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はじめに 
本市では、平成30年に「川口市障害者福祉計画」

を策定し、障害者施策を総合的かつ計画的に推進す

るとともに、令和３年には「第６期川口市障害者自

立支援福祉計画」及び「第２期障害児福祉計画」を

策定し、障害福祉サービスの充実に向けて様々な取

組を行ってまいりました。 

この間、国においては、障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律や精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律の改正が行われるなど、障害者

に関わる様々な制度改革が進められました。 

こうした変化も踏まえ、本市においても、障害の有無に関わらず誰もが生き生き

と地域で支えあっていく地域共生社会の実現に向け、今般、新たな「川口市障害者

福祉計画」、「第７期川口市障害者自立支援福祉計画」、「第３期川口市障害児福祉計

画」を策定しました。 

今回の計画では、ロジックツリーにより施策を体系化し、基本目標や取組に対し

て、できる限り定量的な目標を設定しつつ、その達成度を客観的に評価できるよう

な仕組みを導入するなど、より実効性の高い計画としました。さらに、新たな施策

として、障害者短期入所施設の新設や、議員提案で成立した「川口市障害のあるな

しに関わらず共に学び成長する子ども条例」に基づく取組など、障害者やそのご家

族が抱えてきた不安の解消や社会情勢を反映した新たなニーズに応える計画として

おります。これらの計画を基に障害者福祉の更なる向上に全力で取り組んでまいり

ます。 

また、計画の策定にあたりましては、障害者本人やご家族へのアンケート調査の

ほか、障害者関係団体との意見交換会等により、障害者の現状や将来の不安など様々

な課題を整理し、より充実した障害福祉サービスを提供するための参考といたしま

した。 

アンケート調査や意見交換会にご協力いただきました皆様、パブリック・コメン

トで貴重なご意見・ご提案をお寄せいただいた皆様、本計画の策定にご尽力を賜り

ました川口市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の委員の皆様に心からお礼を申

し上げるとともに、この計画の推進につきましても、なお一層のご支援とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

令和６年３月 
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『Uni-Voice︓ユニボイス』について 
本計画書の各ページの角に印刷された模様は「Uni-Voice：ユニボイス」という

音声コードです。専用のアプリケーションを使用して、音声コードをスマートフォ

ンやタブレットなどで読み取る（撮影する）ことで、音声を出力することができま

す。 

なお、音声コードで読み上げられる内容は、実際に記載されている内容とは、若

干異なる場合がありますので、ご了承ください。 
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「障害」という言葉については、法律用語では漢字表記ですが、昨今各地域

において「障がい」あるいは「しょうがい」といった表記もみられます。 

障害者基本法、障害者差別解消法では、「障害」は、本人の医学的な心身の

機能障害を指すものではなく、社会における様々な障壁によって生じるものと

する社会モデルの考え方が取り入れられており、障害者権利条約でも反映され

ている国際的な考え方となっています。 

このことから、本市においてもこの考え方を基に、本計画を策定した川口市

社会福祉審議会障害者福祉専門分科会において議論を行い、漢字表記で「障害」

とすることとしました。 
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1 策定の背景と趣旨                   
 

（（国国・・県県のの動動向向））  

平成25年４月に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1）」として改正され、制度の狭間にいた難病2等が障害福

祉サービスの対象になりました。 

平成25年６月には、障害者に対する差別禁止、合理的配慮3の提供を求める「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）」が成立（平成28年4月施行）

し、平成26年１月に「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約4）」に日本も批准しま

した。 

平成28年６月には「障害者総合支援法」と「児童福祉法5」が改正され、障害者が望む地

域生活を支援するため、自立生活援助6や就労定着支援7といったサービス、高齢障害者の

介護保険サービス利用時の負担軽減の仕組みなどが設けられました。また、障害児支援の

ニーズの多様化に対応するため、「障害児福祉計画」の策定が義務付けられました。さら

に、「成年後見制度8の利用の促進に関する法律9」（平成28年５月施行）において、成年

後見制度の利用の促進には市町村の取組が不可欠とされ、市町村計画の策定が努力義務と

されました。加えて、国では『地域共生社会』（高齢者や障害者に限らず、地域のあらゆる

住民が役割を持ち、ともに支え合いながら、自分らしく暮らすことのできる地域社会）と

いう概念を示し、介護保険と障害福祉のサービスを一体的に提供できる「共生型サービス」

を創設しました。さらには、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、市

 
1 平成 24 年 6 月に制定、従来の障害者自立支援法を一部改正した法律である。障害者及び障害児等が基本的人権を享

有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス等を総合

的に行うこと、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

寄与することを目的としている。  
2 原因が不明で、治療方法も未確立で、かつ後遺症を残す恐れがある病気をいう。経過が慢性的で、医療費がかかるこ

とや、介護等に人手を要するために、家族にとっては経済的・精神的な負担が大きくなる。「難病の患者に対する医療等

に関する法律」（平成 27 年 1 月施行）により、医療費助成制度の対象疾病とされた指定難病については、医療費の助成

が受けられる。 
3 障害者権利条約第２条で、「障害者が他の者と平等に全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保す

るための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又

は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。実質的な機会均等を確保するために必要で適切な変更及び調

整がないことを、障害者権利条約では「差別」であるとしている。 
4 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権

利の実現のための措置等について定める条約。  
5 児童に対する虐待の禁止、予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待

を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めた法律。 
6 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把

握し、必要な支援を行う。 
7 一般就労に移行した人に、就労を伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。  
8 民法に規定されている制度で、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な人が、

財産管理や身上監護についての契約などの法律行為について自己決定を行う際に一定の支援を必要とす

る場合には、その人らしく暮らしていくことができるよう保護し支援する制度。 
9 認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人た

ちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資する

ことにも関わらず、成年後見制度が十分に利用されていないことから、その利用の促進についての基本

理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針その他の基本となる事項を定めた法律。 
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町村の包括的な支援体制の構築を目指す「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」が令和２年６月に公布・施行されました。 

また、平成29年度からは精神障害10にも対応した地域包括ケアシステム11の構築に向け

た施策が取り組まれるとともに、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律12」（平

成30年６月施行）、「ギャンブル等依存症対策基本法13」（平成30年10月施行）、「障

害者雇用促進法14」（令和元年６月改正、段階的施行）、「視覚障害者等の読書環境の整備

の推進に関する法律（読書バリアフリー法）15」（令和元年６月施行）、「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（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）」（令和４年５月施行）など障害者を取り巻く環

境の向上に向けて数多くの法律が施行されました。 

さらに、令和３年５月に「障害者差別解消法」が改正され、障害者への合理的配慮が民間

事業者にも義務付けられます（令和６年４月施行）。 

また、令和４年12月に「精神保健福祉法」が改正され、家族が意思表示を行わない場合

も市町村長が同意の判断を行って医療保護入院が可能になる、また、医療保護入院患者に

対し、訪問支援員が相談や情報提供等を行うといった精神保健に係る体制が整備されます

（令和６年４月施行）。 

このように、近年における障害者施策は、障害者の自立と社会、経済、文化などのあらゆ

る分野への参加を促進することを目的として実施されてきました。県においても、国の制

度改革の流れを見据えながら、障害者支援計画を策定し、障害のある人もない人も分け隔

てられることなく、地域の中で共に育ち、学び、生活し、働き、活動できる社会の実現を目

指し、施策を実施しています。 

これからは、障害者基本法16や障害者総合支援法を踏まえ、市町村が実施主体となり地

域福祉の実現を目指し、障害者があらゆる分野において社会から分け隔てられることなく、

自ら選択する生活を営むための支援の充実、平等な社会参加を基本とした施策を総合的に

展開することが求められています。 

 

（（市市のの動動向向））  

本市では、平成30年３月に「ともに生き、みんなが元気に輝くまち」を基本理念とした

川口市障害者福祉計画、令和３年３月に第６期川口市障害者自立支援福祉計画及び第２期

 
10 統合失調症、うつ病などの気分障害、薬物・アルコールなどの依存症、パニック障害、不安障害、てんかん、認知症等

のため、精神や行動における特定の症状を呈することによって、機能的な障害を伴っている状態をいう。 

また、精神障害のため生活のしづらさを抱えている方を精神障害者という。なお、精神障害者には発達障害や高次脳機能

障害も含まれる。 
11 精神障害者等が、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、障害福祉・介護、住

まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された仕組み。 
12 障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を通じた障害者の個性と

能力の発揮及び社会参加の促進を目的とした法律。 
13 ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心して暮

らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とした法律。 
14 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じ

て、障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律。 
15 視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、障害の有無に関わらず全ての国民が

等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的と

した法律。 
16 身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける

者の自立と社会・経済・文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とした法律。 
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川口市障害児福祉計画を策定し、総合的かつ計画的に障害者施策を進めています。また、

平成30年4月からは中核市としての取組も行っています。 

また、議員提案により、手話は言語であるという基本理念をもとに川口市手話言語条例

が制定され、平成29年6月から施行されました。手話に対する理解の促進と手話の普及を

目指し、聴覚障害者等、手話を用いる方が、手話を用いて意思疎通を図ることが尊重され、

意思疎通を図りやすい環境づくりを進めています。また、平成31年１月からは障害者が困

っていることなどを理解して、ちょっとした手助けや配慮を実践する「あいサポーター」

の活動を通じて、障害者が暮らしやすい地域共生社会を一緒に作っていく『あいサポート

運動』に取り組んでいます。 

さらに、令和4年12月には、議員提案により、「川口市障害のあるなしに関わらず共に

学び成長する子ども条例」が制定され、令和５年４月から施行されました。この条例では、

全ての子どもは、障害のあるなしに関わらず、自らの意思により自分の人生を選択し、自

分らしく生きる権利を有するものであり、全ての子どもが、相互に理解を深め合い、支え

合い、また学び合える環境の構築を目指し、全ての市民が障害に対する理解を深め、社会

の責務として、教育及び保育における差別の解消及び合理的配慮を行い、障害のある子ど

もを支援していくことを基本理念としています。 

障害者施策は、福祉サービスにとどまらず、保健・医療、教育、雇用、住まい、防犯・防

災、まちづくりなど広範囲にわたるだけでなく、高齢者福祉や子ども家庭福祉17に比べて、

ライフステージをまたがる支援を必要とする分野です。また、発達障害18や高次脳機能障

害19、難病などといった人たちへの支援、障害があるがゆえに差別や不利益を被るような

人権問題への対応など、障害者が住み慣れた地域で安心して生活を送るためのきめ細かな

取組も必要です。 

 

（（策策定定のの趣趣旨旨））  

この計画は、障害者福祉を取り巻く環境の変化やニーズに対応し、地域に暮らす全ての

人が生き生きと生活できる社会の実現をめざして、障害者基本法、障害者総合支援法及び

児童福祉法に基づき、現行の川口市障害者福祉計画、第６期川口市障害者自立支援福祉計

画・第２期川口市障害児福祉計画を見直し策定するものです。 

 
 
 
 

