ６名 

  内 容  ひきこもりの相談でえがお袖ケ浦に来所されたケースについて深めて、どのようなニ

ーズがあるのかということを議論する。 

 

○第 4回  9 月 5日（火）１０：００～１２：００   北庁舎５階会議室 

  出席者  ６名 

  内 容  ひきこもりの相談でえがお袖ケ浦に来所されたケースについて深めて、どのようなニ

ーズがあるのかということを議論する。 

 

 ○第５回  ９月１２日（火）１０：００～１２：００ 北庁舎３階中会議室災害対策室 

  出席者  ６名 

  内 容  実務者全体会：前期のまとめ、後期の活動について 

 

３、提言 

 今年度、前半はえがお袖ケ浦にひきこもりの相談で来所されたケースにどのようなニーズがあるか

について議論を深めることができた。議論の中で、高齢者では、認知症初期集中支援チームがアウトリ

ーチしているが、ひきこもりの方にも早期介入する仕組みができると良いことを確認した。また、ひき

こもりの方の家族会があり千葉県では「KHJ千葉県なの花会」が活動していることをチーム内で共有す

ることができた。後半は、早期介入の方法を掘り下げていくことや家族会の方から成功事例を伺う、こ

れまで、議論してきたえがお袖ケ浦のケースについてニーズをまとめ、支援機関一覧表を作成し、窓口

で共有できるようにする等の活動を行っていきたい。 



                        資料１－５ 

高齢チーム 報告 

 

１、 今期の活動内容のまとめ 

・「こころとからだの相談窓口」のチラシの封入作業と送付作業、送付先へのモニタリング（チラシの

在庫確認、お客様からの感想など）を行う為の日程調整を行った。送付先は市内相談支援事業所・居宅

介護支援事業所・公民館等。 

・後期はモニタリングの結果を基にチラシの活用手段の検討、障害サービスから介護サービスに移行

について制度やサービスについて理解を深めるための勉強会を行っていく。また、介護事業所あてに障

害を持っている利用者様の入居状況など調査内容の検討も行っていく。 

 

 

２、 活動経過 

 ○第 1回  ６月９日（金）１０：００～１２：００ 袖ケ浦市役所 旧館３階大会議室 

  出席者  ７名 

  内 容  リーダー・副リーダー選出 年間活動計画作成 

 

 ○第 2回  ７月１０日（月）１３：３０～１４：４０ 袖ケ浦市役所高齢者支援課 地域包括支援 

センター相談室 

  出席者  ６名 

  内 容  「こころとからだの相談窓口」案内チラシの送付準備。 

        送付文について障がい者支援課の決裁が取れ次第発送となった。 

 

 ○第 3回  ８月２１日（月）１３：３０～１４：４０ 袖ケ浦市役所 北庁舎５階会議室 

  出席者  ６名 

  内 容  チラシ送付先へのモニタリングの割振りと日程調整。 

 

 

３、提言 

 今後は、モニタリング結果を受けて相談窓口一覧表をきっかけに行政に相談できることをより知って

もらうための手段の検討、障がいサービスから介護サービスに移行について理解を深めるための勉強会

を行っていく。介護事業所様に向けたアンケート調査を行っていくための内容について検討を行う。 



資料１－６ 

災害チーム 報告 

 

１、今期の活動内容のまとめ 

 実際に災害が起きた時に現状の対策で良いのかどうか、検証していく事が必要なのでは

ないかと考え、前期は過去の災害時の状況を知ることや現状の仕組みを知ることを目的に

活動を行った。 

 後期については障害を抱えている人が避難するにあたり情報伝達が大切ではないのかと

いう推測に基づき、前期の活動を踏まえ実際的に検討をしていきたいと考えます。まずは現

状の地域や施設の災害対策やＢＣＰを共有し、そこから障害を抱えている人が避難をする

にあたってどのような事（特に情報伝達において）が必要なのか、不足している部分はない

のか、もしくは補完するとしたら何が必要なのかなどについて考えたい。 

 

２、活動経過 

 

第一回  6月 9日  （金曜日）袖ケ浦市役所旧館 3階大会議室 

出席者・8名 

 

第二回  7月 25日 （火曜日） 社会福祉協議会 会議室 

出席者・8名 

内容・袖ケ浦市防災安全課・鈴木さんより袖ケ浦市のハザードマップの使用の仕方について

の説明を受け、それについての質疑応答。 

アルファ米の配布し、各自試食し、次回の会議で感想を伝えることにした。 

 

第三回  8月 24日 （木曜日） 社会福祉協議会 会議室 

出席者・6名 

内容・『災害時に私たちはなにができるか』 NPOぽぴあ 森督矢さん 

① 災害支援研修参加報告について 

② 令和元年房総半島台風について 活動のふりかえり、全戸訪問によるニーズ把握の課題 

③ 令和五年度千葉県災害福祉ネットワーク協議会参加報告 

以上の内容についての話を聴講した。 

 

第四回  9月 12日 （金曜日） 袖ケ浦市役所 北庁舎 3階災害対策室 

出席者・7名 

内容・前期の振り返りと後期の活動内容についての検討 



３、提言 

 今期は現在の災害対策における現状把握と実際の災害時における状況を知る機会とした

が、袖ケ浦市のハザードマップの活用など身近なところから自分の身を守る方法を考えて

おく必要性を改めて感じることが出来た。また、令和五年台風被害時の話より、被災者への

支援だけでなく、援助者側のセルフケアの大切さについて再確認した。 

 後期についてはさらに具体的な災害対策について検証し、より実践的な対策について学

んでいく。 



資料１－８                            

障害のある方が外出しやすい街づくりチーム 報告  

 

１、 前期活動内容のまとめ 

 

・今年度は障害がある方が外出しやすい街づくりを目指し、店舗の紹介、又店舗の方も障害のあ

る方に意識を持って頂ければと、以前作られた「障がいのある方にも優しい街マップ」長浦駅前通

り編に続いてゆりまち、およびその周辺の店舗を対象にマップ作りを行うこととしました。後期は

アンケートの作成、配布、回収、マップ作りを行っていきます。 

 

２、 活動経過 

○ 第１回 ６月９日 （金）10:00～12：00  袖ヶ浦市役所旧館 3階大会議室 

 出席者：  ４名 

 内容 ： ・前年度活動報告 

・リーダー・サブリーダーの選出 

      ・活動計画立案 

       

 

○ 第２回 ７月１３日（月）10:00～12：00  市民会館 1Ｆ研修室 

 出席者：  ５名 

 内容：  ・マップ対象地区はゆりまち及びその周辺店舗とし、配布するアンケート用紙を長浦

駅前通り編を参考に、店舗の宣伝にもつながるという意識をもって頂くようアンケ

ート内容を考える。 

       

○ 第３回 ８月１０日 (木) 10:00～12：00  市民会館 1Ｆ研修室 

 出席者：  ４名 

 内容 ： ・配布するアンケートのたたき台の作成 

 

３、 提言 

・長浦駅周辺マップを「もう何冊かいただきたい」という声が寄せられたとの事で必要性がある

と実感し、今回はゆりまち及びその周辺のマップをチーム全体で協力して作りたい。 

 







 

 

 

袖ケ浦市地域総合支援協議会会長 様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 告 書（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１０月１３日 

袖ケ浦市地域総合支援協議会相談支援部会 
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相談支援チーム 報告 

 

１、 今期及び前期の活動内容のまとめ 

  

 今年度前期も毎月一回開催しました。 

 部会は、前期の活動ではグループスーパービジョンをメインに実施し、７月に「障害支援区分」の勉

強会を実施しました。 

 グループスーパービジョンは部会のメンバーである相談支援専門員からアイディアを出していただ

きながら検討する形で行いました。前期は３事業所のケースを検討し、３か月後に経過を報告する形で

行いました。５月に検討したケースの経過について８月に報告をしていただき共有しました。 

 また、参加メンバーからの近況報告や新しくできた事業所の情報共有、教えて欲しいこと等を出し合

い意見交換を行いました。 

 

２、 活動経過 

 ○第 1回  ４月２０日（木）１０：００～１２：００ 袖ケ浦市役所旧館３階小会議室 

  出席者  ９名 

  内 容  年間予定の確認、情報共有 

 

 ○第 2回  ５月１８日（木）１０：００～１１：３０ 袖ケ浦市役所旧館３階中会議室 

  出席者  ７名 

  内 容  グループスーパービジョン（事例提供：リーベル）、ケース経過報告、情報共有 

 

 ○第 3回  ６月９日（金）１０：００～１２：００ 袖ケ浦市役所旧館３階大会議室 

  出席者  ８名 

  内 容  全体会、７月の勉強会（区分認定について）の内容確認、見学会の候補について 

 

○第 4回  ７月２０日（木）１０：００～１２：００ 長浦公民館 

  出席者  ７名 

  内 容  グループスーパービジョン（事例提供：もえ）、区分認定の勉強会 

 

 ○第５回  ８月１７日（木）１０：００～１２：００ 長浦公民館 

  出席者  ７名 

  内 容  グループスーパービジョン（事例提供：ケアセンターさつき） 

       ケース報告（リーベル）、情報共有 

 

 ○第６回  ９月１２日（火）１０：００～１２：００ 袖ケ浦市役所北庁舎３階中会議室災害対策室 

  出席者   名 

  内 容  前半の活動のまとめ、ケース報告、１１月の見学会について 

 

３、提言 

 後期も月１回定期的に開催し、グループスーパービジョンをメインとし、事業所の見学、意見交換を

予定しています。グループスーパービジョンで検討することに慣れるだけではなく、数か月後後に報告

をし、フィードバックをすることで地域のケースについて共有できるようにしていくこと、実施してい

る効果についても報告できるようにしていく予定です。また、福祉の事業所だけではなく地域の資源を

知り、スキルアップを図れるように努めていきたいと考えています。 



○令和５年度実績（令和５年４月～令和５年９月）

身体障害 重度⼼身 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳 その他 計
訪問 0 0 3 22 0 0 1 26
来所相談 5 0 32 77 6 1 21 142
同⾏ 0 0 7 5 1 0 0 13
電話相談 8 0 28 74 4 0 9 123
電子メール 2 0 0 0 0 0 0 2
個別支援会議 16 0 65 151 18 1 28 279
関係機関 13 0 44 110 6 0 7 180
その他 0 0 0 2 1 0 1 4
計 44 0 179 441 36 2 67 769
対前年⽐ △ 25 0 10 115 6 △ 2 △ 8 96

○令和４年度実績（令和４年４月～令和４年９月）

身体障害 重度⼼身 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳 その他 計
訪問 1 0 2 7 0 0 1 11
来所相談 8 0 18 26 6 2 5 65
同⾏ 0 0 4 0 0 0 0 4
電話相談 17 0 26 118 4 0 14 179
電子メール 0 0 0 0 0 0 0 0
個別支援会議 21 0 64 105 12 2 36 240
関係機関 22 0 55 69 8 0 18 172
その他 0 0 0 1 0 0 1 2
計 69 0 169 326 30 4 75 673
対前年⽐ 46 △ 3 32 170 △ 5 3 37 280

【参考】

○令和３年度実績（令和３年４月～令和３年９月）

身体障害 重度⼼身 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳 その他 計
訪問 0 0 0 3 1 0 1 5
来所相談 1 0 10 22 8 0 3 44
同⾏ 1 0 3 1 0 0 0 5
電話相談 5 2 19 34 6 0 9 75
電子メール 0 0 0 0 0 0 0 0
個別支援会議 9 1 56 55 14 1 15 151
関係機関 7 0 49 38 6 0 9 109
その他 0 0 0 3 0 0 1 4
計 23 3 137 156 35 1 38 393
対前年⽐ 7 3 59 54 25 1 25 174

　　袖ケ浦市障害者相談支援事業所「えがお袖ケ浦」活動実績
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議題（４） 日中サービス支援型共同生活援助の事業評価について 

 

平成３０年４月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助

（グループホーム）に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が

創設されました。 

日中サービス支援型グループホームの運営に当たっては、地域に開かれたサ

ービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団

体が設置する協議会等に対し、定期的に（年１回以上）事業の実施状況等を報告

し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等

を聴く機会を設けなければならないとされております。 

このようなことから、袖ケ浦市内においても該当事業があることから、本会議

にて評価を行うものであります。 

 

 

 別添の「評価・報告シート（案）」を確認の上、意見を伺うものです。 

 なお、評価欄には事前に事務局からの案を記載しております。 

 

 

R5.10.13 
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資料４－１ 



 

１ 日中サービス支援型共同生活援助の概要 

 

（１）日中サービス支援型共同生活援助とは 

障害者の重度化・高齢化に対応するために創設された共同生活援助の新たな類型で

す。短期入所を併設し、地域で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するこ

ととしており、施設等からの地域移行の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の

中核的な役割を担うことが期待され、平成３０年４月より創設されました。 

 

（２）対象者について 

主な対象者は、重度化・高齢化のため日中活動サービス等を利用することができな

い障害者（日によって利用することができない障害者を含む）です。障害支援区分に

よる制限はありません。 

 

（３）常時の支援体制の確保について 

昼夜を通じて１人以上の世話人又は生活支援員を配置します。 

 

（４）定員について 

入居定員は２人以上１０人以下が基本となりますが、共同生活住居ごとの独立性が

確保され、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同して暮らせる環境づくりに

配慮されている場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができ、一つ

の建物の入居定員の合計は２０人以下まで可となります。 

 

（５）支援内容について 

利用者のニーズに応じて、日常の生活支援はもとより、利用者が充実した地域生活

を送ることができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援を提供します。 

日中活動サービス等の利用が制限されることなく、個々の利用者に対して適切な障

害福祉サービス等の利用が図られるよう、相談支援事業者や他の障害福祉サービス事

業者と緊密な連携が求められます。 

 

 

２ 日中サービス支援型共同生活援助の評価について 

 

運営にあたっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質

の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的に（年１回

以上）事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会

等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされています。 

 

議題（４）参考資料 



第2号様式

事業者名

指定日 令和４年 ９月 １日

所在地

定員数（共同生活援助）

定員数（短期入所）

共同生活住居数

障害支援区分

非該当 総　数：

区分１ 0人

区分２ 総　数：

区分３ 0人

区分４ 総　数：

区分５ 0人

区分６ 総　数：

合計 0人

０人

０人

３人
精神

１０人

７人
難病等

２０人

内訳

０人

０人

主に日中GHで過ごす人数：

0人

主に日中GHで過ごす人数：

0人

【住居名を記載】 名

２　利用者状況

（令和5年6月1日

　現在）

人数

サエラ蔵波１ 10名 4人 11人

サエラ蔵波２ 12名 （常勤換算後）

3.475人 9.2人

主な障害種別利用者人数（重複はそれぞれ記入）

身体
2人

主に日中GHで過ごす人数：

知的

１　施設概要 人員配置

20人

主に日中GHで過ごす人数：

11人

報告・評価シート（案）
【報告日　　令和５年　　７月　１８日】

【評価日　　　　　年　　　月　　　日】

項目 【 事業所記入欄】

（常勤換算後）

【住居の内訳】 【定員数の内訳】 世話人（夜間） 世話人（夜間）

9.2人

2戸 夜間

20人 （常勤換算後） （常勤換算後）

2人 3.475人

サエラ蔵波 日中

世話人 生活支援員

千葉県袖ケ浦市蔵波3312-15 4人

1



第2号様式

外部の日中活動事業所を利用することが可能なのであれ

ば、日中サービス支援型のグループホームを利用する必

要が無いとも言える。

地域資源として、当該タイプのグループホームは貴重で

あり、将来的には諸般の事情で外部の日中活動を利用で

きない方を優先で利用を考えても良いと思われる。

常勤人数としても十分な人員数と思われるため積極的な

外出や余暇活動の実施により、生活の質の向上に努めて

ほしいと考える。

共同生活住居ごとに、１人以上の世話人または支援員を

配置するとなっているところ、これを満たした配置がな

されている。

５　支援体制の確保

について

・日中・土日を含めた常時の支援体制が確保されているか

生活支援員と世話人を変則勤務で配置し、利用者の日

課全般(身支度、食事、入浴、歯磨き)の支援を常時提供

している。

就労継続支援B型１人、生活介護１９人

・利用者に対して外出や余暇活動の支援に努めているか。

１人

在宅ケースで体験利用。主支援者が高齢であり、将来的なことも踏

まえ共同生活援助のサービス利用に向けた支援を行っている。

定期的に近隣の店舗で日用品や飲食物の購入を行い、趣向品の購入やスポーツ観戦等の要望があれば

市外も含めて外出をしている。またグループホーム利用者全体で一泊旅行やバーベキュー等の食事会

を実施している他、地域住民と合同で実施しているグランドゴルフ大会等の企画をしている。

その他、利用している日中活動事業所が企画しているクラブ活動や余暇活動の参加調整を行ってい

る。

・体験的利用等のニーズに対応しているか。

項目
【 事業所記入欄】

具体的な内容

３　利用者の主な日

中の活動について

・GH内で主にどのような日中サービスを提供しているか。

平日の日中は基本的に外部の日中活動事業所を利用している為、グ

ループホームでは日中サービスの提供はしていない。

土日は外出等の余暇支援や社会活動参加の支援を提供している。

・外部の日中活動サービス等の利用人数及び内容について

前項「２　利用者状況」記載の利用者のうち、外部の日中活動サー

ビスの利用者人数：２０人

４　利用者に対する

地域生活の支援状況

について

【市町村協議会等記入欄】

要望・助言・評価
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第2号様式

特になし

利用されている方においては、２　利用者状況のとおり

重度の方もいる。また当該サービスの制度上の対象者と

しては高齢の方も想定されているところである。このよ

うな方のサービス利用が制限を受けることのないよう、

緊密な連携を期待する。

利用者の方が地域の一員として地域の行事へ参加するな

ど、利用者の方がより一層充実した地域生活をおくれる

よう、地域との継続的な関わり合いを今後も期待した

い。

短期入所の地域資源は貴重であり、積極的な受け入れを

期待したい。

地域生活支援拠点の緊急時の受入れ機能を担う事業所と

しても登録している。

【市町村協議会等記入欄】

要望・助言・評価
項目

【 事業所記入欄】

具体的な内容

福祉系学生の実習受入を積極的行っている。

ボランティアはグループホーム内外の環境整備や利用者の余暇支援の補助等

を行っていただいている。

６　地域に開かれた

運営について

７　短期入所の併設

について

８　相談支援事業者

や他のサービス事業

所との連携状況につ

いて

９　その他

・地域で生活する障害のある方を積極的に受け入れているか。

要望のあった在宅ケースをその都度受け入れており、

ほぼ満床の状況である。

・緊急・一時的な支援等の受け入れに対応しているか。

法人内で相談を受けているケースを情報共有し、必要

に応じて受け入れを行っており、２件対応している。

関係のある相談支援事業所とは定期的に連絡を取りながら、

担当利用者の情報提供や定期的なケース会議等を実施すると

共に在宅者の新規相談等も受けいている。

他のサービスについては、同法人の事業所だけではなく、他

法人の様々な事業所とも連携をしていき、利用者個々がより

充実した日々が送れるように努めている。

特になし

・家族や地域住民との交流の機会が確保されているか。

個々の家庭状況により帰省や家族面会の機会を設け、職員からも近

況報告を実施している。また、家族参加の行事を企画し、交流を

図っている。

地域住民とは地域清掃や相互に招待して行う小規模イベント(グラウ

ンドゴルフ等)や地域の例大祭等で交流を図っている。

・実習生やボランティアを積極的に受け入れているか。

受け入れ人数
実　　習　生：6人

ボランティア：53人
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「社会福祉法人陽だまり日中サービス支援型グループホーム」 

事業計画書 

 

住居名 ：ひまわり 

場  所：袖ヶ浦市百目木 1003 

定  員：日中サービス支援型 17 名 短期入所 1 名 

職員配置：管理者 サービス管理責任者 生活支援員 世話人 作業療法士 看護師 

開所予定：令和 5 年 12 月 1 日 

 

１．運営方針 

 グループホームひまわりは、平成 29 年 7 月に定員グループホーム 10 名、短期入所 10 名

で開設し、地域で暮らす重度障害者の暮らしの場と在宅生活支援を提供してきた。 

 しかし、その後 6 年が経過し、グループホームの利用者は、定員 10 名に満ちている中、

短期入所をすでに利用者している利用者についても、グループホームの空きがなく長期継

続的に利用されている状況が続いている。 

 以上のことから、定員を日中サービス支援型 17 名、短期入所 1 名へと変更して、利用者

のニーズに応じた運営を図っていく。 

 

２．支援内容 

 利用者個人の状況や意向に添って日常生活全般を支援する。 

（１） 日常生活支援 

 食事、入浴、排泄、健康管理等の支援を行う。 

（２）日中活動支援 

 地域の障害福祉サービス事業所等への通所について、本人の意向に添って継続してい

く。 

 通所による支援が困難な場合は、ご本人に応じた日中活動の充実を図っていく。また、

重度身体障害の方々には、作業療法士の意見も取り入れながら、生活リハビリも取り入れ

ていく。 

（３）社会生活支援 

 相談支援事業所等地域の関係機関と連携のうえ、余暇や通院等の外出支援、金銭管 

理支援等を行う。 

 

３．医療機関 

  嘱託医 袖ヶ浦医院 

R5.10.13 

第３回地域総合支援協議会 

資料４ー２ 































 

  

 

 

そでがうら・ふれあいプラン 
 

袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第４期） 

袖ケ浦市障がい福祉計画（第７期） 

袖ケ浦市障がい児福祉計画（第３期） 

 

（案） 

 

 

 

 

 

 
 

 

袖ケ浦市 福祉部 

障がい者支援課 

R5.10.13 

第３回地域総合支援協議会 

資料５ 
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第１章 計画の目的と性格 

  

第１節 計画策定の背景と目的 

１ 計画策定の背景 

平成28年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」施

行以来、障がい者を取り巻く状況は少しずつ変化しています。 

 

国では、平成30年に「障害者基本計画(第４次)」を策定し、障がい者があらゆる活動に

参加できるように援助を行うとともに社会的な障壁を除去するために取り組むべき障害者

施策の基本的な方向を示しました。 

同年４月、及び令和３年改正の「社会福祉法」では、障がい者・高齢者・子どもなどす

べての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる「地域共生社

会」の実現に向けた取組を進めることや、「地域共生社会」の実現に向けた具体的な取組と

して、市町村において地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援

体制を構築すること等が盛り込まれました。 

その他にも、令和３年には障がい者に対する「合理的配慮」の提供を国や自治体のみな

らず民間事業者にも義務化した「改正障害者差別解消法」、令和４年には障がい者による情

報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進する「障害者情報アクセシビリティ・

コミュニケーション施策推進法」を施行するなど、障がい者に関する法整備が進められて

います。 

 

生活の状況については、令和２年１月以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は

様々な影響を及ぼし、特に、障がい者を含め脆弱な立場に置かれている人々は、感染拡大

防止措置の影響による地域の交流・見守りの場、相談支援を受ける機会の喪失等によって、

地域や社会からの孤立や、必要な支援を受けることができないなど、現在もその影響は続

いています。 

 

年々、変わりゆく障がい者施策や社会福祉施策の動向に加え、感染症の影響等、市を取

り巻く現状を把握しながら、全ての障害のある人が地域で安心して生活できるまちづくり

を進める必要があります。 
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■近年の障がい者制度に関わる法制度等の動き■ 

公布等年月 施行等年月 法制度等の動き 主な内容 

令和元年 

６月 

令和元年６月 

障害者の雇用の促進等

に関する法律の一部を

改正する法律 

・公的機関の障害者雇用水増し問題

の再発防止策 

・障害者雇用に関する優良な中小事

業主に対する認定制度の創設 

令和元年６月 

視覚障害者等の読書環

境の整備の推進に関す

る法律 

・視覚障害や発達障害、上肢の障害

などがある人の読書環境を整えるこ

と 

令和２年 

５月 
令和２年６月 

高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に

関する法律の一部を改

正する法律 

・バリアフリー基準適合義務の対象

拡大 

・障害者等へのサービス提供につい

て国が認定する観光施設の情報提供

を促進 

令和２年 

６月 
令和３年４月 

地域共生社会の実現の

ための社会福祉法等の

一部を改正する法律 

・地域住民の複雑化・複合化した支

援ニーズに対応する市町村の包括的

な支援体制の構築の支援 

・地域の特性に応じた認知症施策や

介護サービス提供体制の整備等の推

進 

令和３年 

５月 
令和６年４月 

障害を理由とする差別

の解消の推進に関する

法律の一部を改正する

法律 

・国及び地方公共団体の連携協力の

責務の追加 

・事業者による社会的障壁の除去の

実施に係る必要かつ合理的配慮の提

供の義務化 

・障害を理由とする差別を解消する

ための支援措置の強化 

令和４年 

５月 
令和４年５月 

障害者による情報の取

得及び利用並びに意思

疎通に係る施策の推進

に関する法律 

・全ての障害者が、社会を構成する

一員として参加するために、障がい

者による情報の取得利用・意思疎通

に係る施策を総合的に推進すること

で、障がいの有無によって分け隔て

られることなく、相互に人格と個性

を尊重しながら共生する社会の実現

に資すること 

令和４年 

12 月 
令和５年４月 

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律等の

一部を改正する法律 

・障害者等の地域生活の支援体制の

充実 

・精神障害者の希望やニーズに応じ

た支援体制の整備 
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２ 計画の目的 

本市では、平成30年度から令和５年度までの６年間を計画期間とした「袖ケ浦市障がい

者福祉基本計画（第３期）」並びに令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間とし

た「袖ケ浦市障がい福祉計画（第６期）」及び「袖ケ浦市障がい児福祉計画（第２期）」と

いった３つの性格を併せ持つ「そでがうら・ふれあいプラン」（以下「本計画」という。）

を策定し、基本理念である「障がいのある人が、安心して、その人らしい生活をおくれる

まちづくり」の実現に向け、障害福祉サービスや本市独自の施策を展開し、関係機関や多

職種との連携を図ることで、一人ひとりのニーズに沿った切れ目のない支援を提供するた

めの体制整備に努めてきました。 

令和５年度にて、「袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第３期）」並びに「袖ケ浦市障がい

福祉計画（第６期）」及び「袖ケ浦市障がい児福祉計画（第２期）」が終了することに伴い、

めまぐるしく変化する障がい者施策の動向や本市の障がいのある人を取り巻く現状等に加

え、これまでの取組に関する成果や課題を踏まえながら、障がいのある人の自立や社会参

加を促進するための施策や多様性に富んだ障害福祉サービス等をより充実させ、すべての

人が住み慣れた地域で自分らしく生活することができる環境づくりに向けて「袖ケ浦市障

がい者福祉基本計画（第４期）」並びに「袖ケ浦市障がい福祉計画（第７期）」及び「袖ケ

浦市障がい児福祉計画（第３期）」を策定するものです。 
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第２節 計画の位置づけ、期間等 

１ 法的な位置づけ 

本計画は、「袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第４期）」「袖ケ浦市障がい福祉計画（第７

期）」及び「袖ケ浦市障がい児福祉計画（第３期）」の３つの計画により構成されます。 

○ 「袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第４期）」は、障害者基本法第11条第３項による「市

町村障害者計画」に位置づけられ、本市の障がい者施策を総合的に推進することを目的と

した計画です。 

○ 「袖ケ浦市障がい福祉計画（第７期）」は、障害者総合支援法第88条第１項による「市町

村障害福祉計画」に位置づけられ、障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援するた

めに、障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する数値目標や、サービスごとの必要な

見込量などを定める計画です。 

○ 「袖ケ浦市障がい児福祉計画（第３期）」は、児童福祉法第33条の20第１項による「市町

村障害児福祉計画」に位置づけられ、障がい児支援の提供体制の確保と円滑な実施を図る

ための計画です。 

 

※「市町村障害児福祉計画」は、児童福祉法第33条の20第６項の規定により「市町村障害福

祉計画」と一体のものとして作成することができるものとされていることから、「袖ケ浦市

障がい福祉計画（第７期）」と「袖ケ浦市障がい児福祉計画（第７期）」を一体のものとし

て策定しています。 

 

■計画の法的位置づけと役割■ 

 法的位置づけ 計画の役割 

障がい者福祉基本計画

（第４期） 

○障害者基本法第11条第３項の規

定による「市町村障害者計画」 

○障がいのある人のための施策に

関する基本的な事項を定める基

本計画 

障がい福祉計画 

（第７期） 

○障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

（以下「障害者総合支援法」と

いう。）第 88条第 1項の規定に

よる「市町村障害福祉計画」 

○障害福祉サービス等の提供体制

の確保に関する数値目標や、

サービスごとの必要な見込量な

どを定める計画 

障がい児福祉計画 

（第３期） 

○児童福祉法第 33 条の 20 第１項

の規定による「市町村障害児福

祉計画」 

○障がい児支援の提供体制の確保

と円滑な実施を図るための計画 
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２ 各種計画との関連 

本計画は、障害者基本法等により定められた国や県等の計画を踏まえるとともに、市の

最上位計画となる「袖ケ浦市総合計画」をはじめ、福祉分野の上位計画となる「袖ケ浦市

地域福祉計画」における障がい者施策に関する部門計画として関連づけています。 

また、その他の部門別の計画とも調和を保った計画として策定するものです。 

■各種計画との関連■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、近年、国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に定められ

た目標を達成するため、各国でそれぞれ取組が進められています。国においてもＳＤＧｓ

の目標達成に向けた取組を進めており、地方自治体においても、各種計画の策定や方針の

決定に当たり、ＳＤＧｓの理念を最大限反映させることが重要となっています。 

本市においては、令和２年度を初年度とする総合計画において、各施策とＳＤＧｓの各

目標との関連性を明確化するとともに、各施策の推進を通じて、ＳＤＧｓの達成に貢献す

るとしていることから、本計画においても各施策の推進を通じてＳＤＧｓの達成に貢献し

ていくものとします。 

※ ＳＤＧｓとは 

持続可能な開発目標（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）として、平成２７年

（２０１５年）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェン

ダ」に記載された、令和１２年（２０３０年）を期限とする国際目標です。 

ＳＤＧｓは、地球上の「誰一人として取り残さない」ことを誓い、持続可能な世界を実現

するための１７の目標と１６９のターゲットから構成されています。 

 

県

国

袖
ケ
浦
市

袖

ケ

浦

市

総

合

計

画

袖

ケ

浦

市

地

域

福

祉

計

画

障害者基本法

障害基本計画

障害者自立支援法が障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律

（障害者総合支援法）

児童福祉法

千葉県障害者計画

そでがうら・ふれあいプラン

袖ケ浦市障がい者福祉基本計画 袖ケ浦市障がい福祉計画

福祉分野における関連計画

〇袖ケ浦市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

〇袖ケ浦市成年後見制度利用促進基本計画

その他の分野における関連計画

〇袖ケ浦市地域防災計画

〇袖ケ浦市子育て応援プラン など



 

6 

３ 計画の対象 

障害者基本法に規定する身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む。）その他

の心身の機能の障がいがあり、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあ

る人を対象とします。 

また、高次脳機能障がい、難病、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉

症（ＨＦＡ）などの人も含め、障害者手帳の有無にかかわらず「すべての障がいの状態にある人」を

支援します。 

なお、本文中に記載する「障がいのある人」とは、上記の状態にあるすべての人を対象としてい

ます。 

 

４ 計画の期間 

「障がい者福祉基本計画（第４期）」及び「障がい福祉計画（第７期）（障がい児福祉計

画（第３期）を包含する。）」の計画期間は以下のとおりとします。 

 

■計画の期間■ 

 ～令和５年度 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

障がい者福祉 

基本計画 

第３期 

（平成 30 年度から６年間）

第４期 

（令和６年度から令和 11 年度までの６年間） 

障がい福祉計画 第１期～第６期 第７期 第８期 

（障がい児福祉計画） 第１期・第２期 第３期 第４期 
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第２章 障がいのある人等の状況 

 

第１節 人口の推移 

１ 年齢３区分別人口の推移 

本市の令和５年４月１日現在の人口は65,777人で、年々微増しています。 

年齢階級別にみると、年少人口（０～14歳）、高齢者人口（65歳以上）は微増、生産年齢

人口（15～64歳）が増加しています。 

■年齢３区分別人口の推移■ 

■人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

  

8,660 8,794 8,941 8,981 9,050 

38,155 38,533 38,684 38,722 38,975 

16,889 17,192 17,450 17,712 17,752 

63,704 64,519 65,075 65,415 65,777 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

高齢者人口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年少人口

（０～14歳）

（人）

13.6 13.6 13.7 13.7 13.8 

59.9 59.7 59.4 59.2 59.3 

26.5 26.6 26.8 27.1 27.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

高齢者人口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年少人口

（０～14歳）
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２ 年齢別人口の推移 

年齢３区分別人口を、18歳未満、18歳～39歳、40歳～64歳、65歳以上に分けてみると、

令和５年の18歳未満の比率が16.4％、18歳～39歳が23.7％、40歳～64歳が32.9％、65歳以

上が27.0％となっており、40歳～64歳の割合が増加しています。 

■年齢別人口の推移■ 

■人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

  

10,449 10,564 10,618 10,699 10,755 

15,338 15,595 15,709 15,605 15,602 

21,028 21,168 21,298 21,399 21,668 

16,889 17,192 17,450 17,712 17,752 

63,704 64,519 65,075 65,415 65,777 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

65歳以上

40～64歳

18～39歳

18歳未満

（人）

16.4 16.4 16.3 16.4 16.4 

24.1 24.2 24.1 23.9 23.7 

33.0 32.8 32.7 32.7 32.9 

26.5 26.6 26.8 27.1 27.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

65歳以上

40～64歳

18～39歳

18歳未満
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第２節 障がいのある人の状況 

１ 障害者手帳所持者数（全体）の推移 

障害者手帳所持者数は増加しており、平成31年は３種合計で2,743人でしたが、令和４年

に3,000人を超え、令和５年は3,090人となっています。 

３種それぞれの障害者手帳所持者数も年々増加しており、令和５年における手帳所持者

数の割合は、身体障害者手帳が62.7％と多くを占めているものの、精神障害者保健福祉手

帳は平成31年の12.8％から2.9ポイント増加し、15.7％となっています。 

■障害者手帳所持者数（全体）の推移（人数）■ 

■人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：障がい者支援課（各年３月 31 日現在） 

1,851 1,877 1,879 1,926 1,938 

541 573 598 634 667 

351 379 379 
444 485 

2,743 
2,829 2,856 

3,004 
3,090 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

精神障害者

保健福祉手帳

療育手帳

身体障害者

手帳

（人）

67.5 66.3 65.8 64.1 62.7 

19.7 20.3 20.9 21.1 21.6 

12.8 13.4 13.3 14.8 15.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

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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２ 身体障がいのある人の状況 

（１）身体障害者手帳所持者の年齢別、等級別の推移 

身体障害者手帳所持者数は増加しており、令和５年３月31日現在で1,938人となっていま

す。年齢別では、65歳以上の所持者数が増え、令和５年は1,396人で約７割を占めています。 

■身体障害者手帳所持者の年齢別の推移■ 

■人数                ■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：障がい者支援課（各年３月３１日現在） 

等級別でみると、それぞれの等級の占める割合はほぼ一定で推移しており、重度（１・

２級）の人が約半数を占めています。 

■身体障害者手帳所持者の等級別の推移■ 

■人数                ■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 
資料：障がい者支援課（各年３月 31 日現在） 

41 41 42 39 39 
113 114 104 103 99 

392 390 386 405 404 

1,305 1,332 1,347 1,379 1,396 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 6.1 6.1 5.5 5.3 5.1 

21.2 20.8 20.5 21.0 20.8 

70.5 71.0 71.7 71.6 72.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

65歳以上

40～64歳

18～39歳

18歳未満

1.851 1.877 1.879 1.926 1.938

923 927 921 945 941 

745 764 769 793 802 

183 186 189 
188 195 

1,851 1,877 1,879 
1,926 1,938 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

49.9 49.4 49.0 49.1 48.6 

40.2 40.7 40.9 41.2 41.4 

9.9 9.9 10.1 9.8 10.1 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

軽度

（５・６級）

中度

（３・４級）

重度

（１・２級）
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（２）身体障がいのある人の障がい区分別の推移 

身体障害者手帳所持者の障がい区分別の推移をみると、「肢体不自由」が最も多く、約半

数を占めています。次いで「内部障がい」が多く、年々増加しています。 

■身体障害者手帳所持者の障がい区分別の推移■ 

■人数                ■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：障がい者支援課（各年３月 31 日現在） 

「内部障がい」について内訳をみると、「心臓」「腎臓」が多く、合わせて７割半ばを占

めています。 

■身体障害者手帳所持者のうち、内部障がいのある人の内訳の推移■ 

■人数                ■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：障がい者支援課（各年３月 31 日現在） 

303 304 298 315 318 

206 215 213 213 212 

30 33 31 33 33 
102 109 120 

127 133 13 
15 14 

13 15 654 
676 676 701 711 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

46.3 45.0 44.1 44.9 44.7 

31.5 31.8 31.5 30.4 29.8 

4.6 4.9 4.6 4.7 4.6 

15.6 16.1 17.8 18.1 18.7 

2.0 2.2 2.1 1.9 2.1 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

小腸・

免疫・

肝臓

ぼうこう・

直腸

呼吸器

腎機能

心臓

（人）

103 104 105 106 113 

117 122 123 134 138 35 34 32 30 35 

942 941 943 955 941 

654 676 676 701 711 

1,851 1,877 1,879 
1,926 1,938 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

5.6 5.5 5.6 5.5 5.8 

6.3 6.5 6.5 7.0 7.1 
1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 

50.9 50.1 50.2 49.6 48.6 

35.3 36.0 36.0 36.4 36.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

内部障がい

肢体不自由

言語・音声・

そしゃく機能

障がい

聴覚・平衡機能

障がい

視覚障がい

（人）
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３ 知的障がいのある人の状況 

療育手帳所持者数は増加しており、平成31年は541人でしたが、令和４年に600人を超え、

令和５年は667人となっています。年齢別では、各区分とも微増していますが、18～39歳が

多く、次いで18歳未満が多くなっています。 

■療育手帳所持者の年齢別の推移■ 

■人数                ■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：障がい者支援課（各年３月 31 日現在） 

障がい程度別では、各区分とも横ばいから微増しており、特にＢの２判定が増加しています。 

■療育手帳所持者の障がい程度別の推移■ 

■人数                ■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：障がい者支援課（各年３月 31 日現在） 

  

143 151 161 169 182 

235 245 255 
275 

281 

130 
142 

145 
149 

158 
33 

35 
37 

41 
46 

541 
573 

598 
634 

667 

0
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平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

26.4 26.4 26.9 26.7 27.3 

43.4 42.8 42.6 43.4 42.1 

24.0 24.8 24.2 23.5 23.7 

6.1 6.1 6.2 6.5 6.9 
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100%

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

65歳以上

40～64歳

18～39歳

18歳未満

100 101 102 112 115 

115 120 120 
126 131 

140 151 156 
160 

172 

186 
201 

220 
236 
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541 
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634 
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平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）

18.5 17.6 17.1 17.7 17.2 

21.3 20.9 20.1 19.9 19.6 

25.9 26.4 26.1 25.2 25.8 

34.4 35.1 36.8 37.2 37.3 
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100%

平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

軽度

（Ｂの２）
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（Ｂの１）

重度

（Ａの１・

Ａの２）
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４ 精神障がいのある人の状況 

精神保健福祉手帳所持者数は大幅に増加しており、平成31年は351人でしたが、令和４年

に450人を超え、令和５年は485人となっています。年齢別では、40～64歳が半数以上を占

めているほか、18～39歳も増加しています。 

■精神障害者保健福祉手帳所持者の年齢別の推移■ 

■人数                ■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：千葉県精神保健福祉センター 精神保健福祉法第 45 条手帳所持者の状況（各年３月 31 日現在） 

障がい等級別では、２級（中度）と３級（軽度）で年々増加しています。 

■精神障害者保健福祉手帳所持者の障がい等級別の推移■ 

■人数                ■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：千葉県精神保健福祉センター 精神保健福祉法第４５条手帳所持者の状況（各年３月 31 日現在） 
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５ 難病等の特定疾患のある人の状況 

国の難病対策要綱によると、難病とは、①原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後

遺症を残すおそれが少なくない疾病、②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみなら

ず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また、精神的にも負担の大きい

疾病と定められています。 

これまで、身体障害者手帳の取得が難しいケースが多く、必要な支援が受けられない

“制度の谷間”にあった難病の方も、平成25年４月から障害者総合支援法により、障害福

祉サービス、相談支援等の対象となりました。 

その後、平成26年５月に難病の患者に対する医療等に関する法律が成立し、平成27年１

月１日から施行されました。これに伴い、国が定めた基準に該当する338疾患（令和３年11

月１日以降）が指定難病とされ、従来の特定疾患医療費助成制度の対象疾病のうち、指定

難病に指定されたものは新制度に移行されています。 

令和３年度における指定難病医療費助成制度受給者数は443人となっています。 

 

■特定医療費（指定難病）受給者証所持者数の推移■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：君津健康福祉センター 事業年報  
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６ サポートが必要な児童・生徒の状況 

（１）自立支援医療（育成医療）、小児慢性特定疾病医療費受給者の推移 

自立支援医療（育成医療）の受給者数は、令和３年度に増加しましたが、令和元年度か

ら減少傾向で推移しています。 

 

■自立支援医療（育成医療）受給者証所持者数の推移■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障がい者支援課 

平成26年５月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成27年１月１日よ

り児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療支援制度が施行されました。この制度は、慢

性疾患にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を

図るため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行うも

のです。 

対象となる疾病は国が指定した16疾患群788疾病（令和３年11月現在）となっており、小

児慢性特定疾病医療支援事業受給者証所持者数は、令和３年度で52人となっています。 

■小児慢性特定疾病医療支援事業受給者証所持者数の推移■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：君津健康福祉センター 事業年報 
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（２）就学の状況 

令和５年５月１日現在、本市の小・中学校に設置されている特別支援学級は、44学級

（小学校30、中学校14）で、在籍している児童・生徒数は、小学校151人、中学校61人と

なっており、ここ５年間、児童・生徒数は増加傾向で推移しています。 

なお、市にある千葉県立槇の実特別支援学校の在籍者数も増加傾向で推移しています。 

■特別支援学級の学級数と児童・生徒数の推移■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：袖ケ浦市教育委員会（各年５月１日）    

■千葉県立槇の実特別支援学校の在籍者数（市在籍者のみ）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：袖ケ浦市教育委員会（各年５月１日）   
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７ 障害福祉サービス等の状況 

（１）障害福祉サービス等の利用者数 

18歳以上の障害福祉サービス等の利用者数については、令和４年までは各区分とも年々

増加していますが、令和５年の利用者の総数は483人となっており、精神障がいのある人と

難病のある人以外については令和４年に比べて減少しています。 

18歳未満の障害福祉サービス等の利用者数については、身体障がいのある子どもはほぼ

横ばいであるものの、知的障がいのある子どもについては増加傾向で推移しています。 

■障害福祉サービス等の利用者数の推移■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障がい者支援課（各年 10 月１日現在）  

  

103

18

100

18

116

26

118

24

111

18

223

130

233

155

261

214

275

239

252

251

68

2

79

4

103

6

108

10

118

10

2

2

2

1

1

1

1

1

2

0

396

152

414

178

481

247

502

274

483

279

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満 18歳以上 18歳未満

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

難病

精神

知的

身体

（人）



 

18 

（２）障害福祉サービス等の支給決定状況（障がい種別・障害支援区分別） 

障害福祉サービス等を利用する上で必要となる障害支援区分の推移について、障がい別、

障害支援区分別で比較すると、身体障がいのある人と知的障がいのある人の障害支援区分

は重くなっている傾向があります。 

また、精神障がいのある人の障害支援区分は軽い傾向があり、障害支援区分を必要とし

ないサービスを利用する傾向にあります。 

■障害福祉サービス等の支給決定状況（障がい種別・区分別）■ 

  区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 区分なし 

身体 

令 和 元 年 2 6 13 13 13 42 32 

令 和 ２ 年 2 6 10 13 13 40 34 

令 和 ３ 年 2 8 15 15 14 44 44 

令 和 ４ 年 1 9 13 16 17 44 42 

令 和 ５ 年 2 11 12 16 13 42 33 

知的 

令 和 元 年 4 25 26 43 48 44 163 

令 和 ２ 年 4 24 28 44 51 45 192 

令 和 ３ 年 5 26 41 45 54 50 254 

令 和 ４ 年 5 31 37 48 57 51 285 

令 和 ５ 年 5 28 32 47 47 52 292 

精神 

令 和 元 年 1 17 12 2 2 1 35 

令 和 ２ 年 2 15 10 5 2 0 49 

令 和 ３ 年 2 16 13 10 2 0 66 

令 和 ４ 年 2 17 15 8 3 1 72 

令 和 ５ 年 1 25 13 10 4 1 74 

難病 

令 和 元 年 0 0 1 0 0 0 3 

令 和 ２ 年 0 0 0 0 0 0 3 

令 和 ３ 年 0 0 1 0 0 0 1 

令 和 ４ 年 0 0 1 0 0 0 1 

令和５年 0 0 1 0 0 0 1 

（注）「区分なし」には、区分が必要ではないサービスを利用している方を計上 

複数の障がいがある場合には、主たる障がいで計上 

資料：障がい者支援課（各年 10 月１日現在） 
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８ 障がいのある人等の推計 

（１）年齢別人口の推計 

令和５年10月１日現在の人口総数は65,926人で、令和８年度までほぼ横ばいで推移する

ことが予想されています。 

■年齢別人口の推計■ 

■人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）割合は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計が 100％を上下する場合がある。 

資料：令和５年：住民基本台帳（10 月１日現在） 

令和６年～令和８年：袖ケ浦市基本構想を参考に令和５年 10 月１日の人口等により算出した人口推計 
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（２）障がいのある人の推計 

障害福祉サービスの見込量推計の参考とするため、令和６年から令和８年までの袖ケ浦

市の各種障害者手帳所持者数（18歳以上・18歳未満別）を推計した結果、身体障害者手帳

所持者（18歳以上）で約20人（約１％）、療育手帳所持者（18歳以上）で約20人（約４％）、

精神障害者保健福祉手帳所持者（18歳以上）で40人（約８％）、18歳未満の障害者手帳所持

者で約10人（約４％）の増加が見込まれます。 

 

■市の障害者手帳所持者数の推移と推計■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）推計の手法については、過去５年間の障害者手帳所持者数と障がい種別ごとの障がい者比率（総人

口に占める障がい者の比率）の実績や近年の伸び率を踏まえた上で、令和６年から令和８年の障が

い者比率を推計し、その比率に袖ケ浦市基本構想を参考に令和５年 10 月１日の人口等により算出

した推計人口を掛け合わせて算出したものです。なお、手帳をお持ちでない方の人数については、

統計データ等から正確な実態を把握することが困難なことから本推計には含めていません。 

資料：平成 31 年～令和５年：障がい者支援課（各年３月 31 日現在） 
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第３節 アンケート調査結果の概要 

１ アンケート調査の実施概要 

アンケート調査結果については、「袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第３期）」策定時

（令和２年４月）に調査した内容と比較しつつ取りまとめており、主な結果について示し

ます。 

■調査の方法及び回収結果■ 

 障がい者・児 一般市民 

調査対象者 
障害者手帳又は 

自立支援医療受給者証をお持ちの方 
市内在住の 18 歳以上の方 

調査方法 調査票による調査（郵送配布・郵送回収、督促なし） 

調査期間 令和４年 12 月 

回収結果 

配布数：3,500 

回収数：1,598 

回収率：45.7% 

配布数：500 

回収数：196 

回収率：39.2% 

 

■調査結果の見方■ 

①比率はすべて百分率（％）で表し、小数点以下第２位を四捨五入しています。このた

め、合計が 100％を上下する場合もあります。 

②基数となるべき実数は、“ｎ＝○○○”として掲載（number of case の略）し、各比率は

ｎを 100％として算出しています。 

③複数回答の項目（質問の終わりに【複数回答】とある問）については、１人の回答者が

２つ以上の回答を出してもよい問であり、その項目に対しての有効回答者の数を基数と

し、比率算出を行っています。このため、比率計が 100％を超えることがあります。 

④クロス集計表の表側（全体）の実数（人数）は、障がい種別や年齢等を無回答を含めた

数を表記しており、表側（分類層）の実数（人数）は、無回答を除いた数を表記してい

るため、各層の実数と集計対象総数が一致しないことがあります。なお、障がい者・児

調査の障がい種別については、重複を含む数を表記しています。 

⑤クロス集計表については、最も高い比率のものを網かけしています（無回答を除く。）。

ただし、回答者数が 30 件未満の場合、比率が上下しやすいため、傾向をみるにとどめる

ものとします。 

⑥図表中では、スペースの都合で選択肢名などを一部省略している場合があります。 
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２ 主な集計結果 

（１）障がい者・児調査における回答者、障がい等の状況について 

障がい者・児調査におけるアンケートの回答者については、全体では「本人」が63.1％

と、最も多くなっています。一方、障がい種別にみると、知的障がいでは「家族や介助者」

が46.7％で最も多くなっています。 

現在受けている医療ケアについては、「服薬管理」が多く、精神障がいのある人の主な病

名については、「躁うつ病・うつ病」と「統合失調症」が多くなっています。 
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全体 1598        63.1 14.8 14.5 7.7

障がいの種類 身体 886         67.6 14.3 11.4 6.7

知的 259         25.1 23.2 46.7 5.0

精神 449         75.7 12.0 7.1 5.1

年齢 18歳未満 78          10.3 19.2 62.8 7.7

18〜39歳 232         57.8 15.1 24.1 3.0

40〜64歳 490         74.9 10.8 8.4 5.9

65歳以上 766         64.8 17.2 10.8 7.2

居住地区 昭和 339         60.5 18.6 14.2 6.8

長浦 635         66.3 12.8 15.7 5.2

根形 166         65.1 16.3 15.1 3.6

平岡 177         61.0 19.2 11.9 7.9

中川・富岡 140         61.4 15.7 14.3 8.6

■現在受けている医療ケア 

（障がい者・児調査）■ 
■精神障がいのある人の主な病名 

（障がい者・児調査）■ 

■回答者（障がい者・児調査）■ 
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（２）養護者（介助者）について 

主な養護者（介助者）については、「夫または妻」が最も多く、次いで「母親」や「施設

職員やホームヘルパーなど」が続いています。 

また、主な養護者の年齢については、「65～74歳」が２割台半ばと最も多く、次いで「75

歳以上」となっています。令和２年度調査と比較すると、「65～74歳」、「75歳以上」が変わ

らず、全体の半分弱を占めていることから、養護者（介助者）の高齢化が進んでいること

が伺えます。 

養護者が一時的に支援できない場合の対処方法については、「同居の他の家族・親族など

に頼む」や「別居の他の家族・親族などに頼む」が多くなっているものの、知的障がいで

は、「施設や病院などに一時的に依頼」が9.7％、「40～64歳」では、「自分で対応する」が

22.3％となっています。精神障がいでは「どのようにしてよいかわからない」が16.4％と

他の障がいに比べて多くなっており、緊急時の支援の必要性が高いことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■主な養護者（介助者）（障がい者・児調査）■ ■主な養護者の年齢（障がい者・児調査）■ 

■養護者が一時的に支援できない場合の対処方法（障がい者・児調査）■ 

夫または妻

母親

施設職員やホームヘルパーなど

娘（配偶者あり）

父親

兄弟姉妹

息子（配偶者あり）

息子（配偶者なし）

娘（配偶者なし）

その他

息子の妻（嫁）

友人・仲間

その他の親族

娘の夫（婿）

近所の人・知人

ボランティア

主な養護者はいない

養護や介助を受ける必要がない

無回答

n=1598

22.2 

14.2 

9.9 

3.5 

2.9 

2.6 

2.4 

2.2 

1.8 

0.9 

0.8 

0.6 

0.4 

0.1 

0.1 

0.1 

6.9 

15.2 

13.3 

0 10 20 30

(％)