 
17 従来の子どもは保護の対象であるという「児童福祉」の概念に「家庭」を取込み、子どもを権利の主

体として捉え、尊重していく概念のこと。 
18 発達障害者支援法において、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注

意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するも

の」と定義されている。 
19 病気や事故による脳の損傷により、注意力や集中力の低下、感情の抑制や簡単な動作がうまくでき

ない、よく知っている道で迷うなどの症状が現れる障害。 
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2 障害者福祉計画、障害者⾃⽴支援福祉計画、障害児福祉計画   
 

現在、本市には、障害者に関わる行政計画として、①川口市障害者福祉計画（平成30年

度～令和5年度）、②第6期川口市障害者自立支援福祉計画（令和3年度～令和5年度）、③第

2期川口市障害児福祉計画（令和3年度～令和5年度）の３計画があります。 

 

①① 川川 口口 市市 障障 害害 者者 福福 祉祉 計計 画画   

川 口 市 障 害 者 福 祉 計 画 は 、 障 害 者 基 本 法 第 11条 第 ３ 項 に 基 づ く 法 定 計 画 で あ り 、

本 市 に お け る 障 害 者 に 関 す る 総 合 的 な 施 策 に つ い て 基 本 計 画 と し て 定 め る も の で す 。 

【施策の内容】 

障害者の権利擁護、社会参加、保健・医療・福祉、療育20、教育、移動手段・生活環境、

市民への意識啓発など様々な施策を定めます。また、障害者自立支援福祉計画に位置づけら

れている障害福祉サービスのあり方も包含します。 

 

②② 川川 口口 市市 障障 害害 者者 自自 立立 支支 援援 福福 祉祉 計計 画画   

川 口 市 障 害 者 自 立 支 援 福 祉 計 画 は 、障 害 者 総 合 支 援 法 第 88条 第 １ 項 に 基 づ く 法 定

計 画 で あ り 、 障 害 者 が 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 必 要 な 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 、 相 談 支 援 及 び 地 域 生 活 支 援 事 業 等 を 身 近 な 地 域 に お い て 計 画 的 に 提 供 す

る た め の 実 施 計 画 と し て 定 め る も の で す 。  

 

 

 

 

③③ 川川 口口 市市 障障 害害 児児 福福 祉祉 計計 画画   

川 口 市 障 害 児 福 祉 計 画 は 、 児 童 福 祉 法 第 33条 の 20に 基 づ く 法 定 計 画 で あ り 、 障

害 児 通 所 支 援 等 の 提 供 体 制 の 確 保 、 そ の 他 障 害 児 通 所 支 援 等 の 円 滑 な 実 施 に 関 す る

計 画 と し て 定 め る も の で す 。  

 

 

 

 
20 心身に障害のある児童（障害児）に対し、適切な治療等を行い、障害の治癒や軽減を図りながら教育

すること。乳幼児期から学童期にかけては、基本的な生活習慣の確立、知的発達、運動発達、情緒の発

達、社会性の発達など、人間の成長過程でも最も重要な時期であり、その早い段階で障害を早期発見し、

早期療育を行うことが、軽減・治癒の効果が高いとされている。  

【施策の内容】 

障害福祉サービスと同様に障害児支援のニーズ等の把握・分析を踏まえ、障害児通所支援

等の提供体制の整備とともに、サービス必要見込量の設定と見込量確保のための方策等を

定めます。 

【施策の内容】 

生活・就労・居住等の支援を目的とする指定障害福祉サービスと地域生活支援事業の提供

体制の整備とともに、サービス必要見込量の設定と見込量確保のための方策等を定めます。 
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3 計画の位置づけ                    
 

「障害者福祉計画」、「障害者自立支援福祉計画」及び「障害児福祉計画」の３つの計画

は、本市の上位計画である川口市総合計画や川口市地域共生社会推進計画、関連する保健、

福祉、子育て、住宅、まちづくり、防災等の計画と連携して推進されるものです。 

■■関関連連すするる諸諸計計画画ととのの関関係係  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 計画の期間                      
 

川口市障害者福祉計画の期間は、令和６年度から令和11年度までの６か年です。 

川口市障害者自立支援福祉計画及び川口市障害児福祉計画については、３年ごとに定め

る法定計画であることから、令和８年度に見直しを行います。見直し時の社会情勢等を踏

まえ、障害者福祉計画もあわせて見直す場合があります。 

■■計計画画のの期期間間  

区  分 令和３ 
年度 

４ 
年度 

５ 
年度 

６ 
年度 

７ 
年度 

８ 
年度 

９ 
年度 

１０ 
年度 

１１ 
年度 

障障害害者者福福祉祉計計画画  

 

 

        

         

障障害害者者自自立立支支援援
福福祉祉計計画画  

         

障障害害児児福福祉祉計計画画  
         

【
国
・
県
の
計
画
】 

障
害
者
基
本
計
画
・
障
害
福
祉 

計
画
・
障
害
児
福
祉
計
画(

国) 

埼
玉
県
障
害
者
支
援
計
画 

川口市地域共生社会推進計画（令和 6～8 年度） 

そ
の
他
関
連
計
画 

 

第第５５次次川川口口市市総総合合計計画画  後後期期基基本本計計画画（（令令和和３３～～７７年年度度）） 

 

 川
口
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・ 

介
護
保
険
事
業
計
画 

川
口
市
子
ど
も
・ 

子
育
て
支
援
事
業
計
画 

川口市障害者福祉計画 
（令和６～令和 11 年度） 

  
第 7 期川口市障害者自立支援福祉計画 

第 3 期川口市障害児福祉計画 

（令和 6～8 年度） 

 

第第７７期期  

第第３３期期  

第６期 

第２期 

第８期 

第４期 

川川口口市市障障害害者者福福祉祉計計画画（（令令和和６６～～1111 年年度度））   川口市障害者 
福祉計画  

川口市障害者 
福祉計画  

（見直し） 
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５ 障害者施策推進のための主要課題          
 

以下の手順に基づき、障害者施策推進のための主要課題を導き出しました。 

 

■■主主要要課課題題抽抽出出のの流流れれ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（アア））障障害害者者のの権権利利擁擁護護  

障害があるがゆえに差別や虐待を受ける機会が依然としてあります。日本国憲法や障

害者の権利に関する条約に基づき、基本的人権及び基本的自由が確保され、不利益な取

扱いを受けることなく、その人にとって必要な支援を受けながら地域で安心して生活で

きる体制を整備することが必要です。また、介助者だけではなく、障害者自身にも福祉サ

ービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）や成年後見制度の周知を図っていくこ

とが必要です。さらには、市民が虐待を受けた障害者を発見した場合は、通報義務がある

など、障害者への権利擁護について理解促進を図ることが必要です。 

 

 

 

  

専門分科会での議論 

主主要要課課題題のの抽抽出出  

ａ 統計データ・ 

施策の進捗状況 

ｂ アンケート調査  ｃ 意見交換会 

  

主主 要要 課課 題題  
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（（イイ））合合理理的的配配慮慮のの推推進進  

改正障害者差別解消法の施行により、令和６年４月１日から、事業者による障害者へ

の合理的配慮の提供が義務化されるため、事業者への制度の周知及び義務化に向けた準

備に係る支援が必要です。 

例えば、車椅子でバスや電車に乗降する際などに、障害者やその家族、介助者などが、

障害に関し特別な対応を必要とする場合、運転手や駅員などの事業者は、その負担が過

重にならない範囲で、配慮をしていくことが必要です。 

また、障害や障害者に対する社会的障壁について、周囲の人々の理解度は高くはなく、

内部障害や発達障害、高次脳機能障害など目に見えない障害についても、周囲の人々が

十分に理解できていない現状があります。 

障害があっても特段の支障なく市民生活を送れるようにするためには、地域共生社会の

実現に向けた取組が必要となります。また、小中学校において、早い時期から障害に関す

る教育を行うなど、障害の多様化に応じた取組として、市民をはじめ保健・医療・福祉関

係者、教育関係者、企業等の障害に対する理解を促進していくことが必要です。 

 

（（ウウ））障障害害者者のの情情報報取取得得のの支支援援のの充充実実  

障害があることにより、生活のしづらさや困りごとについて助けを求めたり、必要な情

報を入手したりすることが難しく、問題を解決することができないという状況があります。

特に、子どもの障害や発達課題には早期に気づきを得て相談し、早期に療育につなげてい

くことが非常に重要です。情報の入手先も家族や市役所・事業所職員、広報、インターネ

ットなどその人の生活環境により多種多様となっており、情報取得と意思疎通に対応でき

る様々な支援が必要です。 

  

（（エエ））相相談談支支援援体体制制のの充充実実  

地域共生社会の実現に向けて、障害者とその家族、地域住民等が身近なところで相談

が受けられ、ライフステージに応じた必要なサービスや支援につなげられるよう、障害

者相談支援事業所の相談員が、相談者のニーズを把握し、適切な選択肢を提供できるよ

うにするため、調整能力、コミュニケーション能力、相談技術、個人をチームや地域で支

える支援に関する能力などの向上が必要です。また、令和 6 年度からは重層的支援体制

整備事業が本格実施されることから、社会資源やネットワークを活用した包括的・継続

的な支援が提供できるよう、障害者相談支援事業所においても、介護や子育て等に関す

る相談であっても相談を受け、関係機関につなげていく体制を整備するとともに、関係

他機関の連携を強化し、相談支援体制を充実させることが必要です。 
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（（オオ））生生活活支支援援員員等等のの人人材材確確保保及及びび質質のの向向上上  

障害者が高齢化により認知症になったり、介護や医療が必要になったり、また介護す

る家族等も高齢化するなど、複合的な問題を抱えるケースが増加してきています。サー

ビスの質の向上を図る研修や、強度行動障害、医療的ケア等の高度なサービスを提供す

ることができる事業所の誘致など、サービスの質の向上に向けた取組が必要です。また、

サービスの確保に向けて、共生型サービスの実施を事業者に働きかけることも必要です。 

全国的に支援を担う人材が不足している状況にあることから、市の関係各課で連携し

た人材確保・定着に向けた取組が必要です。 

 

（（カカ））障障害害者者ののラライイフフスステテーージジをを見見据据ええたた支支援援のの充充実実  

障害者のライフステージの移行に伴い、支援の根拠となる法律や制度、対応する関係

機関が代わることにより、切れ目のない対応が十分ではない状況があります。 

障害者一人ひとりのライフステージや障害の生じた時期に合わせ、サービス提供を切

れ目なく効果的に行うため、関係機関相互の連携と支援者側の意識改革が必要です。 

  

（（キキ））他他部部門門・・多多職職種種連連携携にによよるる支支援援体体制制のの強強化化  

障害者にとって必要な支援の内容はそれぞれに異なり、その人にあった支援体制をそ

の都度構築していく必要があります。 

サービスを提供する職員だけではなく、支援を必要としている障害者一人ひとりに関

わる支援者が、本人に関する情報や関係機関の情報を共有することが必要です。また、専

門的な知識や技術を備えた支援体制を整備するために、保健・医療・福祉に加えて、労

働・教育などの他部門・他職種との連携を強化していく必要があります。 

  