0.5 

1.4 

5.2 

13.0 

19.7 

9.2 

25.2 

23.2 

2.6 

0.3 

1.8 

5.5 

13.2 

19.0 

9.3 

26.2 

21.0 

3.6 

0 10 20 30 40

18歳未満

（20歳未満）

18～29歳

（20～29歳）

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65～74歳

75歳以上

無回答

令和４年度調査

（n=846）

令和２年度調査

（n=1050）

（％）

（人） 同居の他の家
族・親族など
に頼む

別居の他の家
族・親族など
に頼む

近所・知人・
ボランティア
などに頼む

ホームヘル
パーに依頼

施設や病院な
どに一時的に
依頼

自分で対応す
る

どのようにし
てよいかわか
らない

その他 無回答

全体 846         33.8 22.9 0.7 2.1 8.7 13.6 9.8 1.8 6.5

障がいの種類 身体 496         29.0 26.2 0.8 2.8 10.7 14.3 7.1 1.8 7.3

知的 144         66.0 7.6 0.7 0.7 9.7 2.1 8.3 2.1 2.8

精神 201         25.9 22.9 1.0 1.5 6.0 19.4 16.4 1.0 6.0

年齢 18歳未満 65          64.6 12.3 0.0 0.0 4.6 1.5 10.8 3.1 3.1

18〜39歳 126         52.4 11.9 0.0 0.8 8.7 9.5 12.7 0.8 3.2

40〜64歳 206         33.0 19.4 1.0 2.4 4.4 22.3 11.2 1.5 4.9

65歳以上 435         25.1 29.4 0.9 2.8 11.0 12.4 7.8 1.8 8.7

※成年年齢引下げにより、一部年齢区分を変更している。 
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（３）今後の進路について 

日常生活の状況については、全体では「主に家にいる（働いてはいない）」が最も多く、

次いで「働いている」となっています。また、知的障がいでは、「福祉作業所やデイケアな

どに通っている」が多くなっています。 

今後の進路についての考えは「進学したい」が最も多く、次いで「福祉施設や作業所に

通いたい」が多くなっています。令和２年度調査と比較すると、「障がいのある人の雇用が

多い事業所で働きたい」で大幅に回答が減り、「福祉施設や作業所に通いたい」で増加して

います。 

障がいのある人が働くために必要な支援としては、「職場の上司や同僚に障害の理解があ

ること」が最も多く、次いで「通勤手段の確保」となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■日中の過ごし方（障がい者・児調査）■ 

■今後の進路についての考え（障がい者・児調査）■ 

■就業支援として必要なこと（障がい者・児調査）■ 

（人） 働いている 小・中学校に
通っている

特別支援学
校・盲学校・
ろう学校に
通っている

高等学校に
通っている

大学・専門学
校に通ってい
る

主に家にいる
（働いてはい
ない）

保育所・幼稚
園に通ってい
る

障がい児通所
施設に通って
いる

全体 1598        21.8 1.1 2.8 0.6 0.4 41.9 0.3 1.1

障がいの種類 身体 886         19.5 0.1 0.9 0.1 0.0 50.0 0.1 0.5

知的 259         18.1 5.4 15.4 0.8 0.0 6.9 1.5 4.2

精神 449         28.7 0.2 0.0 1.3 1.1 45.7 0.0 0.7

（人） 福祉作業所や
デイケアなど
に通っている

作業や訓練の
ため、福祉施
設に通ってい
る

福祉施設に入
所している

病院に入院し
ている

年齢が低いた
め、家で過ご
している

その他 無回答

全体 1598        6.3 2.2 4.9 1.1 1.2 5.3 9.1

障がいの種類 身体 886         3.2 0.5 3.4 1.4 1.6 7.0 11.9

知的 259         19.7 7.3 14.7 0.4 0.8 3.5 1.2

精神 449         7.3 2.2 3.3 0.9 0.2 4.2 4.0

35.9 

5.1 

17.9 

5.1 

9.0 

6.4 

7.7 

2.6 

9.0 

1.3 

35.5 
2.6 

13.2 

2.6 

7.9 

14.5 

7.9 

5.3 

7.9 

2.6 

0 10 20 30 40

進学したい

自宅でできる仕事したい

福祉施設や作業所に通いたい

福祉施設に入所したい

指導員などのついている事業所で働きたい

障がいのある人の雇用が多い事業所で働きたい

一般の会社や役所で働きたい

専門学校や職業訓練などに通いたい

その他

無回答

令和４年度調査（n=78）

令和２年度調査（n=76）

（％）

職場の上司や同僚に障害の理解があること

通勤手段の確保

短時間勤務や勤務日数等の配慮

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

職場で介助や援助等が受けられること

仕事についての職場外の相談対応、支援

職場でのバリアフリー等の配慮

在宅勤務の拡充

企業ニーズに合った就労訓練

その他

特にない

無回答

n=1598

45.3 
32.9 

31.4 

24.0 

22.8 

20.5 

18.9 

17.9 

15.2 

4.8 

15.8 

20.9 

0 10 20 30 40 50

(％)
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（４）外出の際に困ることについて 

外出の頻度については、全体では「ほぼ毎日」が３割半ばと最も多く、次いで「週３～

４回」となっています。 

外出の際に困ることについては、「休憩できるベンチが少ない」が最も多く、「道路など

に段差がある」、「障がいのある人の専用駐車場が少ない」などのバリアフリーに関するこ

とが多くなっています。 

外出の際の介助については、全体では「必要ない」が最も多くなっているものの、知的

障がい及び18歳未満では、「いつも必要」が最も多くなっており、知的障がい及び障がい児

の方に対する外出支援サービスの拡充が望まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■外出の頻度（障がい者・児調査）■ 

■外出の際に困ること（障がい者・児調査）■ 

 

■外出の際の介助について（障がい者・児調査）■ 

（人） ほぼ毎日 週３～４回 週１～２回 月１～３回 年に数回 その他 外出していな
い

無回答

全体 1598        35.7 22.6 18.9 10.3 3.1 1.2 5.1 3.1

障がいの種類 身体 886         31.6 25.6 18.4 10.4 3.6 1.2 5.9 3.3

知的 259         45.2 12.7 14.3 16.6 4.2 1.9 3.5 1.5

精神 449         36.5 23.8 22.7 8.7 2.4 0.9 3.3 1.6

休憩できるベンチなどが少ない

道路などに段差がある

障がいのある人の専用駐車場が少ない

交通費などがかかる

利用できるトイレ（多目的トイレなど）が少ない

階段の上り下りが難しい（エレベーター設備が少ない）

歩道がせまい

人とのコミュニケーションがとりにくい

人目が気になる

手すりなどがない

交通機関の利用（乗り降り）が難しい

買い物や食事をするのが難しい

公共施設などの障がいのある人用のスペースが少ない

信号がはやくかわるので、渡れない

いっしょに行く仲間がいないので不安

困ったときに周りの人が助けてくれない

標識や案内表示がわかりにくい

外出の介助者がいない

公共施設などの常備の車椅子の台数が少ない

道路に放置自転車などの障害物が多い

視覚障がい者用信号機が少ない

点字ブロックが不十分

困ることはない

その他

無回答

n=1467

19.4 

18.3 

16.0 

14.3 

14.0 

12.6 

12.3 

11.7 

9.5 

9.3 

8.3 

6.7 

6.3 

5.7 

4.5 

4.2 

3.2 

3.2 

2.6 

2.5 

1.4 

1.0 

28.6 

5.3 

8.6 

0 10 20 30

(％)

（人） いつも必要 行く所によっ
ては必要

必要ない 無回答

全体 1467        22.9 25.5 41.0 10.6

障がいの種類 身体 805         22.7 26.1 41.6 9.6

知的 246         50.4 22.8 17.9 8.9

精神 427         12.2 24.6 52.0 11.2

年齢 18歳未満 75          61.3 14.7 14.7 9.3

18〜39歳 224         25.4 30.4 37.9 6.3

40〜64歳 467         13.3 24.4 50.7 11.6

65歳以上 679         24.0 25.8 38.9 11.3
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（５）災害時について 

災害時に一人で避難できるかについては、「できる」が最も多くなっているものの、知的

障がいでは「できない」と回答された方が６割弱となっています。 

災害時に困ることについては、全体では「トイレや入浴設備」が最も多く、次いで「水

や食事の確保」、「寝る場所の確保」と続いています。 

災害時要援護者登録制度を知っているかについては、「知らない」が８割弱を占め、

「知っているが登録していない」が１割台となっており、令和２年度調査と比較すると

「知らない」と回答された方が若干増えたことから、今後も制度についての周知活動を促

進させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■災害時に一人で避難できるか（障がい者・児調査）■ 

■災害時に困ること（障がい者・児調査）■ 

（人） できる できない わからない 無回答

全体 1598        43.5 32.7 21.0 2.9

障がいの種類 身体 886         43.9 34.5 19.5 2.0

知的 259         20.8 59.5 18.5 1.2

精神 449         54.8 16.9 26.1 2.2

A
（人） 自分だけでは

動けない
頼れる人がそ
ばにいない

避難する場所
がわからない

避難場所まで
の行き方がわ
からない

避難場所まで
の移動手段の
確保

避難先での薬
や医療体制

家族との連絡
方法

水や食事の確
保

全体 1598        35.8 15.5 14.5 9.7 25.3 44.3 26.8 54.1

障がいの種類 身体 886         37.1 14.0 10.5 5.8 28.8 45.0 21.2 55.1

知的 259         61.4 15.4 23.2 20.8 25.1 36.3 39.0 47.1

精神 449         21.6 19.8 16.5 11.1 18.9 51.0 29.4 59.2

年齢 18歳未満 78          76.9 20.5 28.2 24.4 29.5 38.5 51.3 56.4

18〜39歳 232         38.4 16.8 17.2 14.7 24.6 47.4 36.2 55.6

40〜64歳 490         25.7 18.8 16.1 10.6 21.6 46.9 28.4 55.3

65歳以上 766         37.3 12.9 11.1 6.0 27.5 42.8 21.4 53.7

（人） 寝る場所の確
保

トイレや入浴
設備

詳細な情報の
入手

周囲の人との
コミュニケー
ション

援助や配慮を
必要としてい
ることを周囲
に知らせにく
い

その他 特に不安はな
い

無回答

全体 1598        52.4 57.2 25.0 23.5 20.4 5.3 7.5 3.6

障がいの種類 身体 886         53.2 60.3 22.5 13.9 15.1 4.0 8.0 2.6

知的 259         49.4 52.5 22.8 42.5 38.6 5.8 7.3 1.5

精神 449         55.5 56.6 32.3 31.6 23.6 8.0 6.7 2.7

年齢 18歳未満 78          53.8 55.1 24.4 50.0 47.4 5.1 0.0 1.3

18〜39歳 232         50.9 55.2 31.9 41.8 37.9 6.5 8.2 0.9

40〜64歳 490         53.7 60.2 27.8 26.5 20.0 6.9 7.3 2.4

65歳以上 766         52.7 56.5 21.5 13.3 12.9 3.9 8.5 4.0

■災害時要援護者登録制度を知っているか（障がい者・児調査）■ 

3.5

3.7

79.3

76.8

12.5

12.9

2.8

6.6

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

令和４年度調査

（n=1598）

令和２年度調査

（n=1716）

知っていて登録している 知らない 知っているが登録していない 無回答
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（６）情報の取得について 

福祉に関する情報の取得については、「テレビ（一般放送）」が最も多く、次いで「家

族・友人」、「市の広報やガイドなど」となっています。 

また、インターネット使用時に使う機器は、全体では「携帯電話・スマートフォン」が

最も多くなっています。知的障がいや65歳以上で「使用（利用）していない」が最も多い

ことから、今後はインターネットを通しての情報発信を進めながら、様々な年代、障がい

特性にも配慮した情報の伝達方法についても検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■福祉に関する情報の取得について（障がい者・児調査）■ 

テレビ（一般放送）

家族・友人

市の広報やガイドなど

インターネット（ＳＮＳ・動画サイト含む）

新聞

病院などの医療機関

ラジオ

県の広報

福祉施設

相談支援事業所

雑誌

福祉作業所やデイケアなど

職場

社会福祉協議会

学校

えがお袖ケ浦（袖ケ浦市相談支援事業所）

地域の相談支援事業所

障がい者団体など

手話放送、字幕放送

録音、点字出版物

その他

特に情報を得ていない

無回答

n=1598

39.4 

30.6 

30.1 

20.7 

20.0 

13.2 

8.9 

8.2 

6.4 

5.0 

4.4 

3.9 

3.4 

3.2 

2.7 

1.4 

1.1 

1.1 

0.9 

0.1 

1.8 

24.2 

4.6 

0 10 20 30 40 50

(％)

■インターネット使用時に使う機器（障がい者・児調査）■ 

（人） 携帯電話・ス
マートフォン

パソコン タブレット端
末

その他 使用（利用）
していない

無回答

全体 1598        50.3 20.2 11.6 0.9 35.7 7.9

障がいの種類 身体 886         46.5 21.0 9.3 0.9 39.6 8.4

知的 259         38.2 9.3 16.6 0.8 49.0 2.7

精神 449         66.6 24.7 13.4 0.9 23.8 5.8

年齢 18歳未満 78          64.1 16.7 38.5 1.3 16.7 1.3

18〜39歳 232         70.3 31.9 19.0 1.3 19.8 0.4

40〜64歳 490         65.5 25.1 14.1 0.6 26.9 4.1

65歳以上 766         34.7 14.4 5.4 0.9 48.0 11.7
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（７）日常生活上の困り事、不安について 

日常生活上の相談で困ることについては、「特に困ったことはない」が最も多いものの、

精神障がいでは、他の障害に比べ「相談しても満足のいく回答が得られない」や「どこ

（誰）に相談していいかわからない」、「相談できる人がいない」といった回答が多くなっ

ています。 

今後の生活の不安については、全体では「身体のこと」が最も多いものの、知的障がい

では「親などがいなくなってからのこと」、精神障がいでは「老後のこと」が最も多くなっ

ていることから、個別のケースや状況にあわせた支援を行うためのきめ細やかな相談体制

が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■日常生活上の相談で困ること（障がい者・児調査）■ 

■今後の生活の不安（障がい者・児調査）■ 

（人） 相談できる人
がいない

相談できると
ころがない

夜間や休日な
どに相談する
ところがない

どこ（誰）に
相談していい
かわからない

相談しても満
足のいく回答
が得られない

プライバシー
保護に不安が
ある

その他 特に困ったこ
とはない

無回答

全体 1598        7.9 5.4 4.1 12.3 12.7 8.3 3.6 52.8 12.8

障がいの種類 身体 886         5.5 4.3 3.4 9.7 10.0 7.8 2.7 56.3 13.5

知的 259         7.3 6.2 3.5 15.1 12.0 4.6 5.4 51.7 11.6

精神 449         12.2 8.0 6.0 16.0 19.6 12.0 3.8 48.6 8.5

（人） 身体のこと 住宅・生活の
場所のこと

生活費のこと 介助者のこと 仕事のこと 学校生活・進
路のこと

日常の生活の
こと

全体 1598        50.6 15.8 32.8 14.2 17.6 3.9 23.7

障がいの種類 身体 886         61.5 10.8 26.0 16.6 9.6 1.0 21.6

知的 259         24.7 20.1 25.5 13.5 22.4 15.8 26.3

精神 449         42.8 24.7 50.8 10.9 32.1 2.2 27.8

年齢 18歳未満 78          28.2 24.4 25.6 24.4 35.9 56.4 37.2

18〜39歳 232         32.8 22.8 40.9 10.8 40.1 5.2 32.3

40〜64歳 490         49.2 26.3 47.8 12.4 28.6 1.2 25.9

65歳以上 766         59.3 6.4 22.2 15.1 2.5 0.0 18.4

（人） 結婚や育児の
こと

老後のこと 親などがいな
くなってから
のこと

その他 特にない 無回答

全体 1598        4.9 39.4 22.1 3.8 13.6 5.9

障がいの種類 身体 886         1.7 37.1 9.8 2.7 13.9 5.9

知的 259         5.4 24.7 49.8 4.6 20.5 5.0

精神 449         11.1 51.7 34.1 5.1 9.4 4.0

年齢 18歳未満 78          9.0 20.5 66.7 3.8 9.0 2.6

18〜39歳 232         15.9 33.2 56.5 6.5 12.1 2.2

40〜64歳 490         6.5 54.1 30.2 5.3 12.9 3.1

65歳以上 766         0.3 34.5 2.5 2.1 15.3 8.1
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（８）成年後見制度について 

成年後見制度を知っているかについては、「全く知らなかった」が４割半ばとなっており、

「目的や内容についても理解している」、「知っていたが目的や内容は知らなかった」がそ

れぞれ２割半ばとなっています。令和２年度調査と比較すると「全く知らなかった」が増

えていることから、今後も成年後見制度についての周知活動を続けていく必要があります。 

成年後見制度の利用状況については、全体では「わからない」が最も多く、次いで「利

用しておらず、今後も利用したいと思わない」、「利用していないが、今後利用したい」と

続いています。今後の利用については、知的障がいで利用希望が多く、年代別では18歳未

満が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■成年後見制度を知っているか（障がい者・児調査）■ 

■成年後見制度を利用しているか（障がい者・児調査）■ 

（人） 後見を利用し
ている

保佐を利用し
ている

補助を利用し
ている

利用していな
いが、今後利
用したい

利用しておら
ず、今後も利
用したいと思
わない

わからない 無回答

全体 1598        2.6 0.4 0.1 15.3 32.7 41.1 7.8

障がいの種類 身体 886         1.2 0.1 0.0 13.5 35.9 40.6 8.6

知的 259         8.5 1.9 0.0 27.4 14.3 44.4 3.5

精神 449         2.2 0.7 0.2 14.5 35.2 42.5 4.7

年齢 18歳未満 78          0.0 0.0 0.0 41.0 12.8 43.6 2.6

18〜39歳 232         2.6 0.4 0.0 19.0 33.2 43.1 1.7

40〜64歳 490         2.7 1.2 0.0 16.5 28.6 46.3 4.7

65歳以上 766         2.7 0.0 0.1 11.1 37.7 37.3 11.0

25.2

27.7

23.8

23.1

44.7

40.8

6.2

8.3

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

令和４年度調査

（n=1598）

令和２年度調査

（n=1716）

目的や内容についても理解している 知っていたが目的や内容は知らなかった

全く知らなかった 無回答
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（９）障がい者に対する差別の解消について 

障害者差別解消法の認知状況については、「全く知らなかった」が５割半ばと最も多く、

「知っていたが目的や内容は知らなかった」が２割台、「目的や内容についても理解してい

る」が１割台となっています。令和２年度調査と比較すると「全く知らなかった」が増え

ていることから、今後も障害者差別解消法について周知が必要であることが伺えます。 

障害者差別解消法推進のために必要なことについては、「気軽に相談できる場所づくり」

と「積極的にPRするといいと思う」が共に多くなっており、差別を受けた当事者が相談で

きる場所の周知と、障がいの有無に関わらず多くの人に法律とその趣旨を認知してもらう

施策が重要です。 

 

■障害者差別解消法を知っているか（障がい者・児調査）■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害者差別解消法推進のために必要なこと（障がい者・児調査）■ 

 

 

 

（人） 積極的にＰ
Ｒするとい
いと思う

気軽に相談
できる場所
づくり

差別を見た
人が注意で
きる環境づ
くり

行政や事業
者が具体的
なルールづ
くり

双方の間に
立ち話に加
わってくれ
る人材

その他 わからない 無回答

全体 1598      36.8 37.0 23.3 19.0 20.8 2.7 26.0 13.3

障がいの種類 身体 886       37.5 33.6 21.0 17.2 17.4 2.3 25.4 15.2

知的 259       34.4 35.1 26.6 19.7 22.0 2.3 34.0 7.3

精神 449       40.5 47.0 27.2 23.6 25.6 3.6 23.2 8.9

年齢 18歳未満 78        48.7 46.2 35.9 30.8 28.2 3.8 24.4 2.6

18〜39歳 232       37.9 49.1 27.2 22.8 30.6 4.7 22.4 4.3

40〜64歳 490       42.7 40.8 26.7 24.3 23.7 3.7 26.3 8.0

65歳以上 766       32.4 30.7 19.1 14.0 15.3 1.4 27.4 19.6

10.8 

11.2 

22.1 

22.6 

56.0 

54.6 

11.1 

11.6 

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

令和４年度調査

（n=1598）

令和２年度調査

（n=1716）

目的や内容についても理解している 知っていたが目的や内容は知らなかった

全く知らなかった 無回答
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（10）虐待防止について 

障害者虐待防止法の認知状況については、「全く知らなかった」が５割台と最も多く、

「知っていたが目的や内容は知らなかった」が２割台、「目的や内容についても理解してい

る」が１割台となっています。令和２年度調査と比較すると「全く知らなかった」が増え

ていることから今後も障害者虐待防止法についての広報活動を進める必要があります。 

虐待をなくすためにすべきことについては、全体では「養護者が休息や息抜きできる機

会」が最も多く、「養護者の不安や不満の相談窓口」、「養護者の苦労などを気軽に話せる場」

と続いています。今後は、一時預かりやショートステイなどを活用することや、養護者に

対する相談支援などのレスパイトケアを促進し、虐待に至る前に必要な支援が届くような

体制を整える必要があります。 

 

■障害者虐待防止法を知っているか（障がい者・児調査）■ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

■虐待をなくすためにすべきこと（障がい者・児調査）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 近隣や親せきな
ど周囲の人の見
守り

地域の役員や
民生委員など
の見守り

養護者の不安や
不満の相談窓口

養護者の苦労な
どを気軽に話せ
る場

養護者が休息
や息抜きでき
る機会

その他 無回答

全体 1598        37.0 31.9 43.5 39.5 46.6 7.3 20.5

障がいの種類 身体 886         40.2 31.8 40.5 36.1 43.0 5.5 22.7

知的 259         32.0 26.6 44.0 44.4 50.2 14.3 16.6

精神 449         36.3 37.2 52.8 47.0 57.0 7.1 15.4

年齢 18歳未満 78          35.9 33.3 51.3 56.4 73.1 12.8 9.0

18〜39歳 232         39.2 35.3 56.0 53.4 59.9 8.6 7.3

40〜64歳 490         38.2 34.7 48.4 43.3 50.0 10.6 14.9

65歳以上 766         36.4 29.4 36.3 31.9 38.9 4.3 28.5

13.5 

13.9 

23.7 

24.8 

52.1 

50.1 

10.8 

11.2 

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

令和４年度調査

（n=1598）

令和２年度調査

（n=1716）

目的や内容についても理解している 知っていたが目的や内容は知らなかった

全く知らなかった 無回答
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（11）安心して、その人らしい生活をおくれるまちづくりについて 

障がいのある人にとって現在の地域社会が暮らしやすいものであると思うかについては、

「暮らしやすいとは思わない」が５割弱を占めており、「暮らしやすいと思う」は３割台と

なっています。 

暮らしやすいとは思わない理由については、「無意識のうちに避ける気持ち」が最も多く、

次いで「軽んじる風潮がある」や「人権擁護の精神が社会的に育っていない」が続いてい

ます。令和２年度調査と比較すると「無意識のうちに避ける気持ち」、「人権擁護の精神が

社会的に育っていない」や「軽んじる風潮がある」の割合が増えていることから、学校で

の福祉教育を促進するなど、地域全体で助け合いの精神を醸成していくことが必要です。 

 

■障がいのある人の暮らしやすさ（障がい者・児調査）■ 

■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■暮らしやすいとは思わない理由（障がい者・児調査）■ 

 

 

 

  

49.7

30.7

19.6

48.0 

36.5 

15.4 

0 10 20 30 40 50 60

暮らしやすいとは思わない

暮らしやすいと思う

無回答

令和４年度調査

（n=1598）

令和２年度調査

（n=1716）

（％）

46.5

44.1

34.8

31.6

53.1

10.5

8.7

1.9

39.6 

39.9 

32.4 

27.3 

50.5 

7.8 

11.8 

2.1 

0 10 20 30 40 50 60

人権擁護の精神が社会的に育っていない

軽んじる風潮がある

幼い頃からふれあう場が無い

配慮した施設がない

無意識のうちに避ける気持ち

その他

わからない

無回答

令和４年度調査

（n=794）

令和２年度調査

（n=824）

（％）
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今後、障がいのある人のために充実して欲しいことについては、令和４年度では「サー

ビス利用手続きの簡素化・スピード化」が最も多く、一方、令和２年度調査では「さまざ

まな情報提供の充実」が最も多くなっています。「経済的な援助の充実」や「移動手段の充

実」が令和２年度調査と比べて増えていることから、コロナや物価高による生活への影響

や免許返納、高齢化に伴う買い物難民の問題など、様々な社会の変化を注視しながら施策

を検討していく必要があります。 
 

   

 
■障がいのある人のために充実して欲しいこと（障がい者・児調査）■ 

26.8 

25.0 

8.6 

30.6 

14.7 

20.2 

16.3 

17.5 

25.4 

10.2 

18.2 

22.6 

20.9 

11.3 

27.4 

19.6 

7.9 

10.4 

9.8 

21.8 

2.0 

8.6 

23.3 

31.9 

24.8 

8.9 

28.8 

14.7 

20.7 

15.9 

17.9 

23.5 

9.5 

17.8 

24.2 

19.8 

12.6 

26.7 

19.1 

7.9 

10.6 

11.6 

22.8 

1.9 

9.4 

19.9 

0 10 20 30 40

さまざまな情報提供の充実

相談機能の充実

権利擁護、財産管理の充実

サービス利用手続きの簡素化・スピード化

在宅福祉サービスの充実

入所施設の充実

通所施設の充実

保健医療サービスの充実

移動手段の充実

障がいのある人のための教育の充実

障がいのある人向けの住宅の整備、住宅改造のための支援

道路、建物、施設などのバリアフリー化が進んだまちづくり

働く機会の充実

社会参加、地域参加への支援

経済的な援助の充実

障がいのある人に対する理解を深める福祉教育や広報活動の充実

地域で社会活動の拠点となる施設の整備

ボランティアの育成や活動への支援

民間企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人などによる福祉活動への協力

災害時における障がいのある人の避難誘導体制の確立と訓練実施

その他

特にない

無回答

令和４年度調査

（n=1598）

令和２年度調査

（n=1716）

（％）
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第３章 袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第４期） 