（（クク））障障害害者者本本人人及及びび親親（（介介助助者者））のの高高齢齢化化をを見見据据ええたた支支援援  

毎年、障害者数は増加傾向にあるとともに、障害者本人だけではなく、その介助者であ

る配偶者や親も高齢化し、介護を必要とする人も出てきています。アンケート調査結果

でも 65～74 歳の障害者の介助者の年齢は「65～74 歳」が６割強、75～84 歳の障害

者の介助者の年齢は「75～84 歳」が５割半ば、85 歳以上の障害者の介助者の年齢は

「85 歳以上」が３割弱でそれぞれ最も多くなっていることから、老老介護や親亡き後を

見据えた支援が求められています。 

  

（（ケケ））安安心心ししてて暮暮ららすすここととののででききるる生生活活のの場場（（住住ままいい））のの確確保保  

障害者が地域で安心して暮らしていくためには、適切な住環境が必要です。自宅、民間

賃貸住宅、グループホーム、施設など、その人にあった多様な住まいの選択肢を提供し、

希望する地域で障害のない人と同じように暮らすために必要な支援を提供することが必

要です。また、地域の一員として暮らしていくためには、地域住民の理解が必要不可欠で

あることから、障害への理解促進を一層進めていくことが必要です。 
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（（ココ））介介助助者者のの負負担担軽軽減減にに向向けけたた支支援援のの充充実実  

多くの障害者は、日常生活を送るうえで家族等のサポートが不可欠です。一方、障害者

の家族等は、日頃の介護や自身の高齢化、金銭面や将来（障害者・介助者ともに）に対す

る不安など身体的・精神的に負担を感じることもあり、休息の機会も十分に確保しにく

い状況にあります。 

このため、家族等の介護負担の軽減に向けて、利用しやすいショートステイなど家族

等を支援する取組が必要です。 

  

（（ササ））障障害害特特性性及及びび利利用用者者本本位位にによよるる支支援援体体制制のの整整備備、、社社会会参参加加のの促促進進  

障害者の日常生活における困りごとや不安感、施策に対するニーズは、個々の障害特

性や生活形態により様々です。障害者が望む地域生活を実現することができるよう、意

思決定支援を含め適切な対応方法を検討・実施していく必要があります。 

また、障害者の個々の特性にあわせた福祉サービスの提供や、スポーツ・文化芸術活動

など社会参加の促進が必要です。 

  

（（シシ））就就労労支支援援のの充充実実  

障害者雇用促進法の法定雇用率の引き上げ（これまで、民間企業での障害者の法定雇

用率は 2.3％とされていましたが、2024 年 4 月より 2.5％、2026 年 7 月より 2.7％

へ段階的に引き上げられることが決まりました。）など、障害者就労を促進する様々な取

組により、障害者の働く場や就労支援の仕組みが徐々に充実してきています。アンケー

ト調査結果をみると、正社員が最も多くなっていますが、臨時やパート、福祉的就労も依

然として多く、経済的な自立に向けて収入が不足している現状となっています。障害者

が安心して働けるようにするため、事業主や職場の仲間の理解、障害に配慮した環境整

備、短時間労働など就労条件の改善、工賃の値上げが必要とされています。 

就労を希望する障害者が可能な限り就労できるよう、障害種別に応じた就職や定着、

離職の要因分析などを行い、障害特性に応じたきめ細かな就労支援が必要です。また、福

祉的な就労については、従事する障害者の生きがいの向上だけではなく、障害や疾病の

状態、適性に応じて働く時間や仕事の内容を柔軟に対応させ、自立した日常生活を営む

ことができるよう配慮していくことが必要です。  

  

（（スス））障障害害児児へへのの療療育育・・保保育育・・教教育育のの充充実実  

自立や社会参加に向けた力を培うことができるよう、子ども一人ひとりの状態やニー

ズに応じた学びの機会を提供するとともに、切れ目のない支援が必要です。また、重症心

身障害児や医療的ケアが必要な障害児への支援も必要です。 

川口市障害のあるなしに関わらず共に学び成長する子ども条例に基づき、インクルー

シブ教育・保育の考えのもとで、障害児の発達課題などニーズに合わせた環境整備や保

育園や幼稚園、学校生活のサポート、進学（高等教育）を希望する場合の支援などを行う

とともに、教員や他の児童・生徒の障害への理解促進が必要です。 
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（（セセ））保保健健・・医医療療体体制制のの充充実実  

障害の原因となる疾病等の予防・早期発見に向けて、健康診査や保健指導、生活習慣病

の予防などに取り組むことが重要です。 

障害の特性から、思うように医療機関の受診に結びつかない方もいます。生活のしづ

らさを現在の状態以上に悪化させないためには、必要なときに医療機関を受診でき、日々

の健康管理を適切に行える体制の整備が必要です。 

また、改正精神保健福祉法に対応するため、入院者訪問支援等、体制の整備が必要で

す。さらに、精神障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構築が必要です。 

 

（（ソソ））地地域域移移行行・・地地域域定定着着のの推推進進  

病院や施設などから退院・退所した障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、地

域移行・地域定着の取組を推進していくことが求められています。 

障害者の方が安心して日常生活を送るためには、いつでも相談できる相談支援事業所

の整備や日常生活の訓練、公営住宅やグループホームなどの整備、医療機関との連携が

必要です。また、障害者の家族や地域住民が、障害を理解し、その生活を支えていくこと

が必要です。 

  

（（タタ））災災害害時時要要配配慮慮者者対対策策のの充充実実  

災害時において、障害者の中には自力での避難が困難なだけではなく、助けを求める

ことが困難な人が多数います。また、アンケート調査結果では避難所生活で不安なこと

として、服薬や医療的ケア、バリアフリー対応、プライバシー等の確保などが挙げられて

おり、障害特性に応じた特別な配慮が必要です。 

災害時における避難とその後の必要な支援について、医療的ケアが必要な人への非常

用電源の確保など、障害の特性に配慮した取組を進めていくとともに効果的な情報発信

が必要です。 
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６ SDGｓへの対応                    
 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、平成27年の

国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17の

ゴール・169のターゲットで構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」ことを誓っています。 

本市の基本方針となる「第５次川口市総合計画」では、このSDGｓの目標を各施策に位

置づけ、SDGｓの達成に向けて取り組んでいます。本計画においても、障害者・障害児福

祉分野に関連の深い以下の８つのゴールの達成を目指し、施策の推進を図っていきます。 
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第２章 計画の基本的な考え方 
 

1 今回の計画策定における施策の体系化・評価⼿法の⾒直し    
  
（（１１））施施策策のの体体系系化化  

これまでの計画における課題として、様々な取組を体系的に整理できていなかったた

め、足りない取組や役割を終えた取組が明らかでありませんでした。 

今回の計画策定では、ロジックツリー（樹形図）により、施策を体系化しました。また、

新規施策は、現時点の実現可能性にとらわれず、必要性に基づき検討を行いました。 

 

《ロジックツリーのイメージ｠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））評評価価手手法法のの見見直直しし  

これまでの計画に位置付けていた事業には、客観的かつ定量的な目標（指標）が設定で

きていなかったため、評価は各担当課の主観的な認識に基づき実施されていました。ま

た、評価のタイミングが計画の見直し時期のみであったことから、社会情勢等を踏まえ

た機動的な施策の見直しが困難となっていました。 

そのため、本計画では、基本目標と取組に定量的な目標（ＫＰＩ21：重要業績評価指標）

を設定します。また、毎年度、目標に対する達成度合に応じて客観的に評価したうえで、

その結果を社会福祉審議会障害者福祉専門分科会に報告します。 

なお、目標に対する達成度合に応じて、次のとおり、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５段階で評

価を実施します。 

  

 
21 「Key Performance Indicators」の略。施策の進捗状況を検証するために設定する指標のこと。 

 ① まずは目指すべき姿〔基本方針〕 

 ② 基本方針を実現する施策の方向性〔基本目標〕 

 ③ 基本目標を達成する個々の取組〔施策〕  

基本方針

基本目標①

施策（1）

施策（2）

施策（3）

基本目標②

施策（4）

施策（5）

施策（6）

基本目標③

施策（7）

施策（8）

施策（9）
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定量的な目標（ＫＰＩ）に対して 
S︓120％超 
A︓100〜120％程度 
B︓80〜100％程度 
C︓50〜80％程度 
D︓50％程度 

 
（（３３））PPDDCCAAササイイククルルのの推推進進  

計画に定める事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認める

ときは、計画を変更すること、また必要に応じて措置を講じること（PDCA サイクル）

とします。 

 

《計画におけるＰＤＣＡサイクルのイメージ｠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計計画画（（PPllaann））  
○「基本方針」に即して成果目標及び

活動指標を設定するとともに、障害

福祉サービスの見込量の設定やそ

の他確保方策等を定める。  

実実行行（（DDoo））  
○計画の内容を踏まえ、事業を実施す

る。  

改改善善（（AAccttiioonn））  評評価価（（CChheecckk））  
○評価の結果を踏まえ、必要があると

認めるときは、障害者福祉計画の見

直し等を実施。 

 

○成果目標及び活動指標については、

毎年度その実績を把握し、障害者施

策や関連施策の動向も踏まえなが

ら、分析・評価を行う。 

○評価の際には、協議会等の意見を聴

くとともに、その結果について審議

会へ報告する。 

○活動指標については、より頻回に実

績を把握し、達成状況等の分析・評

価を行う。  
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２ 基本方針                       
 

 

 

 

 

 

 

本市では、地域共生社会の実現に向けて「全ての人が地域で支えあい 元気に安心し

て暮らせるまち」を基本方針として掲げ、総合的かつ計画的に障害者施策を推進してい

きます。 

この基本方針のもと、障害者本人の意思と権利が尊重され、子ども・高齢者・障害者

など全ての人々が役割を持ち、ともに支えあいながら、自分らしく暮らすことができる

社会を市民とともにつくっていきます。 

 

＜基本的な考え方＞ 

 全ての市民は、障害の有無に関わらず一人ひとりの尊厳が尊重されるとともに、そ

の尊厳にふさわしい生活が保障される権利を有しています。障害のある人もない

人も地域の中で社会を構成する一員として社会・経済・教育・文化・その他のあら

ゆる活動に参加する機会が与えられることが必要です。 

 本市の障害者施策は、障害のある人もない人も一緒に地域の中で健康で安心して

暮らせることが正常な状況であるとする考え方（ノーマライゼーション）と、障害

は心身機能の障害と社会の様々なバリアとの相互作用であり、バリアのない社会

をめざして、合理的配慮を行わないことは差別に該当すると定めている障害者権

利条約の理念のもとに推進します。 

 本計画では、さらに全ての人々が排除・差別されることなく、互いに認めあい、地

域全体で包み込み・支えあうという意味の「ソーシャル・インクルージョン」、そ

して子ども・高齢者・障害者など全ての人々が役割を持ち、自分らしく暮らすこと

ができる社会という「地域共生社会」の視点も踏まえ、地域の一員としてみんなで

支えあう社会の実現をめざします。 

 