 

第１節 基本理念及び基本的な考え方 

１ 基本理念 

「障害者の権利に関する条約」の理念に即して改正された障害者基本法では、障がい者

施策は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して講じられる必要があることとしてい

ます。 

本市においては、障がいのある人が自らの決定に基づき社会活動に参加し、意思表示や

自己実現をするための支援を行い、障がいの有無によって分け隔てなく、全ての人が協力

し尊重し合える共生社会の実現に向けて各種施策を推進しています。 

障がい者福祉基本計画（第４期）では、このような社会の実現に向け、地域住民や地域

の多様な主体が社会に参画し、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役

割を持ちながら、障がいの有無、老若男女を問わず、共に生きる社会づくりを推進するこ

とを目指して、次のように基本理念を定めます。 

 

■基本理念■ 

 

 

  

障がいのある人が、安心して、 

その人らしい生活をおくれるまちづくり 
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２ 基本的な考え方 

障がい者福祉基本計画（第４期）では、国の「障害者基本計画（第５次）」や県の「第八

次千葉県障害者計画」に即した中で、基本理念である「障がいのある人が、安心して、そ

の人らしい生活をおくれるまちづくり」に則り、これまでの障がい者福祉施策や地域福祉

の考え方等を踏襲し、計画における基本的な考え方を以下のとおり定め、その他の関連計

画との調和を保ちつつ、計画の総合的な推進を図ります。 

 

  

障がいのある人を、自らの決定に基づき社会に参加する主体として捉え、障がいのある

人がその人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の中で人々と共生し、その人ら

しく暮らせる環境づくりを進めます。 

 

  

障がいのある人の性別、年齢、障がいの種類や状態、生活の状況等を踏まえて、それぞ

れのライフステージにおいて適切な支援を受けられるよう、教育、福祉、医療、雇用等の

各分野の連携を強化し、一貫した支援が行える体制づくりを進めます。 

 

  

障がいや障がいのある人への理解を深め、ソフト・ハードの両面にわたる社会のバリア

フリー化を推進するとともに、障がいのある人もない人も互いに個性と人格を尊重し、と

もに助け合い、支え合う地域づくりを進めます。 

 

  

１ 障がいのある人が地域でその人らしく暮らせる環境づくり 

２ 切れ目のない支援の体制づくり 

３ みんなで支え合う地域づくり 
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３ 計画の体系 

基本理念の実現に向け、次のとおり７つの基本目標とそれぞれに応じた施策を体系的に

定め、取組を推進します。 

■袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第４期）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標 

【
基
本
理
念
】
障
が
い
の
あ
る
人
が
、
安
心
し
て
、
そ
の
人
ら
し
い
生
活
を
お
く
れ
る
ま
ち
づ
く
り 

施策 

１ 

自立生活の支援・意思決定支援の推進 

（１）各種相談支援の充実 

（２）在宅福祉サービス等の充実 

（３）サービスの質の確保・福祉を支える人材の育成 

（４）介護家族等への支援 

２ 

保健・医療の推進 

（１）障がいの原因となる疾病等の予防の充実 

（２）医療サービス 

（１）子ども・子育ての支援 

（２）インクルーシブ教育システムの構築 

（３）教育環境の整備 

（４）生涯学習・スポーツ 

３ 

子育て・教育・生涯学習・スポーツ等の

祭典 

（１）就労支援 

（２）経済的支援 

４ 

雇用・就業・経済的自立の支援 

（１）居住支援 

（２）移動支援 

（３）情報アクセシビリティの向上 

（１）防災対策の推進 

５ 

安全・安心な生活環境の整備 

（３）障がいを理由とする差別の解消の推進 

（２）防犯対策の推進 

（１）障がい理解・交流 

（２）権利擁護の推進・虐待の防止 

６ 

防災・防犯等の推進 

７ 

障がい理解・差別の解消・権利擁護・ 

虐待防止の推進 
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第２節 障がい者福祉基本計画の取組状況・課題の整理 

１ 計画の取組状況 

（１）障がい者福祉基本計画（第３期）における進捗評価 

「袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第３期）」における施策及び事業の取組を振り返り、

評価を行いました。 

障がい福祉に関する事業の性質上、数的目標値の到達をもって評価することが適さない

事業が多いため、事業の進捗状況について着目し、令和５年度末の状況を見込んだ上で、

以下の４段階の評価としています。 

■評価区分 

「Ａ」… 実施（計画どおり進んでいる。） 

「Ｂ」… 一部見直しして実施（一部見直ししたものの、おおむね計画どおり進んでいる。） 

「Ｃ」… 一部のみ実施（計画のうち、一部のみ実施している。） 

「Ｄ」… 未実施（現在、ほとんど手を付けられていない。） 

 

「袖ケ浦市障がい者福祉基本計画（第３期）」に掲載した事業87事業の評価は、 

「Ａ」＝  84事業（94.1％） 

「Ｂ」＝  ２事業（ 2.3％） 

「Ｃ」＝  １事業（ 1.1％） 

「Ｄ」＝  ０事業（ 0.0％） 

という結果であり、ほぼ計画どおり障がい者施策・事業に取り組んでいる状況となって

います（評価結果の概要については、次ページに一覧表を示しています。）。 
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■障がい者施策・事業の進捗状況（評価結果）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標 主要施策 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（１）各種相談支援の充実 6 - - - 6

（２）在宅福祉サービス等の充実 10 - - - 10

（３）サービスの質の確保・福祉を支える人材の育成 4 - - - 4

（４）介護家族等への支援 2 - - - 2

（１）障がいの原因となる疾病等の予防の充実 5 - - - 5

（２）医療サービス 6 - - - 6

（１）子ども・子育ての支援 4 - - - 4

（２）インクルーシブ教育システムの構築 5 - - - 5

（３）教育環境の整備 4 1 - - 5

（４）生涯学習・スポーツ 4 - - - 4

（１）就労支援 3 - - - 3

（２）経済的支援 4 - - - 4

（１）居住支援 3 - - - 3

（２）移動支援 6 - - - 6

（３）情報アクセシビリティの向上 2 - - - 2

（４）生活環境の整備 2 - 1 - 3

（１）防災対策の推進 3 - - - 3

（２）防犯対策の推進 1 1 - - 2

（１）障がい理解・交流 2 - - - 2

（２）権利擁護の推進・虐待の防止 5 - - - 5

（３）障がいを理由とする差別の解消の推進 3 - - - 3

84 2 1 0 87

96.6% 2.3% 1.1% 0.0%

Check：点検
合計

１．自立生活の支援・意思
　　決定支援の推進

２．保健・医療の推進

３．子育て・教育・生涯学習・
　　スポーツ等の振興

５．安全・安心な生活環境の
　　整備

６．防災・防犯等の推進

７．障がい理解・差別の解消・
　　権利擁護・虐待防止の推進

合計

施策・事業内容（Plan：計画）

４．雇用・就業・経済的自立の
　　支援
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（２）取組状況等 

基本目標１ 自立生活の支援・意思決定支援の推進 

■施策 

（１）各種相談支援の充実 

（２）在宅福祉サービス等の充実 

（３）サービスの質の確保・福祉を支える人材の育成 

（４）介護家族等への支援 

障がいのある人やその保護者等からの相談に応じ、令和４年度は1,338件の必要な情報提

供や助言等の支援を行いました。 

在宅福祉サービスについては、求められる必要な支援を提供をすることで、日常生活上

の支援や障がいのある人の家族の就労支援や介護の負担軽減を図っています。 

また、音訳ボランティア講座や手話奉仕員研修等を通して人材育成を行うことで、意思

疎通支援等の体制強化に努めます。 

 

基本目標２ 保健・医療の推進 

■施策 

（１）障がいの原因となる疾病等の予防の充実 

（２）医療サービス 

中核医療機関との連携を強化したことで多くの障がいのある人へ保健・医療に関する支

援を行うことが出来ました。コロナ禍で開催が出来なかった健康的な生活習慣の獲得と維

持を目指す運動やイベントも令和４年度に再開し、健康づくりへの取組も推進しています。 

また、診療にかかる医療費については、障がいのある人に対して現物給付や見舞金の支

給、各種医療サービスの手続き案内等の支援を、切れ目なく提供することで経済的負担の

軽減を図っています。 
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基本目標３ 子育て・教育・生涯学習・スポーツ等の振興 

■施策 

（１）子ども・子育ての支援 

（２）インクルーシブ教育システムの構築 

（３）教育環境の整備 

（４）生涯学習・スポーツ 

幼児期から学童期・青年期へのライフステージの変化を通じ、切れ目のない一貫した療

育・教育支援体制の充実を図っています。 

教育環境の整備では、スクールカウンセラーや心の相談員が、学校・学年の実態に応じ

て、児童・生徒全員のカウンセリングを行い、行動の様子等を教職員と共有したりするこ

とで支援を要する児童生徒がより良く生活・学習できるよう努めていることから児童・生

徒からの相談件数も年々増えています。 

また、障がいのある人の交流の場の提供や健康増進を目的としたスポーツ大会や自己啓

発に取り組む人のための学習活動を促進するための公開講座を通じて、障がいのある人が

より充実した生活を営めるように取り組みを進めています。 

 

基本目標４ 雇用・就業・経済的自立の支援 

■施策 

（１）就労支援 

（２）経済的支援 

障がいのある人の社会参加と自立を促進するため、就労を支援するとともに安定した就

労を継続できるよう、各支援機関との連携を図っています。就労支援員を配置し、就労に

課題を抱える方のニーズを丁寧に把握した上で個別支援を行い、就労のサポートを行って

います。 

また、精神または身体に障害を有する対象者には、申請案内や相談支援を行い、受給の

対象と判定された方に各種手当を支給し、経済的な負担の軽減を図りました。各種給付制

度などの費用面の相談事についても、庁内関係各課や関係機関と連携し、手続きを共に行

うことで、受給に向けた支援を行います。 

令和６年度から８年度にかけて障がい者の法定雇用率が順次引き上げられ、障害者雇用

が更に促進されることも鑑みて、引き続きチャレンジドオフィス等の就労支援を通じて、

積極的に障害のある人の雇用推進に努めます。 
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基本目標５ 安全・安心な生活環境の整備 

■施策 

（１）居住支援 

（２）移動支援 

（３）情報アクセシビリティの向上 

（４）生活環境の整備 

障がいのある人の自立した生活を支援し、安全・安心な生活環境を整備するために、社

会参加の困難な在宅の重度心身障がい者（児）からの申請により、福祉タクシー利用券を

交付したことや、日常生活用具の支給や車いすの貸し出し等のサービスを提供しています。 

また情報アクセシビリティ向上のため、インターネットによる市政情報の提供、音声

コードの利用や広報を読み上げるＣＤの貸出等を実施しています。 

この他、袖ヶ浦市内の小・中学校では、手すりや車いす用のスロープの設置、庁舎では

耐震補強を実施し、障がいの有無に関わらず、安全で暮らしやすい生活環境の整備を推進

しています。 

 

基本目標６ 防災・防犯等の推進 

■施策 

（１）防災対策の推進 

（２）防犯対策の推進 

災害時要援護者名簿を作成し、避難支援者等関係者への名簿配付に同意をいただいた方

の名簿を警察署、消防署、市政協力員、民生委員、社会福祉協議会に配付し、要援護者の

迅速な避難の確保に向けた取組を行い、避難支援の意識向上を図っています。 

また、高齢者による犯罪被害未然防止のために、木更津警察署や防犯指導員等の関係団

体と連携して、地域安全ニュース「ふれあい」及び犯罪発生地図の発行、市民生活安全

メールの配信等で注意喚起を行う他、障がいのある人から消費者トラブル等による相談が

あった場合には、相談支援事業所や消費生活相談等につなげて、解決に向けた支援に取り

組んでいます。 
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基本目標７ 障がい理解・差別の解消・権利擁護・虐待防止の推進 

■施策 

（１）障がい理解・交流 

（２）権利擁護の推進・虐待の防止 

（３）障がいを理由とする差別の解消の推進 

袖ケ浦市内の児童、生徒を対象とした車いすや障がい者・高齢者の疑似体験器具を使用

した福祉体験学習等を実施することで障がいに対しての理解促進の他、ボランティアの協

力を得ながら、レクリエーションを企画して、障がいのある人やその家族が交流できる場

を設置し、相互理解の促進を図っています。 

また、障がいのある人への虐待、障がいを理由とする不利益な取り扱いや合理的な配慮

の欠如等の差別を無くすために、障がい者虐待や差別の防止に対する普及啓発、関係機関

との協力体制の整備や支援体制の強化に取り組んでいます。 
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２ 障がい者施策の推進に向けた課題の整理 

障がい者施策の推進に向けて、近年の障がい者施策をめぐる動向や、本市の障がいのあ

る人等を取り巻く現状、アンケート調査の結果、計画の取組状況等を踏まえ、「袖ケ浦市障

がい者福祉基本計画（第４期）」で示された基本目標ごとに体系化を図るため、今後の課題

や方向性について整理します。 

 

（１）多様な相談に対応し、自立生活を支援する体制の充実 

（基本目標１ 自立生活の支援・意思決定支援の推進） 

障がいのある人、その世帯では、高齢化や貧困、ヤングケアラー等の複数の課題を抱え

ていることが多く、そしてそれらのことが潜在化する傾向にあります。それぞれの抱える

課題に適切な支援を結びつけることや、必要なサービスを提供するためにも、今後はより

相談支援の重要性が高くなります。 

また、障がいのある方を身近で支える家族への支援に関する重要性が増す一方、社会全

体として人手不足が進み、福祉人材の確保も喫緊の課題となっています。この問題には、

市や事業所、ハローワークなど、様々な機関の連携を図る必要があります。今後、そのよ

うな中サービスの質をさらに向上させていくことについても、他職種間での連携を図り、

障がい者福祉に関わる全ての人が我が事として捉えながら取組を進めていく必要がありま

す。 

また、アンケート調査によると、「将来について不安を感じること」については、身体障

がいと難病患者では「身体のこと」、知的障がいでは「親がいなくなってからのこと」、精

神障がいでは「老後のこと」が最も多く、それぞれに異なる課題に寄り添いながら、障が

い者一人ひとりのニーズに応じた支援の充実・強化を図っていく必要があります。 
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（２）医療機関との連携による医療的ケア体制の充実 

（基本目標２ 保健・医療の推進） 

これまでの傾向から、障がいのある人に加え、自立支援医療（更生医療、精神通院）の

受給者数は、今後も増加傾向で推移していくことが想定されます。また難病患者について

もやや増加している傾向が見受けられます。 

障がいのある人が安心して生活するためには、医療機関による健康診断や保健指導を含

めた医療サービスを適切かつ切れ目なく継続して提供する必要があり、健康づくりのため

の運動やイベントについても、地域や事業所との連携を図りながら開催・参加を促進する

必要があります。 

アンケート調査によると、「医療について困っていること」について、知的障がいでは

「症状を正確に伝えられない。医師の指示などが難しくてよくわからない」の回答が他の

障がい種別と比べて多くなっています。障がいのある人が、医療機関の医師や看護師等と

円滑に意思疎通が図れるよう、適切な支援を図る必要があります。 

また、障がいに係る経済的な負担の軽減を図るため、自立支援医療、心身障害者医療費

助成、難病医療費等助成等の医療費助成制度について、今後も継続し、周知促進を行う必

要があります。 

 

（３）障がいのある子どもの教育環境の整備、社会参加機会の充実 

（基本目標３ 子育て・教育・生涯学習・スポーツ等の振興） 

市における18歳未満の療育手帳所持者数及び特別支援学級の児童・生徒数は、ここ数年

増加傾向で推移しています。すべての子どもは、その特性に応じて、適切で、きめ細かな

教育を受ける権利を持っており、教育分野においては、「障害者の権利に関する条約」に盛

り込まれたインクルーシブ教育システムの構築を引き続き推進し、誰もが分け隔てなく教

育を受けられる環境づくりが必要です。また、昨今の保育所の空き不足や保育士、看護師

の不足を踏まえ、児童の障がいの状況や年齢による職員の加配の必要性等を把握し、各保

育所との間で入所の調整を行う必要があります。 

アンケート調査によると、「学校等に通っている障がいのある人の今後の進路」について

は、「進学したい」が最も多く、次いで「福祉施設や作業所に通いたい」、「指導員などのつ

いている事業所で働きたい」と続いています。自立と社会参加を見据え、児童・生徒一人

一人に対して的確な指導を提供できるよう、柔軟で多様性に富んだ対応を行う必要があり

ます。 

また、「地域活動への参加」については、余暇活動に参加している人は依然少ない状況ですが、

障がいのある人が地域で暮らしやすくなるための支援の一環として、スポーツ体験会や公開講座

の内容を充実させ、工夫を施すことで障がいのある人が参加しやすい環境づくりや支援を継続

して行う必要があります。  
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（４）就労の場の確保 

（基本目標４ 雇用・就業・経済的自立の支援） 

就労を希望する障がいのある人にとって、雇用先の上司や従業員が障がいに対して正し

い理解があるかは非常に大きな不安となっています。また、障害者雇用促進法の改正によ

り、令和６年度から８年度にかけて障がい者の法定雇用率が順次引き上げられること、令

和７年度に法定雇用率の除外率が引き下げられることで障害者雇用の促進が想定されるこ

とも相まって、障がいのある人が自ら望む職場で働くためにも、引き続き就労支援を促進

させ就労の機会を増やす他、雇用者側の障がいへの理解を促進させる呼びかけを行い、障

がいのある人にとって働きやすい環境づくりを進める必要があります。 

また、経済的な支援が必要な方に対しては、受給手続きに関する相談の対応やサポート

を行うことで、地域で安定した生活が送れるように支援体制の構築や関係各所との連携を

強化する必要があります。年金や医療費等の受給手続きの相談件数が増加傾向にあること

からも、支援体制の強化は必要不可欠となります。 

 

（５）安心して外出できる環境の整備、情報提供体制の充実 

（基本目標５ 安全・安心な生活環境の整備） 

市では、同行援護や移動支援事業などの各種支援に加え、日常生活において必要な用具

の給付や補助金の交付などの支援を実施しており、日常生活を送る上で障壁となる要因を

軽減する取組を行っています。引き続き、障がいのある方が安心して生活が送れるよう、

支援サービスの周知を徹底しつつ、ニーズの把握やサービスの利便性向上を図ることが必

要になります。 

また、「障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法」の策定に伴い、全

ての人が等しく情報を取得、利用できるよう、情報アクセシビリティの向上が課題になっ

ています。障がいのある方が地域で安心して日常生活を送るためには、福祉サービスをは

じめとした様々な情報が不可欠です。今後もリーフレットや市の広報紙、インターネット

等を活用し、障がいのある人への情報提供を途切れなく行う必要があります。 
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（６）災害や事故・犯罪から障がいのある人を守る体制の強化 

（基本目標６ 防災・防犯等の推進） 

台風や集中豪雨といった大規模な気象災害が全国各地で発生しています。アンケート調

査によると、「災害時の避難」については、全体では「できる」が約４割となっているもの

の、知的障がいでは「できない」が59.5％と半数以上を占めている状況です。また、「災害

時に困ること」については、「トイレや入浴設備」が最も多く、次いで「水や食事の確保」

「寝る場所の確保」「避難先での薬や医療体制」が多くなっています。 

災害時において、障がいのある人の安全を確保するために、災害時要援護者登録制度の

普及や災害時の対策を促進するとともに、防災・避難情報の提供や福祉避難所の整備など

災害時における支援体制について、障害福祉サービス事業所等とも連携し体制の強化を図

る必要があります。 

また、障がいのある方が消費者被害や犯罪に巻き込まれないように、警察署や防犯協会

などの関係団体と連携し、市内各地で啓発活動及び防犯講話を実施するとともに、防犯関

係のチラシやメールでの注意喚起を定期的に行い、地域における日頃の防犯体制の強化を

図る必要があります。 

 

（７）障がいへの理解の促進 

（基本目標７ 障がい理解・差別の解消・権利擁護・虐待防止の推進） 

アンケート調査によると、差別を受けたことの有無について、全体では「たまにある」

と「頻繁にある」を合わせた“ある”は、市役所や公共施設では１割未満、市内の店舗や

事業所では１割となっています。精神障がいでは「たまにある」が他の障がい種別に比べ

て多く、障がい種別による偏りが見受けられます。 

差別や虐待に対しては引き続き、関係機関との連携や適切な相談支援等を通して、可能

な限り本人の意思を尊重するという視点を持ちながら支援を行うことが重要です。 

また、障がいのある人の親が高齢化していることや親亡き後の問題等により、今後さら

に必要性が高まると思われる成年後見事業や法人後見事業、日常生活自立支援事業につい

ては、支援者側の人員確保及び支援者としての資質を向上させることについても課題に

なってきます。 

障がいの有無に関わらず、市民全員が自分らしく生きることができるまちづくりを目指

すためには、市民や事業所を対象に障害者差別解消法や障害者虐待防止法、成年後見制度

等の周知・啓発を図るとともに、障がいのある方とない方が交流する機会の創出等により、

全ての人が障がいについて正しく理解し、その人の個性や性格を尊重し合える社会を形成

することが必要です。 
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第３節 施策の展開 

基本理念の実現に向け、それぞれの基本目標に応じて位置づけた施策について、各分野

や関係機関などと連携し展開を図ります。 

１ 自立生活の支援・意思決定支援の推進 

障がいのある方が地域で自分らしく生活するために在宅福祉サービスは欠かせないもの

になることから、各々が抱える課題に対して適切な支援を提供できるように支援体制の強

化を図ります。 

また、サービスの質の向上や福祉人材の不足等の課題に対しても、事業所やハローワー

クとの連携だけでなく、他職種間との連携を図ることや、ボランティア講座や手話奉仕員

研修を通して課題解決に努めます。 

（１）各種相談支援の充実       ★は「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」管理事業 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 相談支援事業（袖ケ

浦市障がい者相談支

援事業 えがお袖ケ

浦）★ 

障がいのある人やその保護者等からの多様な相談に応

じ、必要な情報提供や助言等の支援を行います。また、

地域における相談支援の中核的な役割を担う「基幹相談

支援センター」において、身体障がい者、知的障がい

者、精神障がい者の相談支援を総合的に行います。 

障がい者支援課 

② 発達障がい児等療育

支援事業 

発達面等が気になる未就学児を対象とした療育に関する

相談支援、また、有資格者による心理、言語、運動機能

に関する療育支援を行います。 

障がい者支援課 

③ 精神保健福祉士によ

る相談支援（ケアセ

ンターさつき） 

地域で生活する主に精神障がいのある人やその家族を対

象に、精神保健福祉士による相談支援を行います。 

障がい者支援課 

④ 障害者相談員事業

（身体・知的） 

身体障がいのある人や知的障がいのある人の更生援護に

関し、身体障害者相談員や知的障害者相談員が、本人や

保護者からの相談に応じ、必要な指導、助言を行いま

す。 

障がい者支援課 

⑤ 幼児相談 幼児の言葉や情緒等の発達、子どもとの接し方等育児に

関し、その不安のある保護者からの要望に応じ、個別相

談を行い、療育等の助言を行います。また、専門職の確

保に努めるとともに、他部署・他機関と連携して相談に

対応します。 

健康推進課 

 

  



 

48 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

⑥ 自立相談支援事業 自立相談支援員を配置し、経済的困窮や就労に関する相

談を受け、必要な情報の提供、助言及び関係機関との連

絡調整や自立の促進を図るための個別支援を行います。 

地域福祉課 

 

【関連事業等】 

◇総合相談・支援事業 

地域の高齢者の保健・福祉・医療の向上、生活の安定に必要な援助を行うために、地域包

括支援センターが、総合相談支援業務（初期段階での相談対応・継続的・専門的な相談支援）

を行います。【高齢者支援課】 

◇子育て世代包括支援事業 

妊娠期から子育て期にわたる母子の健康や子育てに関する様々な相談を受けるとともに、

子育て支援サービスの情報提供や子育て家庭の状況の継続的な把握に努めることによって、

子育て世代を切れ目なく支援します。【子育て支援課・健康推進課】 

◇難病相談事業 

難病患者と家族の療養上の問題や日常生活及び各種福祉手続き等に対する相談について、

健康福祉センター及び市との連携のもと、医療・保健・福祉等の総合的相談を行います。 

【君津地域難病相談支援センター】 

◇精神保健福祉事業 

精神科嘱託医師による心の健康相談や、精神保健福祉相談員・保健師による精神保健福祉

に関する相談等支援を実施します。【君津健康福祉センター】 

◇中核地域生活支援センター（君津ふくしネット） 

24 時間 365 日体制で、制度の狭間や複合的な課題を抱えた方など地域で生きづらさを抱え

た方に対して、分野横断的に幅広く受け止めて、包括的な相談支援・関係機関のコーディ

ネート・権利擁護・市町村等のバックアップ等の広域的、高度専門性を持った寄り添い支援

を行います。【千葉県健康福祉部健康福祉指導課】 

◇視覚障がい者のための「ピアサポート相談室」 

社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会が、視覚障がいのある人の様々な悩み等の相談に

応じ、自立更生のために必要な指導、助言を行います。【千葉県視覚障害者福祉協会】 
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（２）在宅福祉サービス等の充実    ★は「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」管理事業 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① ホームヘルパーの派

遣（居宅介護）★ 

障がいのある人に対してヘルパーを派遣し、居宅

において入浴、排泄及び食事の介護等を行うサー

ビスを提供します。 

障がい者支援課 

② 障害者地域在宅福祉推

進事業（グループホー

ム運営費補助金・入居

者家賃助成）★ 

障がいのある人の地域社会への移行を推進するた

め、グループホームの運営に要する経費の補助、

また、グループホーム等に入居している障がいの

ある人に対し、その家賃の一部を助成します。 

障がい者支援課 

③ ショートステイ（短

期入所） 

居宅において障がいのある人の介護を行う者の疾

病その他の理由により、障がい者支援施設への短

期間入所を必要とする場合、入浴、排泄及び食事

の介護等や日常生活上の支援を提供します。 

障がい者支援課 

④ 補装具費支給事業 障がいのある人の失われた身体機能を補完又は代

償し、日常生活又は職業の能率の向上を図るた

め、義肢や車いす等の補装具の購入費や修理費を

支給します。 

障がい者支援課 

⑤ 紙おむつの給付★ 在宅の 65 歳未満の重度身体障がい者（児）で、失

禁状態があり常時おむつを必要とする人に対して

紙おむつを支給します。 

障がい者支援課 

⑥ 意 思 疎 通 支 援 事 業

（コミュニケーショ

ン支援事業）★ 

聴覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支

障がある人等に、手話通訳等の方法により、意思

疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思

疎通の円滑化を図ります。 

障がい者支援課 

⑦ 地 域 活 動 支 援 セ ン

ター事業★ 

障がいのある人が通所し、地域の実情に応じ、創

作的活動又は生産活動の機会を提供することによ

り、社会との交流を促進します。 

障がい者支援課 

⑧ 訪問入浴サービス事

業（移動入浴車の派

遣）★ 

居宅において入浴が困難な重度身体障がいのある

人に対し、移動入浴車を派遣することにより、入

浴サービスを提供します。 

障がい者支援課 

⑨ 障がい者自動車運転

免許取得費・自動車

改造費助成事業★ 

障がいのある人の社会参加を促進するため、運転

免許取得費や自動車改造費の助成等の事業を行い

ます。 

障がい者支援課 
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【関連事業等】 

◇緊急通報システム等給付貸付事業 

ひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報システム等を貸付し、安心して自宅で生活でき

る環境の整備を図ります。【高齢者支援課】 

◇高齢者見守りネットワーク事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、協力事業者、関係団体等によるネット

ワークにより「さりげない見守り」を実施します。【高齢者支援課】 

◇理容師派遣事業 

要介護３～５と認定され、寝たきり等により理髪に行くことが困難な 65 歳以上の高齢者に

対し、自宅での理容サービスが受けられるよう支援します。【高齢者支援課】 

◇紙おむつ等支給事業 

要介護認定を受けて在宅で紙おむつ等を必要としている高齢者の介護者及びひとり暮らし

の高齢者を対象に紙おむつ等を支給します。【高齢者支援課】 

◇居宅介護支援・介護予防支援（介護給付、予防給付） 

在宅の要介護者・要支援者が介護サービス等を適切に利用できるよう利用計画（ケアプラ

ン）を作成するとともに、サービス等の提供が十分に行われるよう居宅介護支援事業者との

連絡調整等を行います。【介護保険課・高齢者支援課】 

◇訪問介護（介護給付） 

在宅の要介護者が居宅で、入浴・排泄・食事等の身体介護や、調理・掃除・洗濯等の生活

援助を受けられるサービスです。【介護保険課】 

◇定期巡回・随時対応型訪問介護看護（介護給付） 

在宅の要介護者の生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を行います。

【介護保険課】 

◇訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護（介護給付、予防給付） 

在宅の要介護者・要支援者が居宅で、移動入浴車を使用し、介護士や看護師の入浴の補助

を受けられるサービスです。【介護保険課】 

◇短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護（介護給付、予防給付） 

要介護者・要支援者が特別養護老人ホームや老人短期入所施設等に短期間入所し、入浴・

排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練等を受けられるサービスです。

【介護保険課】 
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◇通所介護、地域密着型通所介護（介護給付） 

要介護者が通所介護施設において、入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談と助

言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話や機能訓練等を受けられるサービスで

す。【介護保険課】 

◇認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護（介護給付、予防給付） 

認知症の要介護者・要支援者が通所介護施設等に通い、入浴・排泄・食事等の介護、その

他必要な世話等を受けられるサービスです。【介護保険課】 

◇小規模多機能型居宅介護（介護給付、予防給付） 

要介護者・要支援者が通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問、泊まりのサービスを組

み合わせ多機能なサービスを受けられます。【介護保険課】 

◇看護小規模多機能型居宅介護（介護給付） 

要介護者・要支援者が通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問（介護と看護）、泊まりの

サービスを組み合わせ多機能なサービスを受けられます。【介護保険課】 

◇通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション（介護給付、予防給付） 

要介護者・要支援者が老人保健施設や病院等において、心身の機能の維持回復と日常生活

の自立を図るため、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを受けられる

サービスです。【介護保険課】 

◇訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション（介護給付、予防給付） 

要介護者・要支援者で居宅での日常生活行為を向上させる訓練を必要とする方が、理学療

法士や作業療法士、言語聴覚士等によるリハビリテーションを居宅において受けられるサー

ビスです。【介護保険課】 

◇福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与（介護給付、予防給付） 

要介護者・要支援者について、日常生活の便宜を図り、自立を助けるための歩行器や歩行

補助つえ等の介護予防に資する福祉用具を貸与するサービスです。【介護保険課】 

◇特定福祉用具購入費、特定介護予防福祉用具購入費（介護給付、予防給付） 

要介護者・要支援者について、日常生活の便宜を図り、自立を助けるための福祉用具のう

ち貸与になじまない入浴や排泄のための用具の購入に関し、その購入費の一部を補助する

サービスです。【介護保険課】 

◇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（介護給付） 

居宅での介護が困難な要介護者が入所し、入浴・排泄・食事等の日常生活上の支援や機能

訓練、療養上の支援が受けられる施設サービスです。【介護保険課】 

◇オストメイト社会適応訓練 

社団法人日本オストミー協会千葉県支部が、人工肛門・人工膀胱造設者を対象に、補装具

等の使用について正しい知識を習得するための講演や、生活上の相談に応じます。 

【日本オストミー協会千葉県支部】 
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（３）サービスの質の確保・福祉を支える人材の育成 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① ボランティアの養成 文章のＣＤへの吹き込み、簡単な手話を用い

た支援、日常生活での支援等、障がいのある

人に対するボランティア活動を実践する人を

養成し、活動の場を紹介する等、ボランティ

アの支援を希望する人とボランティア活動を

希望する人の調整機能を果たしていきます。 

障がい者支援課・

袖ケ浦市社会福祉

協議会 

② 音訳ボランティア養

成講座 

視覚障がいのある人に市政等の情報を提供す

るため、声の広報を作成する音訳ボランティ

アを養成し、活動を支援します。 

袖ケ浦市社会福祉

協議会 

③ 手話奉仕員養成講座

事業 

聴覚障がいのある人の日常生活における意思

疎通を支援するため、手話のできる市民の養

成を行います。 

障がい者支援課 

④ 介護サービス情報の

公表、福祉サービス

の第三者評価 

県が実施している介護サービス情報の公表制

度、福祉サービスの第三者評価事業につい

て、県とも連携して普及・啓発していくとと

もに、受審を勧奨していきます。 

地域福祉課・ 

介護保険課・ 

子育て支援課 

 

（４）介護家族等への支援       ★は「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」管理事業 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 日中一時支援事業★ 障がいのある人の家族の就労支援や、日常介

護している家族の一時的な負担軽減を目的と

して、障がいのある人に日中、日帰りによる

活動の場を提供します。 

障がい者支援課 

② 障がいに関する当事

者団体等への支援 

障がいに関する当事者団体等については、障

がいのある人やその家族等の心のよりどころ

となり孤立を予防するなど、重要な役割を

担ってきましたが、近年会員の高齢化等によ

り団体の存続が難しくなっている団体もある

ため、団体の継続を促す有効な支援の方法を

検討し、支援します。 

障がい者支援課 

【関連事業等】 

◇家族介護慰労金支給事業 

市民税非課税世帯で要介護３～５と認定された人を在宅で介護保険サービスを利用せずに

介護している家族に対して、慰労金を支給することにより家族の経済的な負担の軽減を図り

ます。【高齢者支援課】 
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２ 保健・医療の推進 

生活習慣病を予防し、障がいの原因となる疾病を予防するためには、健康診断を周知す

ることや特定保健指導等の受診率向上を図る必要があります。その他、健康的な生活習慣

の維持を目指すための取組についても地域や事業所との連携を図りながら促進していきま

す。 

また、医療を受ける際の困り事では、金銭面について困っているとの回答が多いことか

ら、引き続き自立支援医療、心身障害者医療費助成、難病医療費等助成等の医療費助成制度を

継続し、医療や障がいに係る経済的な負担の軽減を図ります。 

（１）障がいの原因となる疾病等の予防の充実 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 乳幼児健康診査 乳幼児の発達、発育の確認及び疾病の早期発見と

保護者への適切な支援を行うため、１歳６か月

児、３歳児を対象に健康診査を行います。 

また、乳幼児の成長に合わせ、医師・歯科医師・

歯科衛生士・心理判定員・保健師・栄養士等の専

門職が、適切な助言を行います。 

健康推進課 

② 特定健康診査・

特定保健指導 

生活習慣病予防・改善と医療費の適正化対策を推

進するため、特定健康診査等及び特定保健指導を

実施します。 

健診結果により腎臓病地域連携パスを送付し、か

かりつけ医・専門医・市役所が連携して、慢性腎

臓病の重症化を予防します。 

保険年金課・ 

健康推進課 

③ 健康づくり支援

センター管理事

業 

障がいのある人を含めた市民全員の健康維持・増

進をハード・ソフトの両面から支援するために、

健康づくり支援センターでの総合的な健康づくり

活動を展開します。 

健康推進課 

④ 後期高齢者健康

診査 

千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者に対

し、健康診断を実施し、糖尿病等生活習慣病の早

期発見を図り、健康維持、生活の質の確保に資す

ることを目指します。 

保険年金課 

⑤ がん検診事業 千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者に対

し、健康診断を実施し、糖尿病等生活習慣病の早

期発見を図り、健康維持、生活の質の確保に資す

ることを目指します。 

健康推進課 
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【関連事業等】 

◇エイズ予防事業 

エイズに関する相談に応じるとともに、申出によりＨＩＶ検査を行います。 

【君津健康福祉センター】 

◇自殺予防対策 

自殺対策推進計画の取組を推進します。【健康推進課】 

◇一般介護予防事業 

地域における高齢者の介護予防の取組の普及啓発を行い、活動につなげていきます。また、

活動団体への補助金の交付やリハビリテーション職の関与による介護予防の強化に努めます。

【高齢者支援課】 
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（２）医療サービス 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 自立支援医療（更生

医療、育成医療） 

身体障害者手帳を取得し、該当となる治療が

必要な方を対象に、適切な医療の給付を行

い、その医療費の経済的な負担の軽減を目的

として、費用の９割に相当する額を保険・公

費で負担します。 

障がい者支援課 

② 自立支援医療（精神

通院医療） 

精神障がいに係る通院医療に関して、費用の

９割に相当する額を保険・公費で負担しま

す。 

障がい者支援課 

③ 重度心身障害者医療

費の助成 

重度心身障がいのある人が医療機関等で診療

を受けた場合に、健康保険が適用される医療

費を助成することにより、経済的な負担の軽

減を図ります。 

障がい者支援課 

④ 精神障害医療費の助

成 

精神障がいのある人に対し、精神障がいの治

療のための医療費を助成することにより、経

済的負担を軽減します。 

障がい者支援課 

⑤ 難病患者療養見舞金

の支給 

指定難病又は小児慢性特定疾病の治療のた

め、１か月以上継続的に入院又は通院してい

る人に対し、見舞金を支給します。 

障がい者支援課 

⑥ 中核医療機関との連

携 

専門的な治療機関、専門的な機能回復訓練機

関としての機能を持つ地域の中核医療機関と

の連携を一層図っていきます。 

障がい者支援課 

【関連事業等】 

◇高齢者の医療の確保に関する法律による医療の特例適用 

65 歳以上 75歳未満で一定の障がいの状態にある人については、高齢者の医療の確保に関す

る法律により申請することで後期高齢者医療保険に加入することができます。 

【保険年金課】 

◇難病医療費の支給 

国の指定した疾患で、治療が長期にわたり、医療費負担が高額となるため、千葉県に申請

して特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けた人に対して、医療費等の一部を公費負

担することにより、医療費の負担を軽減します。【君津健康福祉センター】 
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◇小児慢性特定疾病医療費の支給 

18 歳未満（継続 20歳未満）の児童で、慢性疾患で治療が長期にわたり、保護者の医療費負

担が高額となるため、千葉県に申請して小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた人に

対し、児童の医療費の一部を公費負担することにより、医療費の負担を軽減します。 

【君津健康福祉センター】 

◇訪問看護、介護予防訪問看護（介護給付、予防給付） 

要支援者・要介護者で疾患等を抱えている方が居宅において、看護師等から療養上の世話

や診療の補助が受けられるサービスです。【介護保険課】 

◇居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導（介護給付、予防給付） 

要支援者・要介護者が居宅において、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士等から療養上

の管理及び指導が受けられるサービスです。【介護保険課】 

◇短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護（介護給付、予防給付） 

要支援者・要介護者が介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、

その他の必要な医療と日常生活上の世話等が受けられる施設サービスです。【介護保険課】 

◇介護老人保健施設（介護給付） 

医療施設等での治療を終え状態が安定している要介護者が入所し、医師や看護師、介護福

祉士等から在宅生活を送るための看護や介護、リハビリテーションが受けられる施設サービ

スです。【介護保険課】 

◇介護療養型医療施設（介護給付） 

緊急を要する治療を終え、長期の療養を必要とする要介護者が入所し、医師や看護師等か

ら看護や介護、リハビリテーションが受けられる施設サービスです。【介護保険課】 
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３ 子育て・教育・生涯学習・スポーツ等の振興 

市内の保育所（園）では集団保育が可能な障がいのある児童を受け入れており、学校で

は、特別支援教育のコーディネーターの他、スクールカウンセラーや心の相談員を配置し

ています。近年では、障がいのある生徒や児童が増えていることから、一人ひとりの教育

的ニーズを把握し、きめ細やかな支援を提供するとともに、全ての児童・生徒が互いに理

解し合える、インクルーシブ教育システムの構築を推進する必要があります。 

生涯学習・スポーツに関しては、体力の増強や健康の維持に繋がるスポーツ大会の実施

や自己啓発に取り組む市民の学習活動を促進するための公開講座を通じて、障がいのある

人が社会に参加しやすくなるような取組を推進します。 

（１）子ども・子育ての支援      ★は「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」管理事業 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 障がい児保育★ 児童の健全な発達を支援するため、障がいを

持っているものの、集団で保育することが可

能な児童について保育します。 

保育幼稚園課 

② 放課後児童健全育成

事業（放課後児童ク

ラブ事業）★ 

放課後児童クラブは、保護者が就労等により

昼間家庭にいない子どもたちを、放課後に適

切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な

育成を図るための施設で、障がいのある子ど

もについても、適正な保育が行えるよう、年

１回研修を開催し、支援員は受講することと

しています。 

また、障がいのある子どもを受け入れる放課

後児童クラブに専門知識等を有する支援員を

配置するための費用として補助金の交付を行

います。 

子育て支援課 

③ ファミリー・サポー

ト・センター事業★ 

子育て環境の向上を図るため、育児等の援助

を希望する利用会員と援助を行いたい提供会

員が助け合う、ファミリー・サポート・セン

ターを運営しています。障がいのある子ども

たちについても、子どもの状況を見極めた上

で、提供会員に対し援助の受入れに向けた連

絡調整を行います。 

子育て支援課 

④ ライフサポートファ

イルの活用★ 

幼児期から学童期・青年期へのライフステー

ジの変化を通じ、切れ目のない一貫した療

育・教育支援体制の充実を図ります。 

袖ケ浦市地域総合

支援協議会 
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（２）インクルーシブ教育システムの構築 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 特別支援教育の推進

（特別支援教育総合

推進事業） 

発達障がいを含むすべての障がいのある児

童・生徒の支援のため、就学指導コーディ

ネーターによる就学指導・就学相談、外部専

門家による巡回指導、学生支援員の活用など

を実施し、教育現場における特別支援教育の

体制整備を総合的に推進します。 

学校教育課 

② 専門家チームの設置

及び巡回相談の実施 

特別な支援を必要とする児童・生徒を把握

し、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害

（ＡＤＨＤ）・高機能自閉症（ＨＦＡ）等の児

童・生徒を含め、障がいのある児童・生徒に

対する支援体制を整備促進するために、教

育・医療・保健・福祉等関係者からなる「専

門家チーム」を設置しています。また、要請

に応じ巡回相談員を派遣し、幼稚園（保育

所）、小・中学校及び高等学校の児童・生徒に

対する総合的な支援体制の整備を図るととも

に、望ましい教育的対応の助言等を行いま

す。 

学校教育課・ 

障がい者支援課・ 

子育て支援課・ 

保育課・健康推進

課 

③ 通級指導による特別

支援教育の充実 

通級指導教室を開設し、通常教室に籍を置き

ながら障がいのある児童・生徒のニーズに応

じた教育を推進します。 

学校教育課 

④ 市特別支援教員雇用

による特別支援教育

の充実（特別支援教

員活用事業） 

通常学級において、学習障害（ＬＤ）、注意欠

陥多動性障害（ＡＤＨＤ）・高機能自閉症（Ｈ

ＦＡ）等様々な障がい及びその傾向のある児

童・生徒に対し、学習・生活上の困難を改善

するために、特別支援教員を配置します。 

学校教育課 

⑤ 特別支援教育就学奨励

費の支給（特別支援教

育就学奨励費事業） 

特別支援学級に就学している児童・生徒の保

護者の経済的負担を軽減するため、就学のた

めの必要な費用の一部を奨励費として支給し

ます。 

学校教育課 
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（３）教育環境の整備 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 教育相談 障がいのある児童・生徒に対する適切な対応

や指導を行ったり、保護者の悩み等に対応す

るため、スクールカウンセラー、心の相談員

を１校に１名ずつ配置します。 

学校教育課 

② うぐいす教育相談 軽度発達障がいを持つ又はその疑いがある児

童・生徒を対象に、学校職員、保護者と専門

医による相談を行います。 

総合教育センター 

③ 電話相談・来所相談 障がいのある児童・生徒に対する適切な対応

や指導を行ったり、保護者の悩み等に対応す

るため、電話相談・来所相談を行います。 

総合教育センター 

④ 教職員研修の充実 夏季教職員研修にて特別支援教育に関する講

座を開設し、障がいのある児童・生徒につい

て教職員の理解を深め、指導の工夫・改善を

図ります。 

総合教育センター 

⑤ 学校見学会・体験学

習・教育相談 

学校案内の資料を活用し、学校や学部の教育

課程等の理解を図ります。 

幼児・児童・生徒や保護者者が就学先や進路

先を選択する際の参考となるように行いま

す。 

就学・転学や高等部入学者選考に関わる教育

相談に対応します。 

特別支援学校 
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（４）生涯学習・スポーツ 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 障がいのある人に対

応した社会体育施設

の整備 

屋内外のスポーツ拠点施設である臨海スポー

ツセンターと総合運動場において、障がいの

ある人のためのバリアフリー対策、安全に配

慮した施設整備の可能性の検討を進め、利用

者ニーズに対応した社会体育施設の適切な改

修・修繕を進めます。 

スポーツ振興課 

② 君津地域心身障害者

（児）スポーツ大会 

君津地域（袖ケ浦市、木更津市、君津市、富

津市）の障がいのある人を対象に、４市合同

のスポーツ大会を実施し、障がいのある人の

交流の場の提供及びスポーツを通じて体力の

増強、機能の回復及び残存能力の向上を図り

ます。 

障がい者支援課 

③ 市民三学大学講座 自己啓発に取り組む市民の学習活動を促進す

るため、各分野の著名人を迎えて、公開講座

を開催します。聴覚障がいのある人も講演内

容を理解できるよう、手話通訳者による同時

通訳を実施します。 

生涯学習課 

④ 図書館サービス 視覚障がいや寝たきり等の理由により、図書

館利用が困難な市民に、宅配サービス等によ

る貸出サービスを提供します。また、「サピ

エ」に加入することで、活字による読書が困

難な方にも資料を提供していきます。 

中央図書館 

【関連事業等】 

◇千葉県障害者スポーツ大会 

毎年１回、５月頃に千葉県総合運動場で行います。なお、この大会は全国障害者スポーツ

大会の千葉県代表の選考会を兼ねています。【障がい者支援課】 
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４ 雇用・就業・経済的自立の支援 

働くことは障がいの有無に関わらず、自己実現を図る上で大きな意義があり、社会に参

加していく上で重要な要素となります。障がいのある人が自ら望む職場で働くために、

個々の障がいの種別や特性、ニーズに沿った対応を取り、多様性に富んだ働き方ができる

環境づくりを目指します。 

また、障がいのある人が経済的な負担を減らし、地域で自立した生活を営むために、引

き続き関係各所との連携強化や相談支援体制の強化に努めます。 

（１）就労支援 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 障がい者就労

促進体制の整

備 

障がいのある人の社会参加と自立を促進するため、就

労を支援します。 

また、安定した就労を継続できるよう、就労から職場

定着まで支援するため、各支援機関との連携を図りま

す。 

障がい者支援課 

② 自立相談支援

事業 

就労準備支援

事業 

自立相談支援員及び就労支援員を配置し、経済的困窮

や就労に関する相談を受け、必要な情報の提供、助言

及び関係機関との連絡調整や自立の促進を図るための

個別支援を行います。 

地域福祉課 

③ 市職員として

の採用促進 

障害者雇用促進法の趣旨に基づき、積極的に障がいの

ある人の採用に努め、事業主としての責務と市内企業

に対する市としての先導的役割を果たしていきます。 

法定雇用者数を維持し、法定雇用率を達成するため、

障がいのある人の雇用を推進します。 

職員課 

【関連事業等】 

◇ジョブコーチの派遣推進 

知的障がいのある人、精神障がいのある人の職場適応を容易にするため、関係機関を通じ

て職場にジョブコーチを派遣し、事業主、職場の同僚、障がいのある人本人に対して、きめ

細かな人的支援、助言を行います。【木更津公共職業安定所（ハローワーク木更津）】 

◇特定求職者雇用開発助成金 

障がいのある人等就職が特に困難な人を、公共職業安定所又は適正な運用を期することの

できる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対しては、助成金を交付

します。【木更津公共職業安定所（ハローワーク木更津）】 
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（２）経済的支援 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 心身障害者（児）手当

支給事業 

障がいのある人が地域で安定した生活を営む

ために、特別障害者手当等の制度について、

対象者への申請案内や相談を行います。 

障がい者支援課 

  

特別障害者手当 

（国） 

精神又は身体に著しい重度の障がいを有する

ために、日常生活において常時特別の介護を

要する20歳以上の在宅の障がいのある人に対

して、手当を支給します。 

 

  

障害児福祉手当 

（国） 

精神又は身体に重度の障がいを有するため

に、日常生活において常時の介護を必要とす

る在宅で障がいのある児童に対して、手当を

支給します。 

 

  
重度心身障害者福祉

手当（市） 

在宅の 20 歳以上 65 歳未満の重度知的障がいの

ある人及び身体障がいのある寝たきりの人を介

護する人に対して、手当を支給します。 

 

  心身障害児福祉手当

（市） 

精神又は身体に障がいのある児童の保護者に

対して、手当を支給します。 

 

  

特別児童扶養手当

（国） 

精神又は身体に重度又は中度の障がいを有す

るために、日常生活において常時の介護を必

要とするか、あるいは障がいの状態にある 20

歳未満の児童を育てている父母又は父母に代

わって児童を養育している人に対して、手当

を支給します。 

 

  

児童扶養手当（国） 

父母のいずれかがいないか、あるいは父母の

いずれかに重度の障がいがある家庭などの児

童（18 歳に達する以降の最初の３月 31 日ま

でにある人、障がいのある児童は20歳未満）

の父母、又は父母に代わって養育している人

に対して、手当を支給します。 

 

② 障害基礎年金・障害厚

生年金・障害共済年

金・特別障害給付金 

一定の要件等に該当するものが、病気やけが

で所定の障がいのある状態となった場合に、

その程度に応じて年金・一時金が支給されま

す。 

保険年金課・ 

日本年金機構・ 

各共済組合 

③ 心身障害者扶養年金 障がいのある人の保護者が一定額の掛金を納

付し、保護者に万一のことがあった場合に、

残された障がいのある人に終身一定額の年金

を支給します。 

障がい者支援課 
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No. 事業名 事業内容 担当課等 

④ 自立相談支援事業 自立相談支援員を配置し、経済的困窮や就労

に関する相談を受け、必要な情報の提供、助

言及び関係機関との連絡調整や自立の促進を

図るための個別支援を行います。 

地域福祉課 

【関連事業等】 

◇所得税・住民税等の優遇措置 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に、障がいの

程度に応じて、所得税、住民税の障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者扶養控除を

します。このほか、障がいの内容や程度に応じて、個人事業税、相続税、贈与税、小額貯蓄

の利子等の非課税の扱いがあります。【課税課・木更津税務署・木更津県税事務所】 

◇自動車税等の減免 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に、障がいの

程度に応じて、自動車税、軽自動車税の減免をします。【課税課・木更津県税事務所】 

◇有料施設利用料の減免 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、市内体育

施設（総合運動場、サッカー場、野球場、臨海スポーツセンター等）の利用料を全額減免し

ます。また、袖ケ浦健康づくり支援センター（ガウランド）の使用料を本人と付添人１人ま

で全額免除します。【スポーツ振興課・健康づくり支援センター】 

◇住宅のバリアフリーリフォームによる所得税・固定資産税の優遇措置 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付等を受けている人が居住する