 

 

    

全ての人が地域で支えあい 

元気に安心して暮らせるまち 
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３ 基本目標                     
 

目指すべき姿である〔基本方針〕の実現に向けて、障害者施策推進のための主要課題か

ら、施策の方向性である〔基本目標〕を６つに定め、ロジックツリー（樹形図）により、

基本目標を達成する個々の取組である〔施策〕を体系化しました。また、新規施策は、現

時点の実現可能性にとらわれず、必要性に基づき検討を行いました。 

 
 

【主要課題（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、（キ）と関連】 

障害があっても基本的人権が保障され、障害者が特段の支障なく市民生活を送れるよ

う、虐待防止、差別解消のための施策を推進していきます。また、社会生活において不利

益を被ることのないよう、障害者の権利擁護体制の確立と法律的な手続きや財産管理を

行う成年後見制度の利用を促進します。さらに、障害者支援を行うボランティア活動と地

域生活支援拠点等の充実を図り、地域における支えあい活動を促進します。 

 

 

【主要課題（エ）、（オ）、（カ）、（キ）、（ク）、（ケ）、（コ）と関連】 

障害者が、悩みや不安を身近なところで気軽に相談し、適切な指導、援助につなげられ

るよう、障害者相談支援事業所の相談員が、相談者のニーズを把握し、適切な選択肢を提

供できるようにするため、調整能力、コミュニケーション能力、相談技術、個人をチーム

や地域で支える支援に関する能力などの向上が必要となっています。また、重層的支援体

制整備事業が本格実施されることから、社会資源やネットワークを活用した包括的・継続

的な支援が提供できるよう、障害者相談支援事業所と関係他機関の連携を強化し、相談支

援体制を充実させていく必要があることから、これらを充足・強化できるよう施策を進め

ていきます。 

また、地域での障害者の暮らしを支援するため、居宅における福祉サービスの充実、安

定したサービスの提供ができるよう、サービス事業者への支援、人材の確保及び資質の向

上につながるよう、各施策を進めていきます。 

 

 

【主要課題（カ）、（キ）、（サ）、（シ）と関連】 

川口公共職業安定所や川口市障害者就労支援センターと連携しながら、障害者が可能

な限り一般就労できるよう、障害の特性に応じた就労支援策を行っていきます。また、障

害者がスポーツ・レクリエーション活動や生涯学習活動への参加を促進するための機会

を提供するとともに、移動手段の確保のための、福祉タクシー・福祉ガソリン利用料金の

助成等、社会参加の支援を行っていきます。 

  

基基本本目目標標 11  障障害害者者のの権権利利擁擁護護のの充充実実とと共共助助のの取取組組のの強強化化  

基基本本目目標標２２  障障害害者者のの暮暮ららししをを支支ええるる基基盤盤のの充充実実  

基基本本目目標標３３  社社会会参参加加のの充充実実 
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【主要課題（カ）、（キ）、（ス）と関連】 

障害の原因となる疾病等の予防と早期発見に努め、適切な療育につなげる支援体制を

充実していく必要があります。また、多様な障害のある子どもや家庭環境等に困難を抱え

た子ども等に対し、適切な発達支援の提供につなげられるよう、児童発達支援センター

が、地域における障害児支援の中核的な役割を担うことで療育相談機能の充実を進めて

いきます。 

さらに、重症心身障害児や医療的ケア児と、その家庭への支援を充実するとともに、保

育所、放課後児童クラブ22における障害児の受け入れを拡充、保育・発達相談、専門家に

よる巡回指導、研修等を通じて保育内容の充実を進めていきます。また、障害の特性や程

度に応じて、一人ひとりの個性を伸ばし、持てる力を最大限に発揮できるよう、特別支援

教育と就学相談の充実を進めていきます。 

 

 

【主要課題（カ）、（キ）、（セ）、（ソ）と関連】 

生涯を通じて健康で生き生きとした生活を送れるよう、心の病の早期発見や生活習慣

病の予防など相談や指導体制の充実を図っていく必要があります。また、障害の原因とな

る妊娠中や分娩時の異常に適切に対処するため、周産期23医療体制の充実を進めるとと

もに、乳幼児期における疾病や発達の遅れ、高齢化に伴う疾病等を早期に発見して適切な

治療を行い、障害の予防や軽減、医療費が過度の負担とならないよう、経済的負担の軽減

策を進めていきます。 

 

 

【主要課題（キ）、（タ）と関連】 

障害者はもとより、誰もが快適な生活が送れるよう、ユニバーサルデザインの視点に基

づき、障害の特性に配慮した道路や公共施設・都市施設を整備・改善し、バリアフリーの

まちづくりを推進していく必要があります。さらに、障害者が安心して生活を送ることが

できるよう、災害時における避難とその後の必要な支援について、医療的ケアが必要な人へ

の非常用電源の確保など、障害の特性に配慮した防災・防犯対策の充実と交通事故の防止

に結びつくよう、各施策を進めていきます。 
  

 
22 保護者が就労等により昼間家庭にいない場合などに、指導員の下、市内小学校等に通学する児童に

生活の場を提供するもの。「学童保育」とも呼ばれている。 
23 妊娠 22 週から出生後 7 日未満までの期間。合併症妊娠や分娩時の新生児仮死など、母体・胎児や

新生児の生命に関わる事態が発生する可能性が高くなる。周産期を含めた前後の期間における医療は、

突発的な緊急事態に備えて産科・小児科双方からの一貫した総合的な体制が必要であることから、特に

「周産期医療」と表現されている。 

基基本本目目標標４４  障障害害児児ととそそのの家家庭庭へへのの支支援援のの充充実実 

基基本本目目標標５５  保保健健・・医医療療体体制制のの充充実実  

基基本本目目標標 66  障障害害者者ににととっってて安安全全・・安安心心ののままちちづづくくりり 
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４ 施策の体系                    
 

基本方針  基本目標  施策  
      

全
て
の
人
が
地
域
で
支
え
あ
い
元
気
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 

 

基本目標１ 

障 害 者 の 権 利

擁 護 の 充 実 と

共 助 の 取 組 の

強化 

 (１) 障害者の権利擁護の推進 
 
 

    
 

 (２) 啓発活動・福祉教育の推進 
 
 

    
 

 (３) 地域における支えあい活動の促進 
 
 

    
 

 (４) 障害者への合理的配慮の推進  
    
 

 (５) 障害児への合理的配慮の推進  
     
 

基本目標２ 

障 害 者 の 暮 ら

し を 支 え る 基

盤の充実 

 
(６) 相談体制の充実 

 
 
 

    
 

 

(７) 日常生活を支える福祉サービスの充実 

 
 
 
 
 

    
 

 (８) 地域生活への移行促進 
 
 

    
 

 (９) 生活支援のための施策・制度の推進 
 
 

     
 

基本目標３ 

社 会 参 加 の 充

実 

 
(10) 雇用・就労の促進 

 
 
 

    
 

 (11) スポーツ・レクリエーション、 

生涯学習の充実 

 
 

    
 

 

(12) 障害者の外出支援と移動手段の確保 

 
 
 
 

     
 

基本目標４ 

障 害 児 と そ の

家 庭 へ の 支 援

の充実 

 (13) 早期発見・早期療育  
    
 

 (14) 発達相談支援  
    
 

 

(15) 障害児保育と療育体制の充実 

 
 
 
 
 
 

    
 

 (16) 特別支援教育の推進  
     
 

基本目標５ 

保健・医療体制

の充実 

 
(17) 保健活動の充実 

 
 
 

    
 

 (18) 医療体制の充実と経済的負担の軽減 
 
 

 
     
 

基本目標６ 

障 害 者 に と っ

て安全・安心の

まちづくり 

 (19) バリアフリーのまちづくりの推進 
 
 

    
 

 
(20) 防災・防犯対策等の充実 
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★：重点施策 
 

 取組 
  
 
 

１ 障害者の権利擁護体制の充実 
２ 障害者虐待防止センター事業 

３ 改正障害者差別解消法への対応【新】 

   
 
 

４ 市民への障害に関する正しい理解の促進★ 
５ 福祉教育の充実 

６ 手話言語普及啓発事業【新】 
 

   
 
 

７ 障害者団体の活動への補助 
８ 障害者支援を行うボランティア活動の充実 

９ 地域生活支援拠点等の充実【新】 
10 重層的支援体制整備事業の本格実施【新】★ 

   

 11 障害者の情報取得と意思疎通の支援【一部新】 12 選挙における障害者の投票環境の整備 
  

 13 川口市障害のあるなしに関わらず共に学び成長する子ども条例に基づく取組【新】★ 
   
 
 
 

14 障害に関する総合的な相談体制の充実【一部新】★ 
15 精神保健福祉分野における相談体制の充実 
16 精神障害者ピアサポート事業 

17 難病患者支援の充実 
18 福祉サービスに対する苦情相談 

   
 
 
 
 
 

19 障害福祉サービス基盤の充実★ 
20 日常生活用具等の給付 
21 生活支援事業 
22 全身性障害者介助人派遣事業 
23 ふれあい収集事業 

24 障害者短期入所施設の充実【新】★ 
25 共生型サービスの導入と介護事業所における

障害者支援に係る人材の育成【一部新】★ 
26 介助者の人材育成★ 
27 地域生活支援拠点等の充実【新】〈再掲〉★ 

   
 
 

28 障害者の住まいの確保に係る支援★ 
29 障害福祉サービス基盤の充実〈再掲〉★ 

30 日中サービス支援型グループホームの拡充【新】★ 

   
 
 

31 障害者福祉手当等の給付 
32 福祉手当（市独自）の給付  

33 福祉資金の貸付 

   
 
 
 

34 一般就労の促進★ 
35 障害福祉サービス基盤の充実〈再掲〉★ 
36 就労移行支援事業所の拡充★ 

37 障害者就労施設等における工賃引上げに 
向けた取組【新】★ 

38 障害者就労施設等への物品等の発注促進★ 
   
 
 

39 障害者スポーツの振興 
40 障害者の文化活動への支援 

41 障害者アートの促進【新】 
 

   
 
 
 
 

42 補助犬の利用に関する理解の促進 
43 公共料金の割引等の周知 
44 移動支援事業 
45 自動車運転免許取得費等の助成 

46 福祉タクシー・福祉ガソリン利用料金の助成 
47 障害者手帳のデジタル化【新】 
48 手話通訳者養成事業 
49 失語症者向け意思疎通支援者の養成 

   

 50 乳幼児健診等を活用した早期発見  
   

 51 発達に係る相談体制の充実【新】 52 発達障害児支援に係る人材育成 
   
 
 
 
 
 
 