住宅についてバリアフリーリフォームを行った場合に、所得税額の控除及び固定資産税の減

額をします。【課税課・木更津税務署】 

◇障害補償給付・障害給付 

業務又は通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障がいが残った場合

には、年金・一時金を支給します。【木更津労働基準監督署】 

◇各種料金の割引・減免等についての案内 

障がいのある人を対象とした鉄道・バス運賃の割引、国内航空旅客運賃の割引、タクシー

運賃の割引、有料道路における通行料金の割引、ＮＨＫ放送受信料の減免等、携帯電話基本

料金等の割引、郵便料金の割引について、市ホームページ等を通じて情報提供を行います。

【障がい者支援課】 
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５ 安全・安心な生活環境の整備 

障がいのある人が地域で自分らしく生活を送ることができるよう、日常生活に関する支

援や外出時における移動支援等のサービスの充実を図るとともに、市内の公共施設や道路

等におけるバリアフリー化を引き続き推進します。 

また、福祉に関する情報の取得については、インターネットや市の広報、ガイドを有効

的に活用していき、情報アクセシビリティの向上を図った上で福祉に関する情報を切れ目

なく提供できるように努めます。 

（１）居住支援            ★は「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」管理事業 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 日常生活用具給付等事

業★ 

障がいのある人に対して、日常生活用具を給

付又は貸与すること等により、日常生活の便

宜を図ります。 

障がい者支援課 

② 生活ホーム運営助成事

業 

独立した生活を求めている、あるいは家庭に

おける養育が困難な知的障がいのある人に対

し、居室等を提供し、日常生活及び社会適応

に必要な各種援助を行っている事業者へ補助

金を交付します。 

障がい者支援課 

③ 各種サービスの提供★ 障がいのある人の自立した生活を支援し、安

全・安心な生活環境を整備するために、様々

な支援サービスを、利用計画に基づいて適切

に提供します。 

また、法改正に伴うサービス内容の変更や事

業の改廃にも対応し、サービスの安定提供に

努めます。 

障がい者支援課 

【関連事業等】 

◇高齢者等住宅整備資金貸付事業 

高齢者が自宅で日常生活を営むことができるよう浴室やトイレの改修、段差の解消、手す

り、スロープの設置等の住宅改修に対し、資金を無利子で貸付します。【高齢者支援課】 
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◇木造住宅耐震化促進事業 

安全で災害に強いまちづくりを実現するために、耐震診断及び耐震改修工事補助を行いま

す。【都市整備課】 

◇住宅改修、介護予防住宅改修（介護給付、予防給付） 

要介護者・要支援者の居宅における日常生活の自立のため、手すりの取り付けや床等の段

差解消の工事等を行う際、その費用（上限：20 万円）の一部を補助します。【介護保険課】 

◇介護老人福祉施設（介護給付） 

常時介護が必要で居宅での生活が困難な要介護３～５と認定された人が入所でき、日常生

活上の支援や介護を受けられる施設サービスです。【介護保険課】 

◇認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護（介護給付、予防給付） 

認知症の要介護者・要支援者が、身近な施設（グループホーム）において少人数で共同生

活を送りながら、入浴・排泄・食事等の介護、その他必要な日常生活上の世話や機能訓練等

を受けられる居住サービスです。【介護保険課】 

◇特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護（介護給付、予防給付） 

有料老人ホームやケアハウス等の特定の施設（要届出）に入居する要介護者・要支援者が、

入浴・排泄・食事等の介護や、その他の日常生活上の世話や機能訓練等を受けられる居住

サービスです。【介護保険課】 
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（２）移動支援            ★は「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」管理事業 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 移動支援事業★ 屋外での移動が困難な障がいのある人につい

て、外出のための支援を行うことにより、地

域における自立生活及び余暇活動等の社会参

加を支援します。 

障がい者支援課 

② 重度心身障害者福祉

タクシー事業 

在宅の重度の心身障がいのある人に対して、

タクシーの利用券を交付します。 

障がい者支援課 

③ 車いすの貸出し 障がい、高齢、疾病等により歩行が困難な人

を対象に、３か月を限度に車いすの貸出しを

行います。 

袖ケ浦市社会福祉

協議会 

④ 居宅介護（通院等介

助）★ 

移動するに当たっての支援と介護を一体的に

提供する必要がある重度の障がいのある人に

ついて、居宅介護（通院等介助、通院等乗降

介助）により対応します。 

障がい者支援課 

⑤ 移送サービス 障がいや高齢により、一般の交通手段では通

院等が困難な低所得の市民の方を対象に、ボ

ランティアの協力により送迎を行い、自宅か

ら市内・近隣市の医療機関等までの移動を支

援します。 

袖ケ浦市社会福祉

協議会 

⑥ 福祉カー貸出 障がいのある人の家族等に対して、スロープ

付ワゴン車（袖ケ浦ゆうあい号）を貸し出

し、通院や買い物、旅行等の外出を支援しま

す。 

障がい者支援課・ 

袖ケ浦市社会福祉

協議会 

【関連事業等】 

◇地域公共交通づくり事業 

地域住民の交通利便性を確保するため、既存バス路線の運行を維持するための補助金交付

等を行います。また、交通弱者の移動手段について、地域住民・ＮＰＯ等が主体となった取

組に対して支援します。【企画政策課】 
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（３）情報アクセシビリティの向上 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 音声コード等の利用

促進 

視覚障がいのある人が、文書からの情報を容

易に得られるようにするため、市が作成する

リーフレット等で、音声コード等の利用を促

進します。 

障がい者支援課 

② 声の広報、インター

ネットによる市政情

報提供 

視覚障がいのある人が、市からの情報を容易

に得られるようにするため、広報紙の内容を

ボランティア団体の協力によりＣＤに吹き込

み、希望者に貸し出します。また、市ホーム

ページを、ＪＩＳ標準規格である音声読み上

げソフトに対応した文章表記で作成するな

ど、アクセシビリティの向上に努め、障がい

のある人への情報提供を充実させていきま

す。 

秘書広報課 

 

（４）生活環境の整備 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 小中学校におけるバ

リアフリー化 

市内にある小学校８校、中学校５校では、車

いす用スロープ、洋式トイレの設置、階段両

側への手すりの設置等に取り組んでおり、今

後とも「福祉のまちづくり条例関連学校改修

時の基本方針」に沿った上で、施設の大規模

改修等に併せてバリアフリー化を進めていき

ます。 

教育総務課 

② 庁舎整備事業 来庁者の利便性及び安全性の向上を図るた

め、庁舎の再整備に当たっては、ユニバーサ

ルデザインに配慮した整備を推進します。 

資産管理課 
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６ 防災・防犯等の推進 

災害時要援護者登録制度の普及や障がい者の防災訓練等への参加を促進するとともに、

防災・避難情報の提供や福祉避難所の整備等、関係各所との連携を強化し、防災・災害時

の支援体制の充実を図ります。 

また、障がいのある人が安心して地域で生活が営めるよう、継続的に防犯関係のチラシ

やメールを通して注意喚起を行い、市民の防犯意識を高めるともに、万が一、犯罪等に巻

き込まれてしまった際にも関係機関と連携し、被害解決に向けた支援を行います。 

（１）防災対策の推進 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 要配慮者の避難支援 災害時に自力又は家族の支援だけでは避難が困

難である要援護者が安否確認や避難支援など必

要な支援が受けられるように、袖ケ浦市災害時

要援護者登録制度により、手上げ方式及び同意

方式（民生委員児童委員などと連携）により、

登録台帳の整備・更新等を行い、要援護者の把

握に努めます。 

また、関係機関と連携して避難所における支援

のあり方を検討し、要配慮者に配慮した避難生

活環境の充実に努めます。 

防災安全課 

② 家具転倒防止器具取

付事業 

地震における家具転倒等による被害から高齢者

及び障がい者の生命及び財産を守るため、申請

のあった対象者に対し家具転倒の防止措置を講

じることにより、安心して生活できる環境の整

備を図ります。 

高齢者支援課 

障がい者支援課 
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（２）防犯対策の推進 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 消費者トラブルの防止

及び被害解決に向けた

支援 

消費者トラブルや振り込め詐欺、還付金詐欺

等による被害が急増する中で、障がいのある

人がこうしたトラブルや犯罪等に巻き込まれ

ないため、また、巻き込まれてしまった場合

には被害解決に向けて関係機関との連携を図

り支援を行います。 

障がい者支援課 

【関連事業等】 

◇緊急通報システム等給付貸付事業 

ひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報システム等を貸付し、安心して自宅で生活でき

る環境の整備を図ります。【高齢者支援課】 

◇高齢者見守りネットワーク事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、協力事業者、関係団体等によるネット

ワークにより「さりげない見守り」を実施します。【高齢者支援課】 
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７ 障がい理解・差別の解消・権利擁護・虐待防止の推進  

障がいの有無に関わらず、誰もが自分らしく生きることが出来る共生社会の実現を目指

すには、市民や事業者が福祉教育やイベント等を通して、「障がい」についての理解を深め、

お互いに助け合い、支え合う地域づくりを推進していくことが必要です。併せて、障がい

のある人の問題を「他人事」ではなく、「我が事」として考えていくことも、共生社会の実

現に大きく繋がります。誰もが安心して暮らせる地域づくりに向けて、市民や事業所職員

等の「障がい」に対する理解を深め、共に生きる意識を醸成するための施策を推進します。 

また、自らの意思を主張したり、一人で選択・決定の判断が難しい人に対しては、本人

の人権や財産を守りながら、権利を行使できるように支援する必要があります。障がいの

ある人が地域社会に参加しながら自らの意思を尊重した生活が送れるように、引き続き成

年後見制度や権利擁護事業の周知を徹底するとともに、差別・虐待防止に関する啓発や支

援体制の強化に努めます。 

（１）障がい理解・交流 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 福祉教育 車いすや障がい者・高齢者の疑似体験器具

を使用した福祉体験学習などを実施し、児

童生徒が地域の一員として、福祉に関する

理解を深め、実践的な態度を育てます。ま

た、市民向けにも障がいに対する理解を深

める講座等を実施し、市民の福祉意識の醸

成を図ります。 

障がい者支援課・

学校教育課・ 

生涯学習課・ 

袖ケ浦市社会福祉

協議会 

② 心身障がい児者の集い 障がいのある人やその家族が気軽に集い、

ボランティア等の協力を得ながら、交流を

深めることができる場を充実させます。 

袖ケ浦市社会福祉

協議会 
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（２）権利擁護の推進・虐待の防止 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 障がい者虐待

防止対策支援

事業 

障がい者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応、そ

の後の障がいのある人及び養護者への適切な支援を行

うため、障がい者虐待防止に対する普及啓発、関係機

関の協力体制の整備や支援体制の強化を図ります。 

障がい者支援課 

② 県条例に基づ

く権利擁護の

ための相談体

制の確立 

「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい県づく

り条例」に基づき、障がいを理由とする不利益な取扱

いや合理的な配慮に基づく措置の欠如などの差別をな

くすため、個別事案の解決に取り組みます。地域相談

員を配置し、広域専門指導員と連携した上で、場合に

より調整委員会への申し立て等を行います。 

君津健康福祉セ

ンター 

③ 成年後見制度

利用支援事業 

【市長申立の実施】 

後見制度の利用が必要で申立を行う親族がいない人に

ついて、市長による後見等開始審判請求を実施しま

す。 

【費用助成の実施】 

申立人が市長または親族等を問わず、必要な人に申立

費用や後見人等報酬費用の助成を行います。 

高齢者支援課 

障がい者支援課 

④ 法人後見事業 高齢や知的障がい、精神障がいなどにより意思決定が

困難な人の判断能力を補うため、社会福祉協議会が法

人として成年後見人等となり、財産管理、身上監護を

行います。 

袖ケ浦市社会福

祉協議会 

⑤ 日常生活自立

支援事業 

障がいのある人や高齢者で、サービスの利用に必要な

契約の内容を説明すれば理解できる人に対し、福祉

サービス利用に関する援助、金融機関からの現金の引

き出し等の財産管理サービス、重要な書類の預かり等

の財産保全サービスを行います。 

事業の利用を継続する中で判断能力の低下がみられた

場合は、市と協力し法定後見の利用につなぎます。 

袖ケ浦市社会福

祉協議会 
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【関連事業等】 

◇高齢者虐待防止事業・権利擁護事業 

成年後見制度の活用支援、老人福祉施設等への措置に関する相談、虐待への対応と防止、

複雑な課題を抱えた事例への対応、消費者被害への対応と防止等に当たります。 

【高齢者支援課】 

（３）障がいを理由とする差別の解消の推進 

No. 事業名 事業内容 担当課等 

① 障がい者差別に関す

る相談受付及び対応

等 

障がいのある人及びその家族やその他関係者

からの障がいを理由とする差別に関する相談

を受け付け、対応します。 

障がい者支援課 

② 障がい者差別に関す

る啓発活動及び指導 

障害者差別解消法についての周知をはじめ、

障がいのある人に対する偏見や差別の是正の

ための啓発活動を推進するとともに、合理的

配慮の提供等の取組に向けた助言・指導を行

います。 

障がい者支援課 

③ 障がい者差別解消の

推進 

障がいを理由とする差別に関する相談があっ

た場合は、その内容や対応について、事後に

「障がい者差別解消支援地域協議会」に報

告、情報を共有し、対策を検討することで、

障がい者差別の解消を推進します。袖ケ浦市

においては、「袖ケ浦市地域総合支援協議

会」がその役割を担います。 

障がい者支援課 
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第４章 袖ケ浦市障がい福祉計画（第７期） 

・袖ケ浦市障がい児福祉計画（第３期） 

 

第１節 計画の趣旨 

障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、障害者総合支援法・児童福祉法の改正内容及

び近年の障がい者福祉の動向を踏まえつつ、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の

円滑な実施を確保するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）に即して、障が

いのある人が身近な地域で安心して暮らすために必要な基盤整備等についての目標を設定

するとともに、それらのサービス提供体制が計画的に確保されるようにすることを目的と

しています。 

○障がい福祉計画は、障害者総合支援法第 88 条の規定により、国の基本指針に即して、障害

福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を

策定するものです。 

○障がい児福祉計画は、児童福祉法第 33 条の 20 の規定により、国の基本指針に即して、障

害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談

支援の円滑な実施に関する計画を策定するものであり、同法第６項の規定により、障がい

福祉計画に包含して策定します。 

国は、基本指針の中で計画策定に当たって即すべき事項として、「障害福祉サービスや支

援等の提供体制の確保」について「成果目標」を設定し、これを達成するための「活動指

標」を見込むこととしています。「成果目標」を設定する項目については、基本指針の中で

具体的に示し、「達成年度」や「達成割合」についても、基本とする年次や割合を示してい

ます。 

本市は、近隣市と比較して多くの障害福祉施設が整備されているため、利用者のニーズ

に応じたサービスの提供体制は充実しており、地域の関係機関によるネットワークとして、

袖ケ浦市地域総合支援協議会及び同協議会の実務者会を組織して、市と密接に連絡調整を

行い、障がいのある人に対する支援の向上を図っています。 

計画策定に当たっては、このような状況を踏まえた上で、今後の対象者の見込みや、「袖

ケ浦市障がい福祉計画（第６期）」及び「袖ケ浦市障がい児福祉計画（第２期）」における

成果目標の達成状況、サービス等の利用状況、そして、市内の障がい福祉施設の状況や袖

ケ浦市地域総合支援協会の意見等を踏まえ、国の基本指針に即したサービス、支援等の提

供体制の確保策、「活動指標」としての見込量について定めることとします。 



 

74 

第２節 障がい福祉計画・障がい児福祉計画の取組状況 

１ 成果目標の達成状況 

「袖ケ浦市障がい福祉計画（第６期）」及び「袖ケ浦市障がい児福祉計画（第２期）」で

は、国の基本指針に即して以下の７つの項目を成果目標として定め、サービス提供体制の

確保等に取り組んできました。 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

（３）地域生活支援の整備 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

（７）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 
 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

○国の障害者基本計画の基本原則である「地域社会における共生等」を実現するため、地

域生活への移行を進めるという観点から、相談支援事業所や施設などと連携し、地域生

活への移行に向けた支援に取り組んできました。 

○サービスの質や量の確保等とともに、希望する人が必要なサービスを受けられるよう支

援に努めており、令和４年度末時点において、地域生活移行者数は３人、施設入所者数

は６３人と既に達成している状況にあります。 

○施設入所者の地域移行に限らず精神科病院長期入院者の地域移行も含めた障がい者の地

域移行について、引き続き希望者が地域移行ができる体制を整える必要があります。 

■成果目標と実績■ 

指標 項目 数値 備考 

地域生活へ

の移行 

令和元年度末の施設入所者数（a） 66 人 （令和元年度末時点の利用人員） 

【目標値】 
令和５年度末時点の地域生活移行者

数（施設入所からグループホーム等へ
の移行者数） 

２人 
国の基本指針に定める目標（令和
元年末の施設入所者数×６％）
に、地域の実情を勘定し調整 

【令和４年度末現在の実績】 ３人  

施設入所者

数の削減 

【目標値】 
令和５年度末時点の施設入所者数

（b）  
64人 

国の基本指針に定める目標（令和
元年末の施設入所者数―（令和元
年末も施設入所者数×1.6％））
に、地域の実情を勘定し調整 

【令和４年度末現在の実績】 63人  

【目標値】削減人数（a－b） ２人 差引減少者数 

【令和４年度末現在の実績】 ３人  
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

○精神障がいのある方が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができ

るよう、医療、障がい福祉等の関係者が情報共有や連携する体制として、「君津地区四市

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築推進連携会議」を設置することがで

きました。 

○「君津地区四市精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築推進連携会議」にお

いて、引き続き医療、障がい福祉等の関係者が情報共有や連携を図っていく必要があり

ます。 

■成果目標と実績■ 

区分 項目 数値 備考 

精神保健医療福祉体

制の基盤整備量 

【目標値】 

保健、医療、福祉関係者に

よる協議の場の開催回数 

年２回 

令和５年度末までに市又は圏

域に１つ以上確保し、開催す

るよう設定 

【令和４年度末現在の実績】 年２回  
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（３）地域生活支援の整備 

○障がい者（児）の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や病院か

らの地域移行の促進、重度障がいにも対応することができる専門的人材の育成・確保、

地域の生活で生じる障がい者（児）やその家族の緊急事態への対応に係る体制等の整備

を図る観点から、地域総合支援協議会の実務者会議において協議を進め、令和５年度か

ら地域生活支援拠点事業を開始しました。 

○市、基幹相談支援センター及び登録事業所において、常に緊急時対応にかかる対応につ

いて共通認識を図っていく必要があります。また、登録事業所を増やせるよう周知をし

ていく必要があります。 

■成果目標と実績■ 

区分 項目 数値 備考 

地域生活支援拠点

等の整備状況 

【目標値】 

 地域生活支援拠点等の整備 
１箇所 

令和５年度末までに市又は圏

域に１つ以上確保 

【令和４年度末現在の実績】 ―  

【目標値】 

 地域生活支援拠点等の運用

状況の検証、検討 

年１回 

年１回以上運用状況を検証、

検討を実施することとして調

整 

【令和４年度末現在の実績】 ―  
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

○障がいのある人が就労を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、就

労移行支援事業等の推進により、障がいのある人の就労の場を確保するとともに、就労

移行支援事業所の就職移行率の増加を図ってきました。 

○令和４年度末時点において、「福祉施設から一般就労への移行者数」は６人と目標達成に

は至っておりません。また、「就労移行支援事業等を通じた一般就労へのうち移行者のう

ち、就労定着支援事業利用者数」についても、３人と目標達成には至っておりません。 

○就労移行支援の利用者は一定程度維持しており、一般就労につながらない利用者に対し

てどのように支援していくかが課題となっています。更には、就労定着支援の利用者が

増加しており、一般就労の定着に向けた支援を一層進めていく必要があります。 

■成果目標と実績■ 

区分 項目 数値 備考 

福 祉 施

設 か ら

一 般 就

労 へ の

移行 

 

福祉施設から一般就労への移行者数（令和元年

度） 
５人 

（令和元年度中に福祉施設を

退所し、一般就労した者の

数）  

うち就労移行支援事業を通じた移行 ５人 

うち就労継続支援Ａ型事業を通じた移行 ０人 

うち就労継続支援Ｂ型事業を通じた移行 ０人 

【目標値】 

就労移行支援事業等を通じた一般就労への移

行者数（令和５年度） 

８人 
国の基本指針に定める目標

に、地域の実情を勘定し調整 

【令和４年度末現在の実績】 ６人  

 

【目標値】 就労移行支援事業 ６人 （５人×1.30） 

【令和４年度末現在の実績】 ６人  

【目標値】 就労継続支援Ａ型事業 １人 （1.26 倍以上） 

【令和４年度末現在の実績】 ０人  

【目標値】 就労継続支援Ｂ型事業 １人 （1.23 倍以上） 

【令和４年度末現在の実績】 ０人  

一 般 就

労 へ の

定着 

就労定着支援事業所数 10事業所 

（令和元年度において就労定

着支援事業を実施している事

業所数） 

【目標値】 

就労移行支援事業等を通じた一般就労へのう

ち移行者のうち、就労定着支援事業利用者数

（令和５年度） 

４人 

これまでの実績や現状の動向

を考慮した上で国の方針を踏

まえ、一般就労移行者のう

ち、７割以上の利用を基本と

して調整 

【令和４年度末現在の実績】 ３人  

【目標値】 

就労定着率 80％以上の就労定着支援事業所数 
８事業所 

全事業所数の８割以上を基本

として調整（10 事業所×0.8） 

【令和４年度末現在の実績】 ９事業所  
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（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

○本市内では、社会福祉法人が児童発達支援センターを運営しています。また、君津圏域

においては、君津郡市広域市町村圏事務組合が児童発達支援センター「きみつ愛児園」

を設置運営しているところであり、今後のあり方について君津４市で協議を行ってきま

した。 

○「医療的ケア児支援のための場」については、君津４市での設置や市単独での設置につ

いて検討してきましたが、未設置となっています。また、保育所等訪問支援を利用でき

る体制について確保には至っていない状況です。 

○「医療的ケア児支援のための協議の場」については、引き続き設置の検討を行い、設置

に向けて取り組んでいく必要があります。 

○関係機関と連携して圏域内の事業所への働きかけを行い、保育所等訪問支援を利用でき

る体制を構築していく必要があります。 

■成果目標と実績■ 

区分 項目 数値 備考 

重層的な地
域支援体制
の構築 

【目標値】 
児童発達支援センターの設置 

１箇所 
（１箇所） 

君津圏域での設置 
（本市内での設置） 

【令和４年度末現在の実績】 
３箇所 

（１箇所） 
 

【目標値】 
保育所等訪問支援を利用できる事

業所数 
1 事業所 令和５年度末までに補強 

【令和４年度末現在の実績】 1 事業所  

主に重症心
身障がいの
児童への支
援 

【目標値】 
当該児童発達支援事業所数 

１事業所 
君津圏域での設置を基本と
し、令和５年度末までに整備 

【令和４年度末現在の実績】 ３事業所  

【目標値】 
当該放課後等デイサービス事業所

数 
1 事業所 

君津圏域での設置を基本と
し、令和５年度末までに整備 

【令和４年度末現在の実績】 ３事業所  

医療的ケア
児支援 

【目標値】 
医療的ケア児支援のための協議の

場の設置 
１箇所 令和５年度末までに整備 

【令和４年度末現在の実績】 ―  

【目標値】 
医療的ケア児等に関するコーディ

ネーターの配置人数 
1 人 令和５年度末までに配置 

【令和４年度末現在の実績】 ―  
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（６）相談支援体制の充実・強化等 

○本市では、基幹相談支援センターとの連携により、福祉に関する問題について相談に応

じる体制の整備が図れておりますが、人材育成や連携強化の取組の実施には至っていな

い状況です。 

○基幹相談支援センターを中心に、引き続き相談体制を維持していくとともに、関係機関

との連携強化の取組を進めていく必要があります。 

■成果目標と実績■ 

区分 項目 数値 備考 

総合的・専
門的な相談
支援 

【目標値】 
障がいの種別や各種のニーズに対

応できる総合的・専門的な相談支援
実施箇所数 

１箇所 令和５年度末まで設置 

【令和４年度末現在の実績】 １箇所  

地域の相談
支援体制の
強化 

【目標値】 
地域の相談支援事業者に対する訪

問等による専門的な指導・助言件数 
年 12 回 

基幹相談支援センターにおけ
る専門的な指導・助言件数の
設定 

【令和４年度末現在の実績】 年 11 回  

【目標値】 
地域の相談支援事業者の人材育成

の支援件数 
年３件 

基幹相談支援センターにおけ
る人材育成の支援件数の設定 

【令和４年度末現在の実績】 年０件  

【目標値】 
地域の相談機関との連携強化の取

組の実施回数 
年８回 

基幹相談支援センターとの連
携強化の取組の実施回数の設
定 

【令和４年度末現在の実績】 年９回  

 

  



 

80 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

○千葉県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への参加については、市職員も積極的

に参加しているものの、目標の達成には至っていない状況です。 

○「障害者自立支援審査支払等システム」により審査結果を事業所と情報共有することで

適切な障害福祉サービスが提供できています。 

○県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修に関し、引き続き積極的に参

加し障害福祉サービスに関する理解に努め、その提供が適切に行われるように取り組み

ます。 

■成果目標と実績■ 

区分 項目 数値 備考 

障害福祉サービス

等に係る各種研修

の活用 

【目標値】 

 県が実施する障害福祉サー

ビス等に係る研修その他の研

修への市職員の参加人数 

年 10 人 
研修会に市職員１名以上の参加

として設定 

【令和４年度末現在の実績】 ２人  

「障害者自立支援

審査支払等システ

ム」による審査結

果の共有 

【目標値】 

 事業所や関係自治体等と共

有する回数 

年１回 

袖ケ浦市地域総合支援協議会

における会議等で共有するも

のとして設定 

【令和４年度末現在の実績】 年１回  
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２ 障害福祉サービス等・障害児通所支援等の利用状況 

障害者総合支援法によるサービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」

で構成されています。「自立支援給付」は、障害者総合支援法に基づく基準で実施する事業

（全国共通の事業）であり、「地域生活支援事業」は地域の特性や利用者の状況に応じた柔

軟な業務形態により実施するものです。 

また、障がい児を対象とした施設・事業等のサービスは、平成24年４月より児童福祉法

に根拠規定が一本化され、体系も再編されました。児童福祉法に基づく基準で実施する障

害児通所支援等は「自立支援給付」と同様に全国共通の事業です。 

■障害者総合支援法に基づく事業、児童福祉法に基づく事業の全体像■ 
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「袖ケ浦市障がい福祉計画（第６期）」及び「袖ケ浦市障がい児福祉計画（第２期）」に