53 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラ 
ブ）と放課後子供教室の推進★ 

54 インクルーシブ保育の推進★ 
55 障害児サービス基盤の充実★ 
56 医療的ケア児支援の充実★ 
57 重症心身障害児を受け入れる事業所の拡充★ 

58 障害児（者）生活サポート事業★ 
59 わかゆり学園の児童発達支援センター 

及び保育所等訪問支援の充実★ 
60 障害児を抱える保護者への支援★ 
61 地域生活支援拠点等の充実【新】〈再掲〉★ 
62 重層的支援体制整備事業の本格実施【新】〈再掲〉★ 

   

 63 特別支援教育の推進★  
   
 
 
 

64 精神保健福祉に関する市民向け講座等の開催 
65 生活習慣病の予防 
66 障害者歯科健診の実施 

67 改正精神保健福祉法に対応する行政機関の体制拡充【新】 
68 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの充実【新】 

   
 
 

69 周産期医療体制の充実 
70 重度心身障害者への支援★ 

71 自立支援医療の推進 

   
 
 

72 バリアフリーのまちづくりの推進 
73 思いやり駐車場制度の拡充【一部新】 

74 学習・文化活動の場の環境整備 
75 公共交通機関の利便性向上 

   
 
 
 

76 災害時の避難体制の整備【一部新】 
77 避難行動要支援者登録制度の充実 
78 緊急通報システム事業等 

79 既存建築物耐震改修補助事業の推進 
80 防犯対策の充実 
81 障害者向けの交通安全教室の実施 
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第３章 障害者施策の総合的展開 
 

障害者の現状をはじめ、施策の進捗状況、障害者ご本人や障害児の保護者、一般市民、市

内で活動する障害者関係団体、サービス提供事業所等へのアンケート調査やヒアリング調

査の結果、意見交換会であげられた意見などを踏まえて、社会福祉審議会障害者福祉専門

分科会で検討した障害者施策推進のための主要課題を解決する取組を、総合的に展開して

いきます。 

 

  

  

 

【【取取組組のの方方向向性性】】  

障害があっても基本的人権が保障され、障害者が特段の支障なく市民生活を送れるよ

う、虐待防止、差別解消のための施策を推進していきます。また、社会生活において不利

益を被ることのないよう、障害者の権利擁護体制の確立と法律的な手続きや財産管理を

行う成年後見制度の利用を促進します。さらに、障害者支援を行うボランティア活動と地

域生活支援拠点等の充実を図り、地域における支えあい活動を促進します。 

評価指標 
現状値

（R5） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者が感じる、周

囲 の 人 の 障 害 者 に

対する理解度 

45.9％ 49.9％ 53.9％ 58.0％ 70.0％ 

  

  

  

  

  

    

基基本本目目標標 11  障障害害者者のの権権利利擁擁護護のの充充実実とと共共助助のの取取組組のの強強化化  
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((１１))  障障害害者者のの権権利利擁擁護護のの推推進進                                        

 

11  障障害害者者のの権権利利擁擁護護体体制制のの充充実実  

○日常生活自立支援事業（あんしんサポートねっと）は、埼玉県社会福祉協議会から川口

市社会福祉協議会が委託を受け、今後も継続して実施します。 

○成年後見センターや障害者相談支援センター、地域包括支援センターなどと連携し、成

年後見制度の周知や普及、相談支援などを行いながら、制度の利用につなげる取組を

進めます。 

○経済的に困窮している重度の知的障害者及び精神障害者が成年後見制度を利用する場

合、申立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬の全部又は一

部を助成します。 

評価指標 
現状値 

（R5見込み) 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

成年後見センターにおける

障害者の新規相談件数 
70件 75件 80件 85件 100件 

 

２２  障障害害者者虐虐待待防防止止セセンンタターー事事業業  

○障害者虐待対応の窓口となる「川口市障害者虐待防止センター」において、虐待の防

止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援を

行います。 

評価指標 
現状値 

（R5見込み) 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者虐待防止センターの

運営 
実施 継続 → → → 

 

３３  【【新新規規】】改改正正障障害害者者差差別別解解消消法法へへのの対対応応  

○改正障害者差別解消法の施行により、令和６年４月から民間事業者にも障害がある人

への合理的配慮の提供が義務化されることから、障害があるという理由でサービスの

提供拒否や制限をすること、条件をつけることなどの不当な差別的取扱いを防止する

ため、研修の場やホームページ、リーフレットを活用しながら、周知徹底を図っていき

ます。 

評価指標 
現状値 

（R5見込み) 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

民間企業への普及啓発のため

の研修やホームページ、リー

フレットを活用した周知 

・研修１回 

・リーフレット

配布 

継続 → → → 
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((２２))  啓啓発発活活動動・・福福祉祉教教育育のの推推進進                                      

 

44  市市民民へへのの障障害害にに関関すするる正正ししいい理理解解のの促促進進  

○あいサポート運動、手話関連事業などを市のホームページ等で紹介し、市民に対して

障害者への理解や共感の促進に努められるよう、講座を受講できる機会を提供してい

きます。 

○毎年、10月25日の「川口市福祉の日」にあわせ、社会福祉大会等の事業を実施し、思

いやりの心、いたわりあいの心、助けあいの心を、家庭・地域・行政が一体となって広

げていきます。 

○毎年、12月3日から9日までの「障害者週間」を記念し、障害者週間記念事業（ハート

フェスタ）や市内障害者施設作品展を開催し、市民の間に障害者の福祉についての関

心と理解を深めるよう努めます。 

○広報紙やホームページなどを活用し、精神疾患及び精神障害者を正しく理解するため

の普及啓発活動を実施します。また、メンタルヘルスに関する問題は、誰にも起こりう

る身近な存在であることの理解を促進し、早期発見、早期受診につながるよう、公開講

座を実施することで広く一般市民への普及啓発活動を実施します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み）

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

あいサポーター研修の受講者数（累計） 1,191人 1,691人 2,191人 2,691人 4,191人 

 

55  福福祉祉教教育育のの充充実実  

○各学校において、児童生徒の発達段階に応じた交流及び共同学習を実践することがで

きるよう、他教科等と連携した指導内容の充実、浸透について、学校訪問等を通して啓

発します。 

○特別支援教育にも視点をあてた研究委嘱校を推奨します。また、各学校において、道徳

教育を要としながら社会の一員としての自覚をもち意欲的に行動できる児童生徒の育

成、生命や自然を大切にする心、相手を尊重する心の育成に努めます。 

○障害児との交流及び共同学習を全体計画に位置づけ、児童生徒の障害者に対する理解

を深めるとともに、保護者、地域への啓発にも努めます。また、発達に配慮を要する児

童生徒が、在籍する学校又は学級以外に学籍を置き、学習活動を行う支援籍学習を実

施し、ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進します。 

○市内小中学校の児童生徒に福祉体験学習の機会を提供するなど、教育課程にボランテ

ィア活動や福祉教育を位置づけ、教育活動全体を通して計画的に福祉の心の育成に努

めます。また、全体計画及び年間指導計画の作成状況を調査し、教員への指導、働きか

けの強化に努めます。 
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○関係団体と連携し、授業等に障害やボランティア・福祉体験活動を取り上げ、福祉教育

を推進するため、各学校に関連団体の活動等を周知します。 

○社会福祉施設や社会教育関係団体等と連携し、積極的に地域の福祉活動に参加するよ

う、教職員に働きかけます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

特別支援教育に係る研修開

催数 
年39回 年30回 年30回 年30回 年30回 

学校訪問における特別支援

学級担任への指導回数 
年25回 年26回 年26回 年26回 年26回 

研究委嘱校募集に関わる市立

学校（園）への広報活動数 
年2回 年2回 年2回 年2回 年2回 

市立小中学校特別支援教育の

全体計画への指導・助言割合 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

小中学校のボランティア・福祉

教育の全体指導計画・年間指導

計画への指導・助言割合 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

教職員研修会における福祉

活動への参加周知割合 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

 
66  【【新新規規】】手手話話言言語語普普及及啓啓発発事事業業  

○手話言語の普及と手話の理解と啓発促進のため「出前講座」を実施します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

出前講座の参加者数 

（累計） 
250人 550人 850人 1,150人 1,750人 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    

手話が言語であるという認識に立ち、聴覚に障害のある方が

手話を用いて日常生活や社会生活を安心して営み、全ての市

民が障害の有無に関わらず共生することのできる地域社会の

実現を目指します。そのための施策 

として、手話通訳者養成講座の開催、 

手話通訳者派遣事業を行っているほか、 

聴覚障害者や手話への理解を深める 

活動を行っています。 

川川口口市市手手話話言言語語条条例例（（平平成成 2299 年年 66 月月 2266 日日施施行行））  

 
 

川口市マスコ ット  
「きゅぽらん 」  
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((３３))  地地域域ににおおけけるる支支ええああいい活活動動のの促促進進                                      

 

77  障障害害者者団団体体のの活活動動へへのの補補助助  

○障害者（当事者）団体が行う事業に対し、円滑かつ安定的な事業運営ができるよう助成

します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障 害 者 団 体 に 対 す る 安 定

的 な 事 業 運 営 の た め の 支

援 

継続 → → → → 

 

88  障障害害者者支支援援をを行行ううボボラランンテティィアア活活動動のの充充実実  

○市民の参加と協力による助け合いの制度として、高齢者・障害のある方・産前産後の方

で、ご自分で家事ができず家族等からの支援が困難な方に対する「家事援助サービス」

「ちょこっと困りごとサポート」のほか「食事サービス」「車いす貸出サービス」「福

祉車両貸出サービス」の各種サービスを実施していきます。 

○川口市と川口市社会福祉協議会が協働し、次代を担う青少年のボランティアへの関心

と活動を高めることを目的に、青少年ボランティア育成事業を実施します。青少年ボ

ランティア育成事業では、ボランティア活動者、教育関係者、福祉関係者、知識経験者

などで構成する「川口市青少年ボランティア育成委員会」が主体となり、小学生を対象

としたボランティア体験プログラムである「こどもフリーさろん」や「夏休みこどもボ

ランティアさろん」、中学生以上25歳位までの方を対象とした「青少年ボランティア

スクール」などを開催します。 

○ボランティア活動をする人たちの場の提供や情報の共有、かわぐちボランティアセン

ターとの事業協力など、市民パートナーステーション（キュポ・ラ内）の活動の充実を

図ります。また、障害者が必要としているボランティアの相談や問合わせに応じられ

るよう、コーディネート機能を強化するとともに、障害者関係の情報の収集や関係機

関との連携、ネットワークの形成を進めます。 

○市民が盛人大学を通じて様々な福祉分野に関する知識・技術を習得することができる

よう、市民のボランティア意識の啓発やボランティア活動の活性化、市民の障害に対

する理解を深めるためのテーマ設定など、盛人大学の充実を図ります。 

○国や県、その他各種団体からのボランティアに関する情報を、情報誌やホームページ、

ＬＩＮＥ等でボランティア団体や福祉施設、市民等に提供します。 
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評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