おける、障害福祉サービス等・障がい児支援サービスの活動指標（計画）に対する実績は

以下のとおりです。 

（１）障がい福祉サービス（自立支援給付） 

○障がい福祉サービス（自立支援給付等）の提供については、見込量との乖離がみられる

サービスもありますが、求められる必要な支援を提供することができました。 

○引き続き、関係する事業所と連携を強化し、必要な支援を行っていきます。 

 

■障害福祉サービス（自立支援給付）の実績■ 

サービス名 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績見込 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護 
実人／月 110 87 110 93 111 90 

時間／月 1,789 1,650 1,800 1,610 1,812 1,650 

重度訪問介護 
実人／月 5 4 5 3 5 3 

時間／月 525 518 525 517 525 520 

行動援護 
実人／月 1 1 1 1 1 1 

時間／月 20 8 20 6 20 6 

同行援護 
実人／月 14 12 14 11 14 12 

時間／月 311 157 311 160 311 160 

重度障害者等包括支援 
実人／月 0 0 0 0 0 0 

時間／月 0 0 0 0 0 0 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護 
実人／月 178 176 185 177 192 180 

延人日／月 3,157 3,267 3,185 3,360 3,213 3,400 

自立訓練（機能訓練） 
実人／月 10 5 10 2 10 2 

延人日／月 60 22 60 8 60 8 

自立訓練（生活訓練） 
実人／月 1 9 1 5 1 5 

延人日／月 17 120 17 81 17 80 

就労移行支援 
実人／月 33 30 34 31 35 31 

延人日／月 243 237 247 328 251 330 

就労継続支援（Ａ型） 
実人／月 35 32 40 32 46 32 

延人日／月 504 531 523 480 543 480 

就労継続支援（Ｂ型） 
実人／月 115 123 120 144 125 150 

延人日／月 1,547 1,760 1,561 2,047 1,575 2,100 

就労定着支援 実人／月 6 16 7 17 8 17 

療養介護 実人／月 4 5 4 6 4 6 

短期入所（福祉型） 
実人／月 42 48 43 37 44 40 

延人日／月 492 452 498 537 504 540 

短期入所（医療型） 
実人／月 1 2 1 1 1 1 

延人日／月 5 34 5 31 5 31 
居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

自立生活援助 

（うち精神障がい者） 
実人／月 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(1) 

1 

(0) 

2 

(2) 

1 

(0) 

共同生活援助 

（うち精神障がい者） 
実人／月 

90 

(0) 

102 

(21) 

95 

(1) 

116 

(21) 

100 

(2) 

120 

(21) 

施設入所支援 実人／月 65 66 65 64 66 65 

相
談
支
援 

計画相談支援 実人／月 120 94 140 111 160 120 

地域移行支援 

（うち精神障がい者） 
実人／月 

2 

(1) 

1 

(1) 

3 

(1) 

1 

(1) 

3 

(1) 

1 

(1) 

地域定着支援 

（うち精神障がい者） 
実人／月 

1 

(1) 

0 

(0) 

1 

(1) 

0 

(0) 

2 

(2) 

0 

(0) 
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（２）障がい福祉サービス（地域支援事業） 

○障がい福祉サービス（地域支援事業）の提供については、見込量との乖離がみられる

サービスもありますが、求められる必要な支援を提供することができました。 

○各種事業の利用ニーズを踏まえつつ制度の周知を図るとともに、引き続き、関係する事

業所と連携を強化し、障がいのある人の社会参加等のための支援の充実を図っていきま

す。 

■障がい福祉サービス（地域支援事業）の実績■ 

事業名 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績見込 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

相談支援事業        

 ①障がい者相談支援事業 実施箇所数 2 2 2 2 2 2 

  基幹相談支援センター 設置の有無 有 有 有 有 有 有 

 
②基幹相談支援センター等機能強化

事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 ③住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 無 無 無 

成年後見制度利用支援事業 実人／年 6 6 7 3 8 5 

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

意思疎通支援事業 

（コミュニケーション支援事業） 
       

 ①手話通訳者・要約筆記者派遣事業 実人／年 20 4 21 6 23 6 

 ②手話通訳者設置事業 設置箇所数 1 1 1 1 1 1 

日常生活用具給付等事業        
 ①介護・訓練支援用具 延件／年 4 5 4 4 4 4 

 ②自立生活支援用具 延件／年 7 10 8 6 8 6 

 ③在宅療養等支援用具 延件／年 14 12 14 12 14 12 

 ④情報・意志疎通支援用具 延件／年 12 17 12 16 12 17 

 ⑤排泄管理支援用具 延件／年 1,354 1,202 1,420 1,292 1,490 1,400 

 
⑥居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
延件／年 1 2 1 0 1 0 

手話奉仕員養成講座事業 実人／年 1 0 0 1 1 0 

移動支援事業 

実施箇所数 22 14 22 14 22 14 

実人／月 35 25 35 29 35 30 

時間／月 291 172 296 180 300 180 

地域活動支援センター機能強化事業        

 地域活動支援センター（Ⅰ型） 
実施箇所数 1 1 1 1 1 1 

実人／月 71 90 75 75 78 80 

 地域活動支援センター（Ⅱ型） 
実施箇所数 3 3 3 2 3 2 

実人／月 3 3 3 2 3 2 

 地域活動支援センター（Ⅲ型） 
実施箇所数 5 3 6 4 6 4 

実人／月 12 10 12 7 13 7 

その他の事業        

 ①訪問入浴サービス事業 

（移動入浴車の派遣） 

実人／月 4 6 4 5 4 5 

延人日／月 115 158 115 140 115 140 

 ②知的障害者職親委託制度 実施の有無 有 無 有 有 有 有 

 ③日中一時支援事業 
実人/月 45 31 45 40 45 40 

延人日/月 335 490 335 313 335 320 

 ④自動車運転免許取得・自動車改造

費助成事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 
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事業名 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績見込 

 

⑤ペアレントトレーニングやペアレ

ントプログラム等の支援プログラ

ム等の受講者数 

実人/年 5 0 5 0 5 0 

 ⑥ペアレントメンターの人数 実人数 1 0 1 0 2 0 

 ⑦ピアサポートの活動への参加人数 実人／月 3 0 3 0 3 0 
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（３）障がい児支援サービス 

○障がい児支援サービスの提供については、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」の

利用者数が計画値を上回って推移しているため、引き続き支援体制の整備を進めていく

必要があります。 

○このほか、子ども・子育て支援制度等に基づく支援として、以下の事業を実施していま

す。 

・「障がい児保育」 

保護者や関係機関と連携しながら、入所児童の安全安心な保育を実施し、集団保育が

可能な障がいのある児童の受入れを進めています。 

・「放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）」 

令和４年度末において10クラブ 21人の障がいのある児童の受入れを行っています。 

・「ファミリー・サポート・センター事業」 

障がいのある子どもたちについても、子どもの状況を見極めた上で、提供会員に対

し、援助の受け入れる環境を整えています。 

○障がい児支援サービスの提供に当たっては、重症心身障がい児など医療的ケアが必要な

障がい児に対する支援の基盤整備の強化や福祉、医療、教育などの協働による総合的な

支援体制の構築が重要となります。引き続き関係する事業所と連携を強化し、必要な支

援を行っていきます。 

■障がい児支援サービスの実績■ 

サービス名 単位 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見込量 実績 見込量 実績 見込量 実績見込 

障がい児相談支援 実人／月 55 55 65 53 75 60 

児童発達支援 
実人／月 70 92 72 95 74 100 

延人日／月 565 754 570 861 575 900 

医療型児童発達支援 
実人／月 0 0 0 0 0 0 

延人日／月 0 0 0 0 0 0 

放課後等デイサービス 
実人／月 131 144 143 159 156 165 

延人日／月 1,148 1,604 1,198 1,785 1,251 1,800 

保育所等訪問支援 
実人／月 6 3 8 6 10 8 

延人日／月 6 3 8 7 10 8 

居宅訪問型児童発達支援 
実人／月 0 0 0 0 0 0 

延人日／月 0 0 0 0 0 0 

医療的ケア児に対する関連分

野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置人数 

実人 0 0 0 0 1 2 
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第３節 国の基本指針に係る本市の目標と取組 

「袖ケ浦市障がい福祉計画（第７期）」及び「袖ケ浦市障がい児福祉計画（第３期）」を

策定するに当たっては、提供体制の確保に係る目標として、７つの「成果目標」を設定す

ることとされています。 

本市では、国の基本指針を踏まえ、県の計画と整合を図り、本計画の計画期間（令和６

年度～８年度）における障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係

る目標（成果目標）を次のとおり設定し、必要なサービス・支援等が提供される体制の整

備を図ります。 

■成果目標と活動指標の関係■ 

成果目標  市町村における関係する活動指標等 
   

１ 障害福祉施設入所者の地域 

生活への移行 

○地域生活への移行 

○施設入所者数の削減 

 ○訪問系サービス（居宅介護等）の利用者数、利用時間

数 

○日中活動系サービス（生活介護等）の利用者数、利用

日数 

○居住系サービス（自立生活援助等）の利用者数 

○相談支援（計画相談支援等）の利用者数 

 

   

２ 精神障がいにも対応した地域

包括ケアシステムの構築 

○精神保健医療福祉体制の基盤 

整備 

 ○保健・医療・福祉関係者による協議の場の年間開催回

数 

○精神障がい者の自立生活援助の利用者数 

○精神障がい者の共同生活援助の利用者数 

○精神障がい者の地域移行支援の利用者数 

〇精神障がい者の地域定着支援の利用者数 

 

   

３ 地域生活支援の充実 

○地域生活支援拠点等の整備 

〇強度行動障害を有する者への 

支援体制の充実 

 
〇地域生活支援拠点等の設置箇所数とコーディネーター

の配置人数 

○地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた検証及び検

討の年間の実施回数 

 

   

４ 福祉施設から一般就労への 

移行等 

○福祉施設から一般就労への移行 

○一般就労の定着 

 ○就労移行支援の利用者数、利用日数 

○就労移行支援事業等（就労移行支援、就労継続支援Ａ

型、就労継続支援Ｂ型）から一般就労への移行者数 

○就労定着支援の利用者数 
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成果目標  市町村における関係する活動指標等 

  

５ 障がい児支援の提供体制の 

整備等 

○重層的な地域支援体制の構築 

〇主に重症心身障がいのある 

児童への支援 

〇医療的ケア児への支援 

○障害児通所支援（児童発達支援等）の利用者数、利用

日数 

○相談支援等（障害児相談支援等）の利用者数 

〇医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置人数 

 

   

６ 相談支援体制の充実・強化等 

○総合的な相談支援・地域の相談 

支援体制の強化 

〇地域サービス基盤の開発・改善

等 

 ○総合的・専門的な相談支援実施箇所数 

○相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・

助言件数 

○地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 

○地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 

〇基幹相談支援センターの設置 

 

   

７ 障害福祉サービス等の質を 

向上させるための取組に係る

体制の構築 

○障害福祉サービス等に係る各種 

研修の活用 

〇「障害者自立支援審査支払等 

システム」による審査結果の 

共有 

 

○県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の

研修への市職員の参加人数 

○事業所や関係自治体等と共有する回数 
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１ 障害福祉施設入所者の地域生活への移行 

【国の基本指針に定める目標】 

○令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行することを基本とする。 

○令和７年度末時点の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から５％以上削減すること

を基本とする。 

（１）目標値の設定 

項 目 目標数値 目標値設定の考え方 

令和４年度末の施設入所者数 63 人 （令和４年度末時点の利用人員） 

地域生活移行者数 ４人 

令和４年度末の施設入所者のうち、令和８年

度末までにグループホーム等へ移行する見込

人数 

削減見込数 ４人 
令和８年度末での施設入所者数の削減見込人

数 

（２）取組の方向性 

○入所施設等から地域生活への移行に向けて、引き続きグループホーム等の居住の場を確

保するとともに、医療機関や各種相談支援機関と連携し、地域への移行が円滑に行える

ように支援体制の整備を行います。 

○日中活動系サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労選択支

援、療養介護、短期入所及び地域活動支援センターで提供されるサービス）が受けられ

るよう、サービスの質や量の充実に努め、障がいのある人が自立した生活を営めるよう

に支援を行います。 

○施設から地域生活への移行に向けた支援体制として、相談支援事業所が地域の関係機

関・行政機関と連携、協力し、地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の充実を

図ります。 
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２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【国の基本指針に定める目標】 

○精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平均を325.3日以上とする

ことを基本とする。 

○令和７年度末の精神病床における１年以上の長期入院患者数（65 歳以上・未満）の目標量を、国

が提示する推計式を用いて設定する。 

○精神病床における早期退院率に関して、入院後３か月時点の退院率については 68.9％以上、入院

後６か月時点の退院率については 84.5％以上及び入院後１年時点の退院率については 91.0％以上

とすることを基本とする。 

（１）目標値の設定 

○国の基本指針に定める目標については、都道府県において定めるものとなっていること

から、地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期

の地域移行が促進されることを踏まえ、本市においては、精神保健医療福祉体制の基盤

整備を推進するものとします。 

項 目 目標数値 目標値設定の考え方 

保健、医療・福祉関係者に 

よる協議の場の開催回数 
年２回 

令和８年度末までに市又は圏域に１つ以上

確保し、開催するよう設定 

（２）取組の方向性 

○保健・医療・福祉の連携した支援や、住まい、社会参加、地域の助け合い、教育等が包

括的に確保された地域システムの構築に向けた、保健・医療・福祉関係者による協議の

場において、精神保健医療福祉体制の基盤整備の推進を図ります。また、地域生活支援

の拠点づくり、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を図ります。 

〇精神障がいをもった人や強度行動障害をもった人等、あらゆる人が地域の一員として、

差別、偏見なく安心して生活が営めるよう、地域での理解促進を図ります。 

○地域において県や医療機関や関係機関等と連携し、アルコール、薬物及びギャンブル等

をはじめとする依存症対策を推進します。 
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３ 地域生活支援の充実 

【国の基本指針に定める目標】 

○地域生活支援拠点等について、令和８年度末までの間、各市町村又は各圏域に１つ以上確保しつ

つ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 

〇強度行動障害を有する者に関し、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とす

る。 

（１）目標値の設定 

項 目 目標数値 目標値設定の考え方 

地域生活支援拠点等の設置箇所数 ６箇所 令和８年度の地域生活支援拠点等設置箇所数 

地域生活支援拠点等の 

支援の実績等を踏まえた 

運用状況の点検及び検証 

年１回 令和８年度の検討及び検証の年間実施回数 

強度行動障害を有する者への 

支援体制の整備 
整備済  

 

（２）取組の方向性 

○相談について、袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会や基幹相談支援センターに配置する

コーディネーターと連携し、障がい者（児）等を取り巻く現状やニーズの把握に努める

とともに、相談支援や社会資源の整備状況等、地域の実情に応じた相談支援体制を推進

します。 

○各地域に地域生活支援拠点等の機能を確保し、その機能の充実のため運用状況を検証す

るほか、市、基幹相談支援センター及び登録事業所が連携し緊急時の連絡体制等を整備

します。  
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４ 福祉施設から一般就労への移行等 

【国の基本指針に定める目標】 

○令和８年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和３年度実績の 1.28 倍以

上とすることを基本とする。 

○令和８年度における就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者のうち５割が就労定着支援事

業を利用することを基本とする。 

○就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全体の２割５分以上とすることを基

本とする。 

○令和８年度末時点の就労定着支援事業の利用者数を令和３年度の利用実績から 1.41 倍以上とする

ことを基本とする。 

（１）目標値の設定 

項 目 目標数値 目標値設定の考え方 

令和３年度の年間一般就労移行者数 ５人 
令和３年度に福祉施設を退所して一般就労し

た人数 

 
就労移行支援事業における 

令和３年度の年間一般就労移行者数 ５人 
令和３年度末に就労移行支援事業を利用した

人数 

 
就労継続支援Ａ型事業における 

令和３年度の年間一般就労移行者数 ０人 
令和３年度末に就労継続支援Ａ型事業を利用

した人数 

 
就労継続支援Ｂ型事業における 

令和３年度の年間一般就労移行者数 ０人 
令和３年度末に就労継続支援Ｂ型事業を利用

した人数 

目標年度の年間一般就労移行者数 ７人 
令和８年度に福祉施設を退所して一般就労し

た人数（令和３年度の実績の 1.28 倍以上） 

 
就労移行支援事業における 

目標年度の年間一般就労移行者数 ７人 
令和８年度末に就労移行支援事業を利用した

人数（令和３年度の実績の 1.31 倍以上） 

 
就労継続支援Ａ型事業における 

目標年度の年間一般就労移行者数 ２人 
令和８年度末に就労継続支援Ａ型事業を利用

した人数（令和３年度の実績の 1.29 倍以上） 

 
就労継続支援Ｂ型事業における 

目標年度の年間一般就労移行者数 ２人 
令和８年度末に就労継続支援Ｂ型事業を利用

した人数（令和３年度の実績の 1.28 倍以上） 

令和３年度の就労移行支援事業を 
実施している事業所数 10 事業所  

一般就労に移行した者が 50％以上の 
就労移行支援事業所数 ５事業所 全事業所数の５割以上を基本として調整 

令和３年度の就労定着支援事業利用者数 10 人 
令和３年度に就労定着支援事業を利用した人

数 

 
目標年度の年間 

就労定着支援事業利用者数 15 人 
令和８年度末に就労定着支援事業を利用した

人数（令和３年度の実績の 1.41 倍以上） 

令和３年度の就労定着支援事業を 
実施している事業所数 10 事業所  

就労定着率 70％以上の 
就労定着支援事業所数 ３事業所 全事業所数の２割５分を基本として調整 
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（２）取組の方向性 

○一般就労への移行を促進するにあたって、相談支援事業所や、公共職業安定所（ハロー

ワーク）、商工会、特別支援学校等との連携と協力体制をより一層強化し、障がいのある

人の就労の場の確保に努めます。 

○支援が必要な人に対して中立・公平な立場で適切な情報提供を行うとともに、相談支援

体制の充実を図ります。 

○就労を希望する人が能力と適性にあった仕事に就くことができるよう、就労に関する知

識や能力向上のための訓練を行う場の充実に努めます。 

○一般就労への定着に関する支援として、農福連携や障害者就労支援施設等からの優先調

達などの取組についての支援を行います。 
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５ 障がい児支援の提供体制の整備等 

【国の基本指針に定める目標】 

○令和８年度末までに児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１箇所以上設置す

ることを基本とする。 

○令和８年度末までに障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）推進体制の構築を

基本とする。 

○令和８年度末までに医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設けるとともに、医療的ケ

ア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 

（１）目標値の設定 

項 目 目標数値 目標値設定の考え方 

児童発達支援センターの設置 １箇所 本市内での設置 

保育所等訪問支援を 
利用できる事業所数 

１事業所 令和８年度末までに整備 

当該児童発達支援事業所数 １事業所 本市内の事業所数 

当該放課後等デイサービス 
事業所数 

１事業所 本市内の事業所数 

医療的ケア児支援の 
ための協議の場の設置 

１箇所 君津圏域での設置 

医療的ケア児等に関する 
コーディネーターの配置人数 

１人  

（２）取組の方向性 

○障がい児の地域社会への参加・包容を推進するため、市内の事業所に働きかけを行いな

がら、保育所等訪問支援を利用できる体制について構築を図ります。 

○主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

の確保について、関係機関と連携して市内の事業所への働きかけを行います。 

○医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等

の関係機関等が連携を図るための協議の場の設置について、引き続き君津圏域４市での

設置も視野に入れながら医療機関との連携を進めるとともに、相談支援事業所等におけ

るコーディネーターの配置を促進します。 
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６ 相談支援体制の充実・強化等 

【国の基本指針に定める目標】 

○令和８年度末までに基幹相談支援センターを設置することを基本とする。 

〇協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善することを基本とする。 

（１）目標値の設定 

項目 目標数値 目標値設定の考え方 

地域づくりの役割を担う 

基幹相談支援センターの設置数 
１箇所  

地域の相談支援事業者に対する 

訪問等による専門的な 

指導・助言件数 

年 10 件 
基幹相談支援センターにおける専門的な指

導・助言件数の設定 

地域の相談支援事業者の 
人材育成の支援件数 

年３件 
基幹相談支援センターにおける人材育成の

支援件数の設定 

地域の相談機関との 
連携強化の取組の実施回数 

年８回 
基幹相談支援センターとの連携強化の取組

の実施回数の設定 

地域サービス基盤の 
開発・改善等の取組を行うために

必要な協議会の開催回数 
年２回  

（２）取組の方向性 

○基幹相談支援センターが地域の相談支援事業者等に対し、専門的指導、助言及び連携強

化の取り組みを行えるよう体制を整備します。 

○地域サービスの基盤の開発・改善等の取組にあたって、基幹相談支援センターや事業所

と協議会を開催し、支援体制の検証、評価等を行い、連携を強化するとともに、新規事

業所開設の勧奨や既事業所のサービスの質の向上を行うことで、専門的な相談支援の実

施及び地域の相談支援体制の強化に努めます。 

○基幹相談支援センターとの連携により、福祉に関する問題について相談に応じる体制を

確保していくとともに、関係機関との連携や人材育成の支援についても取り組みを進め

ます。 
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７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

【国の基本指針に定める目標】 

○令和８年度末までに都道府県及び市町村において障害福祉サービス等の質を向上させるための取

組を実施する体制を構築することを基本とする。 

（１）目標値の設定 

項 目 目標数値 目標値設定の考え方 

県が実施する障害福祉サービス

等に係る研修その他の研修への 

市職員の参加人数 

年３人 研修会に市職員１名以上の参加として設定 

障害者自立支援審査支払等システ

ムによる審査結果を分析・活用

し、事業所や関係自治体等と共有

する体制の有無及びその実施回数 

年１回 
袖ケ浦市地域総合支援協議会における会議

等で共有するものとして設定 

（２）取組の方向性 

○県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修に関し、市の職員が積極的に

参加し障害福祉サービスに関する理解に努め、利用者に適切な障害福祉サービスを提供

できるよう、各種研修を活用する体制を構築します。 

○「障害者自立支援審査支払等システム」等による審査結果を分析し、その内容を事業所

や関係自治体等と共有することにより、適切な障害福祉サービスが提供されるよう体制

の構築を図ります。 
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第４節 障害福祉サービスや支援等の見込量と確保のための方策 

成果目標の達成に向けて、障害福祉サービス、障がい児支援サービス等の具体的な活動

指標を次のとおり定めます。 

１ 指定障害福祉サービス・相談支援（自立支援給付） 

（１）サービスの概要 

サービスの種類 内   容 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護 
障がいのある人に対して、居宅において入浴、排泄及び食事

の介護等を行うサービスを提供します。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する人に対して、

居宅における入浴、排泄及び食事の介護等、外出時における移

動中の介護を総合的に行うサービスを提供します。 

なお、日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障がい

のある人であって、医療機関に入院した者については、入院中

の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているヘル

パーを引き続き利用することができます。 

行動援護 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し常

時介護が必要な人等に、行動する際に生じ得る危険を回避する

ために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行うサー

ビスを提供します。 

同行援護 
視覚障がいのある人に対する日常生活の援助や、ガイドヘル

プを行うサービスを提供します。 

重度障害者等包括支援 
常時介護を必要とし、その介護の必要性が著しく高い人に、

居宅介護等のサービスを包括的に提供します。 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護 

安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な障がい

のある人に対して、事業所において、食事・入浴・排泄等の介

護、日常生活上の支援、軽作業等の生産活動や創作的活動の機

会の提供、これらを通じた身体能力、日常生活能力の維持・向

上を目的として、必要な援助等を行います。 

自立訓練（機能訓練） 

地域生活を営む上で、身体能力・生活能力の維持・向上等の

ため、支援が必要な障がいのある人に対して、理学療法や作業

療法等の身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニ

ケーションや家事等の訓練、日常生活上の相談支援、就労移行

支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援、これ

らを通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を

目的として、サービス期間を限定し、事業所への通所、利用者

の自宅への訪問等を組み合わせて、必要な訓練等を行います。 
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サービスの種類 内   容 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

自立訓練（生活訓練） 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定

の支援が必要な障がいのある人に対して、食事や家事等の日常

生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援、就労

移行支援事業所等のサービス機関との連絡調整等の支援、これ

らを通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を

目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利

用者の自宅への訪問等により、必要な訓練等を行います。 

就労移行支援 

一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等

を通じ、適性に応じた就労が見込まれる 65 歳未満の障がいのあ

る人に対して、一般就労等への移行に向けての事業所内や企業

における作業や実習、適性に合った職場探しや就労後の職場定

着のための支援、これらを通じ、適性に合った職場への就労・

定着を目的として、サービス提供期間を限定し、必要な訓練、

指導を行います。 

就労継続支援Ａ型 

就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上

を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる

利用開始時に 65 歳未満の人に対して、事業所内において、雇用

契約に基づく就労の機会の提供、これを通じて、一般就労に必

要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けた支

援を目的として、必要な指導等を行います。 

就労継続支援Ｂ型 

就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結び

つかない人や一定年齢に達している人など、就労の機会等を通

じ生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待される人に

対して、雇用契約は締結しない就労や生産活動の機会を提供

し、工賃の支払い目標の設定、額のアップを図ることを通じ

て、一般就労に必要な知識・能力が高まった人への一般就労へ

の移行に向けた支援をすることを目的として、必要な指導等を

行います。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がいのあ

る人で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている

場合に、障がいのある人との相談を通じて生活面の課題を把握

するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課

題解決に向けて、企業・自宅等への訪問や対象者の来所等によ

り、生活リズム、家計や体調の管理等に関する課題解決に向け

て、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 

療養介護 

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護

が必要な障がいのある人に対して、医療機関において、病院等

への長期入院による医学的管理の下、食事や入浴、排泄等の介

護の提供、日常生活上の相談支援、レクリエーション活動等の

社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミュニケーション

支援、これらを通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を

目的として、必要な介護、訓練等を行います。 

 