住民参加型福祉サービス事

業における新規登録協力員

数 

21人 23人 25人 28人 30人 

青少年ボランティア協力施

設・団体数 
98件 98件 98件 98件 98件 

かわぐち市民パートナース

テーション・かわぐちボラ

ンティアセンター登録団体

数 

375件 390件 405件 410件 415件 

 

99  【【新新規規】】地地域域生生活活支支援援拠拠点点等等のの充充実実  

○障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、また、現に重度の障害がある人や医

療的ケアを必要とする人等の居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・対応、

体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じ

て充実した形にできるよう、川口市地域生活支援拠点等ネットワーク会議を活用して、

登録された障害者等を受け入れる事業所や必要な環境を事前に整理していくことで、

即時対応が可能な支援体制の構築に取り組んでいきます。また、緊急時には、市が連絡

を受け、相談支援事業所と連携して拠点機能を担う事業所として登録している短期入

所施設に受け入れを依頼します。 

○関係機関と共有が必要な場合には、「サポート手帳」（埼玉県作成）を配布することで、

障害者本人の生活歴や相談支援の記録等を保護者の方等が書き込んで、必要な情報が

スムーズに取得できるようになります。 

○障害者が必要な制度やサービスを利用しながら、地域で安心して暮らしていくために、

「あんしん生活サポートブック」を川口市自立支援協議会のくらし部会において作成

し、随時内容の見直しを行っていきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

地域生活支援拠点等ネット

ワーク会議の開催数 
12回 12回 12回 12回 12回 

 

1100  【【新新規規】】重重層層的的支支援援体体制制整整備備事事業業のの本本格格実実施施  

○地域住民からの相談について、障害者の相談支援機関等が介護や子育て等に関する相

談であっても断らずに受け止め、個々に応じたつながり続ける支援体制を構築するこ

とを目的に、「包括的相談支援」、「多機関協働」、「参加支援」、 

「アウトリーチ等を通じた継続的支援」、「地域づくり」の事業を 

一体的に実施します。  
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評価指標 
現状値 

（R５見込み）

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

「孤独感・孤立感」の地域福祉に関するア

ンケート調査において①「自分には人との

付き合いがないと感じる」②「自分は取り

残されていると感じる」③「自分は他の人

たちから孤立していると感じる」における

「常にある」の回答割合 

①13.9％ 

②3.0％ 

③3.5％ 

－ － 
前回調査 

より減少 
－※ 

アウトリーチ支援員の配置 1人 3人 4人 5人 －※ 

包括的相談支援事業所における他分

野相談受付数 
－ 34件 68件 136件 －※ 

世代・属性を問わない交流の場の数 32カ所 52カ所 72カ所 92カ所 －※ 

  ※川口市地域共生社会推進計画（令和９年度～令和１１年度）において成果指標を設定するため未定。 

 

((４４))  障障害害者者へへのの合合理理的的配配慮慮のの推推進進                                      

 

1111  【【一一部部新新規規】】障障害害者者のの情情報報取取得得とと意意思思疎疎通通のの支支援援  

○障害者に関する福祉サービスについて、ガイドブックを作成し窓口や行政センター、

各支所での配布及び市ホームページへの掲載をしています。制度改正等に対応して随

時改訂したり、障害別マークの記載をすることで、障害サービス等の対象が一目でわ

かるようにしたりするなど、内容の充実に努めます。 

○「広報かわぐち」や「社協だより」などの情報を、点字広報紙、録音テープ及びデジタ

ル録音図書として毎月発行します。 

○意思疎通を図ることに支障がある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者を派遣する

事業及び手話通訳者を設置する事業を推進します。また、手話通訳者、要約筆記者の養

成事業を実施していきます。 

○障害があっても必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できるよう、意思疎通支援

の体制整備を図ります。 

○視覚障害等により活字を読むことが困難な人に、点字図書・録音図書の貸出を行いま

す。また、希望する図書等の点訳や音訳、対面朗読を行います。 

○心身障害等により外出困難な方を対象に、川口市立図書館の資料を無償でご自宅へ郵

送します。返却時の送料は利用者の方にご負担いただきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み）

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者ガイドブックの内容点検・改訂 1回 1回 1回 1回 1回 

広報紙の発行部数 

（①点字訳②録音版） 

①200部 

②630部 

①200部 

②700部 

①200部 

②700部 

①200部 

②700部 

①200部 

②700部 

登録手話通訳者数 19人 20人 22人 24人 30人 

手話通訳者養成講座の開催回数 136回 136回 136回 136回 136回 

点字・録音図書の新規製作数 18点 22点 22点 22点 22点 
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インクルーシブ教育と保育（障害の有無に関係なく、全ての子

どもが共に学び成長する環境において行われる教育と保育の

こと）の実現を目指します。 

障害福祉分野の取組として、①あいサポータ

ー養成研修の開催、②障害を理由とする差別

の解消推進のために相談窓口設置・川口市障

害者差別解消地域協議会を設置、③医療的ケ

ア児への支援を行っております。 

  
1122  選選挙挙ににおおけけるる障障害害者者のの投投票票環環境境のの整整備備  

○郵便投票、代理投票、点字投票などの投票制度をホームページで周知・啓発するととも

に、投票所及び設備のバリアフリーを推進し、選挙における障害者の投票環境の整備

を図ります。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

バリアフリー化した 

投票所数 

（①当日②期日前） 

①95カ所 

②8カ所 

①95カ所 

②8カ所 

①95カ所 

②8カ所 

①95カ所 

②8カ所 

①95カ所 

②8カ所 

 

((５５))  障障害害児児へへのの合合理理的的配配慮慮のの推推進進                                      

 

1133  
【【新新規規】】川川口口市市障障害害ののああるるななししにに関関わわららずず共共にに学学びび成成長長すするる子子どどもも条条例例

にに基基づづくく取取組組  

○川口市障害のあるなしに関わらず共に学び成長する子ども条例の基本理念に基づき、

教育及び保育における差別の解消及び合理的配慮を行い、障害のある子どもを支援し

ていくために、子ども版あいサポート（あいサポートキッズ）運動に取り組みます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

子ども版あいサポーター研

修（あいサポートキッズ）の

受講者数（累計） 

- 150人 450人 750人 1,050人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    

川川口口市市障障害害ののああるるななししにに関関わわららずず共共にに学学びび成成長長すするる  

子子どどもも条条例例（（22002233 年年 44 月月 11 日日施施行行））  

  
川口市マスコ ット  
「きゅぽらん 」  
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【【取取組組のの方方向向性性】】  

障害者が、悩みや不安を身近なところで気軽に相談し、適切な指導、援助を受けられる

よう、障害者相談支援事業所の相談員は、相談者のニーズを把握し、適切な選択肢を提供

するための調整能力、コミュニケーション能力、相談技術、個人をチームや地域で支える

支援に関する能力などの向上が必要となっています。また、重層的支援体制整備事業が本

格実施されることから、社会資源やネットワークを活用した包括的・継続的な支援が提供

できるよう、障害者相談支援事業所と関係他機関の連携を強化し、相談支援体制を充実さ

せていく必要があることから、これらを充足・強化できるよう施策を進めていきます。 

また、地域での障害者の暮らしを支援するため、居宅における福祉サービスの充実、安

定したサービスの提供ができるよう、サービス事業者への支援、人材の確保及び資質の向

上につながるよう、各施策を進めていきます。  

評価指標 
現状値

（R5） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障 害 者 が 相 談 支 援

事 業 所 に 満 足 し て

いる割合 

56.6％ 58.8％ 61.1％ 63.3％ 70.0％ 

 

基基本本目目標標２２  障障害害者者のの暮暮ららししをを支支ええるる基基盤盤のの充充実実  
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((６６))  相相談談体体制制のの充充実実                                                 

 

1144  【【一一部部新新規規】】障障害害にに関関すするる総総合合的的なな相相談談体体制制のの充充実実  

○障害者の様々な相談に対応できるよう、相談担当者（ケースワーカー）の資質の向上を

図り、窓口で総合的に相談できる体制を充実します。 

○障害者の多様な相談に応じて、その自立と社会参加を促進するため、民生委員・児童委

員、主任児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員などと連携し、相談体制の充

実に努めます。また、地区ごとに協議の場を設け、密接な連携を図ります。 

○自立支援協議会の部会研修（障害、介護、地域包括支援センターがグループワーク等連

携）により、困難ケースの事例検討会などを通じて、参加者の資質向上を図っていきま

す。 

○親亡き後を見据えて、あんしん生活サポートブックを作成しておくことで、ライフス

テージが変わっても、自分の子どもが困らないよう、得意なことや苦手なこと、接し方

などについて、関係する支援者に知ってもらうために、情報を共有するツールを作成

しておきます。 

○障害者が自立した生活を送れるよう、障害者の生活や障害福祉サービスの利用などに

ついて、障害者や家族等からの相談に応じるとともに、アウトリーチによる積極的な

支援により必要な情報の提供及び助言等を行います。また、虐待の防止や早期発見の

ため、関係機関との連絡調整など、障害者の権利擁護のために必要な援助を行うなど、

市内10か所の障害者相談支援センターを中心に、関係事業所と連携しながら総合的・

継続的に支援します。相談支援にあたっては、一般的な相談支援事業に加え、特に必要

と認められる能力を有する専門職員（社会福祉士、精神保健福祉士等）を配置し、相談

支援機能の強化や、研修や定例会等を通じて相談員一人ひとりの資質の向上を図りま

す。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

基幹相談支援センターにお

ける個別事例の検討回数 
470回 490回 510回 530回 590回 

 

1155  精精神神保保健健福福祉祉分分野野ににおおけけるる相相談談体体制制のの充充実実  

○精神保健福祉士や保健師を配置し、様々なこころの悩みやこころの病気についての相

談・助言を行い、必要に応じて関係機関と連携を図りながら、精神障害者の社会復帰に

向けた地域生活を支援します。 

○精神疾患の発症や重症化予防につなげるため、「こころサポートステーションＳＯＤ

Ａかわぐち」をショッピングモール内に開設し、若年者等へ医師、 

公認心理師、精神保健福祉士等の専門職が早期介入して支援を行います。 
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評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

若年者早期相談・支援事業

（ こ こ ろ サ ポ ー ト ス テ ー

ションSODAかわぐち）の

延支援回数 

1,800回 1,800回 1,800回 1,800回 1,800回 

 

1166  精精神神障障害害者者ピピアアササポポーートト事事業業  

○市内で活動している精神障害者の当事者が、悩みを抱える障害者やその家族に対して

ピアカウンセリングを行えるよう、障害者相談員を中心とした仕組みづくりを進めま

す。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

精神障害者ピアサポート講

座参加者数（定員35名） 
36人 35人 35人 35人 35人 

 

1177  難難病病患患者者支支援援のの充充実実  

○難病患者及びその家族の療養上の不安に対して相談及び助言を行い、必要に応じて関

係機関等と連携をします。また、医療講演会（情報紙発行を含む）や支援者研修を実施

します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

医療講演会の開催回数 2回 １回 １回 １回 １回 

支援者研修会の開催回数 １回 １回 １回 １回 １回 

 