 

98 

サービスの種類 内   容 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

短期入所（福祉型） 

短期間の入所が必要な方のうち、障害支援区分１以上である

障がいのある人または、障がい児の障がいの程度に応じて厚生

労働省が定める区分における区分１以上に該当する障がい児に

対して、入浴、排せつ及び食事の介護等の日常生活上の支援を

行います。 

短期入所（医療型） 

短期間の入所が必要な方のうち、遷延性意識障がい者

（児）、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に

属する疾患を有する者及び重症心身障がい者（児）に対して、

入浴、排せつ及び食事の介護等の日常生活上の支援を行いま

す。 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

自立生活援助 

障害児支援施設やグループホーム等からひとり暮らしへの移

行を希望する知的障がいのある人や精神障がいのある人などに

ついて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定

の期間、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がいのある

人の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適

切な支援を行います。 

共同生活援助 

地域で共同生活を営むのに支障のない障がいのある人につ

き、主に夜間において、共同生活を営む住居で日常生活におけ

る相談支援、食事・入浴・排泄等の介護、日中活動に係る事業

所等の関係機関との連絡調整、その他の日常生活上の援助を行

います。 

施設入所支援 

夜間において、介護が必要な人、通所が困難である自立訓練

又は就労移行支援の利用者に対して、夜間における入浴、排泄

又は食事の介護等を提供することを目的として、障害児支援施

設において、必要な介護、支援等を行います。 

相
談
支
援 

計画相談支援 

障がいのある人の自立した生活を支えるため、抱えている課

題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントに

よりきめ細かく支援します。 

地域移行支援 

施設等に入所している障がいのある人や精神科病院に入院し

ている精神障がいのある人が地域における生活に移行するため

の活動に関して支援します。 

地域定着支援 

居宅において単身で生活する障がいのある人で地域生活が不

安定な者に対して、常時の連絡体制を確保するとともに、緊急

時等に対応します。 

（備考）所管：障がい者支援課 
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（２）見込量と確保のための方策 

障害福祉サービス（自立支援給付）の見込量の設定に当たっては、前期計画の利用実績

の推移を踏まえ、福祉施設の入所者数、入院中の精神障がいのある人の地域生活移行数、

福祉施設からの一般就労者数等を総合的に勘案して定めました。 

① 訪問系サービス 

訪問系サービスは、障がいのある人の地域での自立した生活を支える上で必要不可欠な

サービスです。サービスの実績値は概ね横ばいで推移しており、今後も利用者は同様の傾

向で推移していくものと見込まれます。 

障がいのある人の増加や介護者の高齢化を見据え、引き続きサービス提供事業者に対し、

情報提供を行い、サービスの供給体制と量の確保を促すとともに、専門的な人材確保・育

成やサービスの質的向上を目指し、支援体制の強化を図ります。 

■活動指標 

サービス名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 
時間／月 1,650 1,700 1,800 

実人／月 92 93 95 

重度訪問介護 
時間／月 525 525 525 

実人／月 3 3 3 

行動援護 
時間／月 6 6 6 

実人／月 1 1 1 

同行援護 
時間／月 160 160 160 

実人／月 12 12 12 

重度障害者等包括支援 
時間／月 0 0 0 

実人／月 0 0 0 

訪問系 計 
時間／月 2,341 2,391 2,491 

実人／月 108 109 111 

※重度障害者等包括支援については、本市の障がいのある人の状況などを踏まえ、０人と

見込んでいます。 
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② 日中活動系サービス 

日中活動系サービスについては、障がいのある人の地域生活への移行や自立支援の観点

から、サービスの実績値は増加傾向で推移しています。 

障がいのある人が自ら望む日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々のニー

ズや実態に応じたサービスの提供及び質の充実を図るとともに、新たなサービス事業者の

参入についても支援します。 

また、就労系サービスについては、就労継続支援等の従来の支援に加え、新たに就労選

択支援を拡充し、本人の希望を尊重した多様な就労支援に努めます。 

■活動指標 

サービス名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 
人日分／月 3,500 3,550 3,600 

実人／月 182 184 186 

自立訓練（機能訓練） 
人日分／月 8 8 8 

実人／月 2 2 2 

自立訓練（生活訓練） 
人日分／月 60 60 60 

実人／月 4 4 4 

就労選択支援 実人／月 11 13 15 

就労移行支援 
人日分／月 250 250 250 

実人／月 20 20 20 

就労継続支援Ａ型 
人日分／月 450 450 450 

実人／月 25 25 25 

就労継続支援Ｂ型 
人日分／月 2,300 2,300 2,300 

実人／月 130 130 130 

就労定着支援 実人／月 18 19 20 

療養介護 実人／月 6 6 6 

短期入所（福祉型） 
人日分／月 540 540 540 

実人／月 40 40 40 

短期入所（医療型） 
人日分／月 31 31 31 

実人／月 1 1 1 

精神障害者の自立訓練

（生活訓練） 
実人／月 3 3 3 

重度障害者の生活介護 実人／月 155 158 161 

重度障害者の短期入所

（福祉型） 
実人／月 25 26 27 
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サービス名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

重度障害者の短期入所

（医療型） 
実人／月 1 1 1 

日中活動系 計 
人日分／月 7,139 7,189 7,239 

実人／月 439 444 449 
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③ 居住系サービス 

居住系サービスについては、特に共同生活援助で、親亡き後の生活の場や地域生活への

移行の受け皿として今後も利用者が増加することが見込まれます。このため、利用希望者

にサービス内容と事業者等に関する情報を提供するとともに、提供事業所の整備を働きか

け、運営の支援を行います。また、精神障がいのある人や重度障がいのある人については、

その特性に応じた適切な支援が受けられるよう、サービス提供事業者等と連携して、広域

的な対応によるサービス提供を図ります。 

施設入所支援については、利用ニーズが一定数あり、今後も利用者数が横ばいで推移し

ていくことが想定されます。地域移行の推進を前提としつつ、入所が必要な人へのサービ

スを適切に確保できるよう、支援の充実を図ります。 

また、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する支援等を

進めるため、地域生活支援の拠点等の整備を引き続き推進します。 

■活動指標 

サービス名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立生活援助 実人／月 2 3 4 

精神障害者の自立生活援助 実人／月 1 1 1 

共同生活援助 実人／月 120 130 140 

精神障害者の共同生活援助 実人／月 20 21 22 

重度障害者の共同生活援助 実人／月 30 32 35 

施設入所支援 実人／月 65 65 65 

施設系 計 実人／月 187 198 209 
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④ 相談支援 

相談支援については、相談件数が増加傾向にあることに伴い、相談支援専門員が不足して

いることから、今後も利用者が適切に計画相談支援を受けられるような支援体制を整える必

要があります。今後も、県や関係機関等で実施する研修会等への参加を促し、障がい種別に

かかわらず対応できる幅広い知識と、障がいに関する専門性の高い知識の双方を備えた人材

の育成に努めます。 

地域移行支援・地域定着支援は、施設入所者や入院中の精神障がいのある人等の地域移行

にあたって重要なサービスとなるため、今後も医療機関や福祉施設との連携支援体制を強化

し、地域生活への移行に向けた適切な支援に努めます。 

■活動指標 

サービス名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 実人／月 120 130 140 

地域移行支援 実人／月 1 1 1 

精神障害者の地域移行支援 実人／月 1 1 1 

地域定着支援 実人／月 1 1 1 

精神障害者の地域定着支援 実人／月 1 1 1 

相談支援 計 実人／月 122 132 142 
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２ 地域生活支援事業 

（１）事業の概要 

事業の種類 内   容 

理解促進研修・啓発事業 

地域住民への働きかけを強化することにより、障

がいのある人が日常生活及び社会生活を営む上で生

じる「社会的障壁」を除去し、共生社会の実現を図

ることを目的として、障がいのある人に対する理解

を深めるための啓発等を行います。 

相談支援事業 

障がいのある人の保護者又は障がいのある人の介

護を行う人等からの相談に応じ、必要な情報の提供

等、権利擁護のための必要な援助を行います。 

 ①障害者相談支援事業 

障がいのある人の相談に対応するため、相談支援

機関に相談業務を委託し相談体制を充実させる事業

です。 

 基幹相談支援センター 

地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務

（身体障がい・知的障がい・精神障がい）及び成年

後見利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて相

談支援を取り組みます。 

 
②基幹相談支援センター等機能強化

事業 

特に必要と認められる能力を有する専門的職員を

配置し、地域の相談支援体制や専門的な相談支援等

を強化する取組、地域移行・地域定着の促進に取り

組むものです。 

 ③住宅入居等支援事業 

公営住宅や民間の賃貸住宅への入居を希望してい

るが、保証人がいないなどの理由から入居困難な障

がいのある人を支援する事業で、入居に当たっての

支援や、家主等への相談・助言などを行います。 

成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする

身寄りのない重度の知的障がいのある人又は精神障

がいのある人であって、市が後見・保佐・補助開始

の審判請求を行う必要がある方の申し立てに対する

支援を行います。 

また、その場合に、成年後見制度の申し立てに要

する費用（登記手数料、鑑定手数料）及び後見人等

の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ、成年

後見制度の利用が困難な人に対して、費用の全部又

は一部を助成します。 

成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行う

ことができる法人を確保できる体制を整備するとと

もに、法人後見の活動を支援します。 
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事業の種類 内   容 

意思疎通支援事業 

（コミュニケーション支援事業） 

聴覚等に障がいがあるため、意思疎通を図ること

に支障がある場合に、障がいのある人とその他の人

の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、

意思疎通の円滑化を図ります。 

 ①手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのあ

る人とのコミュニケーションの支援を行うため、手

話通訳者、要約筆記者の派遣を引き続き行います。 

 ②手話通訳者設置事業 

聴覚障がいのある人及び音声又は言語機能障がい

のある人の相談、手話等による意思の疎通を容易に

するため、手話通訳者を引き続き設置します。事業

の内容は、市役所障がい者支援課等の窓口における

聴覚障がいのある人の相談、手続き等の通訳を行う

とともに、手話奉仕員養成講座事業は、近隣市と共

同して引き続き実施していきます。 

日常生活用具給付等事業 

障がいのある人に対して、自立生活支援用具等の

日常生活用具（介護訓練支援用具、自立生活支援用

具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用

具、排泄管理支援用具（紙おむつを含む））を給付

又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り

ます。 

 ①介護・訓練支援用具 
障がいのある人等の身体介護を支援する用具や訓

練に用いるいす等の用具を支援します。 

 ②自立生活支援用具 

入浴補助用具や聴覚に障がいのある人用屋内信号

装置等障がいのある人等の入浴、食事、移動等の自

立生活を支援する用具を支援します。 

 ③在宅療養等支援用具 
電気式たん吸引器や盲人用体温計等障がいのある

人等の在宅療養等を支援する用具を支援します。 

 ④情報・意志疎通支援用具 

点字器や人工喉頭等障がいのある人等の情報収

集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具を支援し

ます。 

 ⑤排泄管理支援用具 
ストーマ用装具等障がいのある人等の排泄管理を

支援する衛生用品を支援します。 

 
⑥居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

手すりの取り付け、床段差の解消等、障がいのあ

る人等の移動等を円滑にするための小規模な住宅改

修に伴う費用を支援します。 
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事業の種類 内   容 

手話奉仕員養成講座事業 

聴覚等に障がいがあり、手話を必要とする人との

交流活動の促進等が期待される日常会話程度の手話

表現技術を習得する研修事業を実施します。 

移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がいのある人について、

外出のための支援を行うことにより、地域における

自立生活及び余暇活動等の社会参加を促します。 

地域活動支援センター機能強化事業 

基本事業として、障がいのある人が通所し、地域

の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会を提

供することにより、社会との交流を促進します。 

 ①地域活動支援センターⅠ型 

地域活動支援センターⅠ型では、精神保健福祉士

等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会

基盤との連携強化のための調整、地域住民ボラン

ティア育成、障がいに対する理解促進のための普及

啓発等を行います。あわせて、相談支援事業を実施

します。 

 ②地域活動支援センターⅡ型 

地域活動支援センターⅡ型では、地域において就

労が困難な在宅の障がいのある人が通所し、機能訓

練、社会適応訓練等、入浴等のサービスを提供しま

す。 

 ③地域活動支援センターⅢ型 

地域活動支援センターⅢ型では、従来からある小

規模作業所のうち、運営実績年数及び実利用定員が

一定以上のものについて、運営費の支援をします。 

その他の事業 

障がいのある人に対して。日常生活上や就労、学

生生活等における事業を行うことで、より日常生活

の便宜を図ります。 

 
①訪問入浴サービス事業 

 （移動入浴車の派遣） 

居宅において入浴が困難な重度身体障がいのある

人（児） に対して、移動入浴車を派遣することによ

り、入浴サービスを提供します。 

 ②知的障害者職親委託制度 

知的障がいのある人の自立更生を図るため、知的

障がいのある人を一定期間職親に預け、生活指導及

び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要

な素地を与えるとともに、雇用の促進と職場におけ

る定着性を高めます。 

 ③日中一時支援事業 

障がいのある人の家族の就労支援や、日常介護し

ている家族の一時的な負担軽減を目的として、障が

いのある人に日中、日帰りによる活動の場を提供し

ます。 

  



 

107 

事業の種類 内   容 

 
④自動車運転免許取得費・ 

自動車改造費助成事業 

障がいのある人の社会参加を促進するため、自動

車改造費や運転免許取得費の助成等の事業を行いま

す。 

 

⑤ペアレントトレーニングやペア

レントプログラム等の支援プロ

グラム等の受講者数 

子どもの行動変容を目的として、親が褒め方や指

示等の具体的な養育スキル獲得し、子どもに適切に

関わることで、子どもの行動改善や発達促進を目指

します。 

 ⑥ペアレントメンターの人数 

自らも発達障がいのある子どもの子育てを経験

し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受

けた親のことで、同じような発達障がいのある子ど

もに対して、共感的な支援を行い、地域資源につい

て情報を共有することができます。 

 
⑦ピアサポートの活動への参加 

人数 

学生たちの対人関係能力や自己表現能力等、社会

に生きる力が不足している現状を改善するための学

校教育活動の一環として、教職員の援助の下、学生

同士の相互関係を豊かにするために学習の場を設け

ています。 

（備考）所管：障がい者支援課 
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（２）見込量と確保のための方策 

地域生活支援事業については、障がいのある人やその家族が住み慣れた地域で安心して

自立した生活を営むことができるよう事業を計画し、障がいのある人の状況や前期計画の

利用実績、地域の実情等を総合的に勘案して見込量を定めました。 

本事業の実施に当たって、市の広報やホームページ等により、障がいのある人に情報提

供を行うとともに、事業者等関係機関と連携し、事業の適切な実施を継続していきます。 

また、相談支援事業については、基幹相談支援センターとの連携を一層強化し、障がい

のある人の保護者又は障がいのある人の介護を行う人等が抱えている複雑化・多様化した

相談に対応できるよう、相談支援の充実を図ります。 

さらに、意思疎通支援事業では、手話通訳者や要約筆記者の派遣事業を通じ、障がいの

ある人の情報の取得及び円滑な意思疎通支援を図ります。 

■活動指標 

事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

（１）理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 

（２）相談支援事業     

 

①障害者相談支援事業 実施箇所数 2 2 2 
 基幹相談支援センター 設置の有無 有 有 有 

②基幹相談支援センター等機能強化 

事業 
実施の有無 有 有 有 

③住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 

（３）成年後見制度利用支援事業 実人／年 5 5 5 

（４）成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 有 有 有 

（５）意思疎通支援事業 

（コミュニケーション支援事業） 

   

 

①手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

（実利用見込件数） 
実人／月 8 8 8 

②手話通訳者設置事業 

（実設置見込者数） 

設置 

見込者数 
1 1 1 

（６）日常生活用具給付等事業     

 

①介護・訓練支援用具 件／年度 4 4 4 

②自立生活支援用具 件／年度 6 6 6 

③在宅療養等支援用具 件／年度 12 12 12 

④情報・意思疎通支援用具 件／年度 18 19 20 

⑤排泄管理支援用具 件／年度 1,400 1,450 1,500 

⑥居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
件／年度 1 1 1 

（７）手話奉仕員養成講座事業 

（実養成講習修了見込者数） 
実人／年 2 2 2 
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事業名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

（８）移動支援事業 

実施箇所数 15 15 15 

実人／月 30 30 30 

時間／月 180 180 180 

（９）地域活動支援センター機能強化 

事業 

    

 

地域活動支援センターⅠ型 
実施箇所数 1 1 1 

実人／月 80 80 80 

地域活動支援センターⅡ型 
実施箇所数 3 3 3 

実人／月 3 3 3 

地域活動支援センターⅢ型 
実施箇所数 4 4 4 

実人／月 8 8 8 

（10）その他の事業     

 

①訪問入浴サービス事業 

（移動入浴車の派遣） 

実人／月 5 5 5 

延人日／月 140 140 140 

②知的障害者職親委託制度 実施の有無 有 有 有 

③日中一時支援事業 
実人／月 40 40 40 

延人日／月 330 330 330 

④自動車運転免許取得費・ 

自動車改造費助成事業 
実施の有無 有 有 有 

⑤ペアレントトレーニングやペアレント

プログラム等の支援プログラム等の 

受講者数 

実人／年 5 5 5 

⑥ペアレントメンターの人数 実人数 2 2 2 

⑦ピアサポートの活動への参加人数 実人／年 3 3 3 
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３ 障がい児支援サービス 

令和５年４月、こども家庭庁が設置され、障がい児支援などに関する事務が厚生労働省

から移管されました。こども家庭庁では、子育て支援施策の中で障がいや発達に課題のあ

る子どもへの支援を所掌し、障がい児福祉の増進や保健の向上（障がい児福祉サービス、

医療的ケア児への支援等）を担うこととなりました。 

障がい者と障がい児を一体として支援する施策については、引き続き厚生労働省で担う

こととされています。本市においても今後の国の動向を注視しながら、障害児支援の推進

を図っていきます。 

（１）支援等の概要 

支援等の種類 内   容 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 
児童等の日常生活における基本的な動作の指導、知識技

能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 

医療型児童発達支援 
児童等の保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知能

技能の付与及び治療を行います。 

放課後等デイサービス 
放課後や夏休み等に生活能力改善のための訓練を継続的

に提供し、障がいのある児童の自立を促進します。 

保育所等訪問支援 

専門家が障がいのある児童のいる保育所等を訪問し、集

団生活への適応のための専門的な支援を行います。また、

保育所等訪問支援の対象を児童養護施設等に入所している

障がいのある児童に拡大し、支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がいがある児童であって、児童発達支援等を受

けるために外出することが著しく困難な場合に、居宅を訪

問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の

付与、集団生活への適応訓練等を行います。 

相
談
支
援
等 

児童発達支援センター等

の運営支援 

肢体不自由児や知的障がい児などの心身の発達を支援す

る通所・療育施設である「児童発達支援センターきみつ愛

児園」の運営の安定化を図るための支援を行います。 

医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置

人数 

医療的ケア児が必要とする保健、医療、福祉、教育等の

多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的

な支援の提供につなげるとともに、医療的ケア児に対する

支援のための地域づくりを推進する役割を担います。 

（備考）所管：障がい者支援課 
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（２）見込量と確保のための方策 

障害児通所支援等の見込量の設定に当たっては、前期計画の利用実績の推移や障がい児

童の状況を踏まえて定めました。 

障害児通所支援等については、特に児童発達支援や放課後等デイサービスにおける利用

ニーズが増加傾向にあるため、子育てや保育、教育等の関係する機関等や障害福祉サービ

スを提供する事業者との連携を図り、支援が必要な児童の障がいの特性や成長段階に応じ

て適切なサービスが提供できるように人材の育成や支援の質的向上に努めます。 

また、障がい児の発達を支援する観点から、乳幼児期から学校卒業までのライフステー

ジにおいて適切な支援を提供できるよう、障がいのある子どもの家庭のサポートも含めた、

切れ目のない一貫した支援体制の構築を目指します。 

■活動指標 

サービス名 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 
人日分／月 1,000 1,050 1,100 

実人／月 100 105 110 

医療型児童発達支援 
人日分／月 3 3 3 

実人／月 1 1 1 

放課後等デイサービス 
人日分／月 2,000 2,100 2,200 

実人／月 180 190 200 

保育所等訪問支援 
人日分／月 8 10 12 

実人／月 8 10 12 

居宅訪問型児童発達支援 
人日分／月 3 3 3 

実人／月 1 1 1 

障害児相談支援 実人／月 63 65 68 

医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコー

ディネーターの配置人数 

実人 1 1 1 
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（３）子ども・子育て支援制度等に基づく支援 

市では、障害児通所支援等のほか、子ども・子育て支援制度等に基づき、障がい児支援

の充実を図っており、引き続き、袖ケ浦市子育て応援プラン（令和２年度～６年度）と調

整を図りつつ、事業の推進を図ります。 
 

① 障がい児保育の実施 

集団保育が可能な障がいのある児童の保育について、対象者の入所希望に応じて引き続

き受け入れます。 

【保育幼稚園課】 

② 放課後児童健全育成事業 

放課後児童クラブは、放課後等、就労等の理由で家庭に保護者がいない子どもたちが、

安全で楽しい時間を過ごすための施設です。障がいのある児童については、適正な保育が

行えるよう、研修を年１回開催し指導員は受講することとしています。また、障がいのあ

る児童を受け入れるに当たり、補助金を加算し、受入れの拡充を図ります。 

【子育て支援課】 

③ ファミリー・サポート・センター事業 

子育て環境の向上を図るため、育児等の援助を希望する利用会員と援助を行いたい提供

会員が助け合う、ファミリー・サポート・センターにおいて、障がいのある児童について

も、子どもの状況を見極めた上で、提供会員に対し援助の受入れに向けた連絡調整を行い

ます。 

【子育て支援課】 

④ ライフサポートファイルの活用 

幼児期から学童期・青年期へのライフステージの変化を通じ、切れ目のない一貫した療

育・教育支援体制の充実を図ります。 

【袖ケ浦市地域総合支援協議会】 
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第５章 計画の推進 

 

第１節 袖ケ浦市地域総合支援協議会の運営  

１ 協議会の概要 

本計画の進捗状況の把握、地域の障がい者支援に関わる組織・事業者等との連携による

きめ細かな課題の把握、障がい者支援についての意見交換、連絡調整等を行っていくため、

「袖ケ浦市地域総合支援協議会」を運営します。 

地域総合支援協議会は、障害者総合支援法第89条の３第１項の規定により、相談支援事

業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに向けて、中核的な役割を果

たす場として位置づけられています。 

■袖ケ浦市地域総合支援協議会について■ 

袖ケ浦市地域総合支援協議会は、障害者総合支援法第 89 条の３第１項の規定により、

障がい者又は障がい児への支援体制の整備を図るとともに、障害者差別解消法第１７条

第１項の規定により、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑

に行うため、障がいのある人やその家族等、障害者支援関係機関関係者、保健・福祉及

び医療機関関係者、医療関係者、教育機関関係者、雇用機関関係者、関係行政機関関係

者から構成されている協議会です。 

本市では、袖ケ浦市地域総合支援協議会設置要綱において、協議事項として「袖ケ浦

市障がい者福祉基本計画及び袖ケ浦市障がい福祉計画の策定及び見直しに関すること」

を定めており、その他に相談支援機能強化事業による相談支援体制に関することや複数

の支援が必要な事例への対応に関することなどに関する協議も行います。 

 

２ 実務者会の設置 

袖ケ浦市地域総合支援協議会の活動を、より円滑かつ有効なものとするため、実務者会

を設置し、部門ごとの課題に向けた取組を行っています。 

 

３ 相談支援部会 

専門性が高く、活動内容に大きな変化が想定されない相談支援部門について、相談支援

部会を設置し、相談支援体制の構築等に関する協議や活動を定期的に行っています。 
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参 考 

■袖ケ浦市地域総合支援協議会等の構成■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

袖ケ浦市社会福祉施設等連絡協議会 

特定事務局 

袖ケ浦市地域総合支援協議会 

実務者会 

定例会議 

袖ケ浦市 

個別支援会議 

運
営
会
議 

報
告 

評
価 

運
営
、
相
談
員
派
遣 

設置 

事
務
局
機
能 

報 告 

参加 

報告 

参
加 

運
営 

設置運営 報告、提言 相談支援事業所 

設置運営を委託 

相談支援部会 

袖ケ浦市相談支援事業所 



 

115 

第２節 障がい福祉施策の総合的な推進  

本計画による施策を効果的かつ効率的に推進するため、「袖ケ浦市総合計画」をはじめと

する関連計画との整合を図り、社会経済環境や市民ニーズの変化に対応した適切な事業を

展開するとともに、関係機関及び庁内関係各課による連絡調整等を十分に行います。 

また、今後障がい福祉施策におけるニーズの増大が見込まれることから、国、県、近隣

の自治体等との連携も含め障がい福祉施策の展開を図るとともに、より効果的な事業実施

に当たり、基幹相談支援センターや相談支援事業者等との連携を図り、必要な人へ必要な

サービスの提供を行います。 
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第３節 計画の評価と見直し  

計画の効果的な推進を図るためには、事業の進捗状況の点検・評価を行い、必要に応じ

て見直しや対策を講じていく必要があります。このため、ＰＤＣＡサイクルにより、年度

ごとにその進捗状況を把握し、分析・評価を基に新たな課題などが生じた場合には、計画

の変更や必要な措置を講じます。 

また、障がい福祉計画・障がい児福祉計画については、障害福祉サービス、障がい児通

所支援等の提供の確保に向けて推進されるものです。そのため、関係者が目標等を共有し、

その達成に向けて連携するとともに、進捗状況を確認しながら取組を進める必要があるこ

とから、「成果目標」「活動指標」については、毎年度終了時点で、事業の達成状況を点

検・評価し、袖ケ浦市地域総合支援協議会での検証を行い、その結果について速やかに公

表します。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