1188  福福祉祉ササーービビススにに対対すするる苦苦情情相相談談  

 ○障害者やその家族から福祉サービスの苦情について相談を受け、解決に向けて助言や

調査を行います。 

○埼玉県運営適正化委員会（埼玉県社会福祉協議会内）は、社会福祉法第8３条に規定さ

れている機関です。福祉サービスの苦情について相談を受け、解決に向けて助言や調

査、あっせんなどを行います。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

苦情相談の解決に向けた助

言・調査 
継続 → → → → 
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((７７))  日日常常生生活活をを支支ええるる福福祉祉ササーービビススのの充充実実                                  

 

1199  障障害害福福祉祉ササーービビスス基基盤盤のの充充実実  

〇障害者に対して、障害福祉サービス等において適切な支援ができるよう、障害支援区

分認定調査等に加え、管内の支援拠点機関や医療機関等とも連携して支援ニーズを把

握し、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の

関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を進めます。 

◇自立支援給付 

○障害福祉サービスの地域区分の見直し（引き上げ）により、障害福祉サービス事業者の

経営を支援し、安定したサービス提供の推進を図ります。 

 ○訪問系のサービスについては、障害支援区分を勘案し、ケアマネジメントにより利用  

者ニーズを適切なサービスにつなぎ、地域生活の支援を行います。また、サービスに

ついての十分な情報提供に努めるとともに、川口市障害者自立支援福祉計画に基づき、

サービス基盤の整備を推進します。 

○日中活動系のサービスについては、障害者の日中活動の場として生活介護や自立訓練

といった、事業種別に応じた機能充実を図るとともに、川口市障害者自立支援福祉計

画に基づき、必要な施設整備に努めます。また、高齢者施策との連携を図り、高齢化の

課題について検討を進めます。 

◇地域生活支援事業 

○各地域に1か所ずつ整備した地域活動支援センターにおいて、創作的活動又は生産活動

の機会提供及び社会との交流を促進し、活動内容を充実し、きめ細かい支援を行いま

す。 

○入浴の困難な重度障害者の家庭を巡回入浴車が訪問し、入浴のサービスを行うことに

より、障害者の保健衛生の向上を図ります。 

○障害者を介護している家族の一時的な休息を目的とし、障害者の日中における活動の

場を提供することにより、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等必要な支援

を行います。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

地域での暮らしを支えるた

めの居宅における福祉サー

ビスの充実 

継続 → → → → 
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2200  日日常常生生活活用用具具等等のの給給付付    

◇自立支援給付 

○身体の失われた部位、障害のある部分を補うために用いられる補装具（義肢や装具、車

いす等）の購入費又は修理費を支給し、負担の軽減を図ります。 

◇地域生活支援事業  

○日常生活上の便宜を図るため、在宅中の重度障害者に対し、介護・訓練支援用具（特殊

寝台、特殊マット、体位変換器等）、排せつ管理支援用具（ストマ装具等）等を給付又

は貸与します。事業を周知し、障害の特性に合わせた適切な日常生活用具の給付等に

努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

補 装 具 の 購 入 費 又 は 修 理

費の支給による負担軽減 
760件 継続 → → → 

日常生活用具の給付又は貸

与による負担軽減 
12,406件 継続 → → → 

 

2211  生生活活支支援援事事業業  

○寝たきりで常時紙おむつを必要とする障害者に対し、紙おむつを支給し経済的負担の

軽減に努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

紙おむつの支給による負担

軽減（延件数） 
1,193名 継続 → → → 

 

2222  全全身身性性障障害害者者介介助助人人派派遣遣事事業業  

○在宅の全身性障害者に対し、市に登録した介助人を派遣し身体介護（入浴、排せつ、食

事の介助等）・家事援助（食事の調理、洗濯、掃除等）・見守り・外出時の移動の介助

などを行います。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

在宅の全身性障害者に対す

る介助人派遣（延人数） 
10名 継続 → → → 
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2233  ふふれれああいい収収集集事事業業  

○家庭ごみを自ら近隣の集積所に運び出すことが困難な単身世帯の市民を対象に、戸別

収集を実施するとともに、対象者の安否確認を行います。 

※対象者：①65歳以上で、介護保険制度の認定が要介護度１以上の単身者 

     ②障害者手帳を所持している単身者 

     ③その他市長が認める者 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

広報紙「ＰＲＥＳＳ530」へ

の掲載回数 
1回 1回 1回 1回 1回 

 

2244  【【新新規規】】障障害害者者短短期期入入所所施施設設のの充充実実  

○現状、障害者短期入所施設しらゆりの家の利用率は、非常に高い状態で推移しており、

障害者支援施設（入所施設）や共同生活援助（グループホーム）に併設されている短期

入所施設を含めて、利用ニーズに対して施設が不足している状態となっています。 

（仮称）第２しらゆりの家を令和７年度中に開設し、必要な時にレスパイト目的で利

用することができるよう、障害者短期入所施設を充実させていきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

短期入所施設の定員数 35人 37人 58人 60人 66人 

 

2255  
【【一一部部新新規規】】共共生生型型ササーービビススのの導導入入とと介介護護事事業業所所ににおおけけるる障障害害者者支支援援にに

係係るる人人材材のの育育成成  

○介護・障害の共生型サービス提供事業所を拡充することで、介護保険制度の利用対象

年齢になっても、これまでと同じ施設を利用できるようにして、環境の変化によるス

トレスを軽減させていきます。 

 ○介護事業所の職員に対して、障害の特性について理解し、障害者支援に係る職員との

連携を深めるため、川口市自立支援協議会くらし部会等での人材交流と研修の場を設

け、人材の育成を図っていきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

共 生 型 サ ー ビ ス を 提 供 で

きる市内事業所数 
１件 １件 ２件 ３件 ５件 
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2266  介介助助者者のの人人材材育育成成  

○障害者に適切なサービスを提供できるよう、障害者を介護するホームヘルパーを対象

に休日や夜間等の参加しやすい時間帯に研修を開催し、強度行動障害、医療的ケア等

の高度なサービスの知識、スキルの向上に努めます。 

○川口市自立支援協議会暮らしの場連絡会で職員交流・研修を行い、グループホーム職員

等のスキルの向上に努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者居宅サービス技術援

助事業の研修参加者数 
300人 300人 300人 300人 300人 

川口市自立支援協議会暮ら

しの場連絡会の開催数 
3回 3回 3回 3回 3回 

 

2277  【【新新規規】】地地域域生生活活支支援援拠拠点点等等のの充充実実〈〈再再掲掲〉〉  

○今後の短期入所施設のあり方について、障害者短期入所施設「しらゆりの家」をはじめ

として、障害者支援施設やグループホームに併設されている短期入所事業所との協議

の場を設け、医療的ケアを必要とする人の夜間対応、移送手段の確保などについて検

討を進めます。 

○障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、また、現に重度の障害がある人や医

療的ケアを必要とする人等の居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・対応、

体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じ

て充実した形にできるよう、川口市地域生活支援拠点等ネットワーク会議を活用して、

登録された障害者等を受け入れる事業所や必要な環境を事前に整理していくことで、

即時対応が可能な支援体制の構築に取り組んでいきます。また、緊急時には、市が連絡

を受け、相談支援事業所と連携して拠点機能を担う事業所として登録している短期入

所施設に受け入れを依頼します。 

○短期入所施設への入所希望者を速やかに入所に繋げられるよう、障害者相談支援セン

ターの相談支援専門員が空き状況をリアルタイムで検索できるシステムの整備を進め

ます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

地 域 生 活 支 援 拠 点 等 ネ ッ

トワーク会議の開催数〈再

掲〉 

12回 12回 12回 12回 12回 

地 域 生 活 支 援 拠 点 等 ネ ッ

トワークの登録者数 
24人 24人 24人 24人 24人 
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((８８))  地地域域生生活活へへのの移移行行促促進進                                            

 

2288  障障害害者者のの住住ままいいのの確確保保にに係係るる支支援援  

○市営住宅への入居を希望する障害者世帯の抽選時の優遇に配慮するとともに、県営住

宅の情報提供にも努めます。 

○川口市営住宅長寿命化計画に基づき、計画的に市営住宅の建替えを推進し、全戸をバ

リアフリー対応とするとともに、車椅子専用住戸も確保します。 

○障害者を含む住宅確保要配慮者が、民間賃貸住宅への入居を希望した場合、賃貸人の

中には住宅確保要配慮者の入居に拒否感を持つ者も存在し、住居の確保が困難な場合

があるため、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づ

き、賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度（セーフティネ

ット住宅）を行います。 

○賃貸契約による一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希望しているが、

保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等の

支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援します。 

○建築士の協力により、住宅のリフォームや耐震など、安全かつ快適に暮らせる住宅に

改修するための無料建築相談を定期的に開催しています。 

○重度の身体障害者が在宅で生活し続けられるよう、段差の解消など住宅の改造工事に

かかる費用の一部を助成します（介護保険法又は障害者総合支援法の対象外のもの）。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

市営住宅への入居募集 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回 

市営住宅のバリアフリー化 0棟 0棟 0棟 1棟 0棟 

住 宅 確 保 要 配 慮 者 に 対 す

る、セーフティネット住宅

の登録による支援 

継続 → → → → 

住宅を必要としている障害

者に対する、入居に必要な

調整等の支援 

継続 → → → → 

無料建築相談の相談件数 40件 40件 40件 40件 40件 

重度身体障害者（児）居宅改

善整備費助成事業の助成件

数 

1件 1件 1件 1件 1件 
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2299  障障害害福福祉祉ササーービビスス基基盤盤のの充充実実〈〈再再掲掲〉〉  

○障害者が地域生活を送るにあたり、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援などの

支援を行います。 

○自宅での生活が困難な障害者の個々の状況に応じ、入所施設の確保とともに、今後の

需要が見込まれるグループホーム等の整備を進めます。 

○障害者の地域における生活の場となるグループホーム等を整備する事業者に対し、整

備費等の支援を行います。また、グループホーム等の入居待機者を解消するため、新た

な施設整備支援策を検討していくとともに、入所施設への待機者もグループホーム等

の利用が促進できるよう、整備状況や待機者情報を積極的に発信していきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

特定相談支援事業所数 34件 35件 36件 37件 40件 

入所施設の待機者数 124人 119人 114人 109人 ９4人 

 

3300  【【新新規規】】日日中中ササーービビスス支支援援型型ググルルーーププホホーームムのの拡拡充充  

○日中サービス支援型グループホームを拡充することで、常時の支援体制を確保すること等

により、地域生活を希望する者が、地域での生活を継続できるような体制を確保するよう

整備をしていきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

日中サービス支援型グルー

プホームの定員数 
58人 78人 88人 98人 128人 

 

((９９))  生生活活支支援援ののたためめのの施施策策・・制制度度のの推推進進                                      

 

3311  障障害害者者福福祉祉手手当当等等のの給給付付  

○障害により生ずる特別な負担を軽減するため、20歳以上で日常生活に常時特別な介護

を要する在宅の重度障害者に手当を支給します。 

○障害により生ずる特別な負担を軽減するため、20歳未満の在宅重度心身障害児に手当

を支給します。 

○精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを家庭で養育している方に対し、

国から特別児童扶養手当を支給します。 
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評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

20歳 以 上 で 日 常 生 活 に 常

時特別な介護を要する在宅

の重度障害者に対する、特

別障害者手当の支給（延人

数） 

3,646人 継続 → → → 

20歳 未 満 の 在 宅 重 度 心 身

障害児に対する、障害児福

祉手当の支給（延人数） 

2,430人 継続 → → → 

 

3322  福福祉祉手手当当（（市市独独自自））のの給給付付  

○障害により生ずる特別な負担を軽減するため、特別障害者手当及び障害児福祉手当に

該当しない重度の障害者に手当を支給します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

特別障害者手当及び障害児

福祉手当に該当しない重度

の障害者に対する、福祉手

当（市独自）の支給（延人数） 

116,960人 継続 → → → 

 

3333  福福祉祉資資金金のの貸貸付付  

○臨時的な出費によって一時的に生活が窮迫した世帯に対して、無利息で資金を貸し付

け、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としています。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

福祉資金貸付件数 3件 継続  → → → 
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【【取取組組のの方方向向性性】】  

川口公共職業安定所や川口市障害者就労支援センターと連携しながら、障害者が可能

な限り一般就労できるよう、障害の特性に応じた就労支援策を行っていきます。また、障

害者がスポーツ・レクリエーション活動や生涯学習活動への参加を促進するための機会

を提供するとともに、移動手段の確保のための、福祉タクシー・福祉ガソリン利用料金の

助成等、社会参加の支援を行っていきます。  

評価指標 
現状値 

（R5） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者が現在、文化

芸 術 活 動 に 取 り 組

んでいる割合 

47.7％ 51.4％ 55.1％ 58.9％ 70.0％ 

  

    

基基本本目目標標３３  社社会会参参加加のの充充実実  
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((1100))  雇雇用用・・就就労労のの促促進進                                              

 

3344  一一般般就就労労のの促促進進  

○埼玉労働局及び川口公共職業安定所と連携しながら、事業主に対する障害者の法定雇

用率の引き上げをはじめとする関係法令の周知など、市の広報紙やホームページ等を

通じて障害者雇用の理解を深める啓発活動に取り組み、障害者の一般企業への就労を

促進します。 

○川口公共職業安定所で実施しているトライアル雇用の周知に努めるとともに、障害者

就労支援センター及び就労移行支援事業所における関わりや、就職した障害者に対す

るアフターフォローの実施を促進します。 

○川口市障害者就労支援センターの周知に努め、障害者の一般企業への就労を促進し、

定着に向けて支援します。また、職員の資質の向上とセンター機能の充実を図るとと

もに、就労移行支援事業所に対して、障害者就労支援センターによる研修会、実践報告

会を開催し、就労支援に携わる職員相互の資質向上に努めます。 

○障害者雇用促進法の趣旨に基づき、障害者雇用率を遵守しながら、市職員として障害

者の採用を進めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

法定雇用率引き上げの広報

紙への掲載 

引き上げの都度

掲載 
継続 → → → 

就労移行支援事業の利用人

数 
189人 207人 226人 247人 322人 

就労定着支援事業所の利用

人数 
65人 72人 80人 88人 119人 

川口市障害者就労支援セン

ター新規登録者数 
100人 100人 100人 100人 100人 

市職員の障害者雇用率 2.65% 2.9% 3.0% 3.1% 3.4% 

 

3355  障障害害福福祉祉ササーービビスス基基盤盤のの充充実実〈〈再再掲掲〉〉  

○一般企業での就労が困難な障害者に対し、障害の状態や適正に応じて働く時間や仕事

の内容を柔軟に対応させ、自立した日常生活を営むことができるよう、福祉的就労の

場の充実を図ります。また、市内の障害福祉サービス事業所の実情から公と民の役割

を検証し、取り組むべき事業の再確認を進めていきます。 

○障害者の就労訓練の場として就労移行支援や就労継続支援など事業種別に応じた機能

充実を図るとともに、川口市障害者自立支援福祉計画に基づき、必要な 

施設の整備を推進します。 
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評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

就労継続支援事業所の定員

数（①A型②B型） 

①237人 

②833人 

①250人 

②860人 

①285人 

②890人 

①320人 

②920人 

①395人 

②995人 

 

3366  就就労労移移行行支支援援事事業業所所のの拡拡充充  

○就労した当事者と事業所が講話を行う「障害者就労支援シンポジウム」を連絡会、就労

支援センター及び就労移行支援事業所と開催します。 

○就労を希望する障害者が就労できるよう、必要な訓練や就労先の開拓、就労後の職場

への定着支援を行う就労移行支援事業所の整備を、川口市障害者自立支援福祉計画に

基づき推進します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

就労移行支援事業所の定員 220人 230人 240人 250人 280人 

 

3377  【【新新規規】】障障害害者者就就労労施施設設等等ににおおけけるる工工賃賃引引上上げげにに向向けけたた取取組組  

○障害者就労施設等における工賃の引上げに向けて、生産品のPRや共同受注の促進につ

いて取り組んでいきます。  
○障害者アートの作品展示の場を設けられるよう、検討を進めていきます。  

また、実施にあたっては、障害者アート作品のPRに努めます。  

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

工賃引上げに向けた取組 - 
検討 

企画 
実施 継続 → 

障害者週間記念事業（ハー

トフェスタ）でのアート作

品展示回数 

1回 1回 1回 1回 1回 

アート作品展の開催数 - 
検討 

企画 
1回 1回 1回 
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3388  障障害害者者就就労労施施設設等等へへのの物物品品等等のの発発注注促促進進  

○障害者優先調達推進法に基づき、段階的な就労支援として、封入封緘業務や清掃、印刷

業務などを委託することにより、障害者への就労の場を提供します。また、自主生産品

の開発や販路の拡大など、障害者の収入の向上に向けた取組を支援します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者就労支援施設等 

からの物品の調達件数 
29件 30件 31件 32件 35件 

 

((1111))  ススポポーーツツ・・レレククリリエエーーシショョンン、、生生涯涯学学習習のの充充実実                          

 

3399  障障害害者者ススポポーーツツのの振振興興  

○障害者の社会参加やリハビリテーションの観点から行う事業である、障害者のスポー

ツ大会への参加を促進するため､県主催の「彩の国ふれあいピック」をはじめとする各

レクリエーション大会、スポーツ大会等への参加を支援します。 

○障害者が親しむことのできるスポーツ種目の普及に努めながら、障害者アスリートの

パラリンピック大会出場に向けた競技活動等を支援します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者スポーツ大会彩の国

ふれあいピック参加者数 
5人 10人 15人 20人 35人 

 

4400  障障害害者者のの文文化化活活動動へへのの支支援援  

○公民館等の施設において、障害者に学習活動の場を提供し、作品発表の機会を設ける

など障害者の文化活動を支援します。 

○市民の学習機会を充実するため、障害者を含め誰もが参加できる講座の開設などに努

めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

文化祭の開催 33回 継続 → → → 

講座の開催 264回 継続 → → → 
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4411  【【新新規規】】障障害害者者アアーートトのの促促進進  

○障害者アートの作品展示の場を設けられるよう、検討を進めていきます。  
また、実施にあたっては、障害者アート作品のPRに努めます。  

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者週間記念事業（ハー

トフェスタ）でのアート作

品展示回数〈再掲〉 

１回 1回 1回 1回 1回 

アート作品展の開催数 

〈再掲〉 
- 

検討 

企画 
1回 1回 1回 

 

((1122))  障障害害者者のの外外出出支支援援とと移移動動手手段段のの確確保保                                  

 

4422  補補助助犬犬のの普普及及にに関関すするる理理解解のの促促進進  

○障害者の自立と社会参加を促進するため、県で普及に関する理解の促進を行っている

補助犬（耳の不自由な人のための聴導犬、体の不自由な人のための介助犬、目の不自由

な人のための盲導犬）のPRに努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

ホームページへの掲載・ 

チラシの配布 
継続 → → → → 

 

4433  公公共共料料金金のの割割引引等等のの周周知知  

○障害者の外出を支援するため、国もしくは県の施策に基づいて民間事業者が実施して

いる割引制度（公共交通機関の割引制度）の周知に努めます。 

○障害者の自主的な文化活動やスポーツ活動への参加を促進するため、障害者及びその

介護者が市内の公共施設や公共駐車場を利用する場合の使用料等の減免について、周

知に努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

パンフレットの内容点検及

び必要に応じた改訂 
1回 1回 1回 1回 1回 
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4444  移移動動支支援援事事業業  

○単独での移動が困難な障害者に外出のための支援を行い、地域における自立生活及び

社会参加を促進します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

単独での移動が困難な障害

者に対する、外出のための

支援 

42,704時間 継続 → → → 

 

4455  自自動動車車運運転転免免許許取取得得費費等等のの助助成成  

○障害者の就労や社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許取得費及び自動車改

造費を助成します。また、生活圏の拡大を図るため、車いすに乗ったまま乗車できるリ

フト付自動車の貸出を行います。※介護給付費や介護保険法のサービスが優先されます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

自動車運転免許取得費の助

成 
6件 継続 → → → 

自動車改造費の助成 8件 継続 → → → 

 

4466  福福祉祉タタククシシーー・・福福祉祉ガガソソリリンン利利用用料料金金のの助助成成  

○重度心身障害者の外出機会の拡大を図るため、重度心身障害者にタクシー利用料金又

はガソリンの自動車燃料費の一部を助成します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

タクシー券利用率 38.8％ 40.0％ 42.0％ 44.0％ 46.5％ 

ガソリン券利用率 82.6％ 83.0％ 83.5％ 84.0％ 85.0％ 

 

4477  【【新新規規】】障障害害者者手手帳帳ののデデジジタタルル化化  

○障害者手帳の利便性向上に向けて、民間事業者が開発したアプリケーションを活用し

たマイナポータルとの連携により、周囲に気兼ねすることなく、手帳を利用した各種

割引制度が受けられるよう、デジタル化の促進を図っていきます。 

評価指標 
現状値 

（R5見込み) 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者手帳のデジタル化に

つながる周知啓発 
実施 継続 → → → 
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4488  手手話話通通訳訳者者養養成成事事業業  

○手話通訳者を養成することで、聴覚障害者に対する正しい認識を養うとともに、手話

は言語であるという認識に基づいて、手話の普及と技術の向上を図っていきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

登録手話通訳者数 19人 20人 22人 24人 30人 

 

4499  失失語語症症者者向向けけ意意思思疎疎通通支支援援者者のの養養成成  

○失語症のある人の日常生活や支援の在り方を理解し、失語症の人と1対1の会話ができ、

さらに日常生活上の外出場面において意思疎通の支援を行うことができる「失語症者

向け意思疎通支援者」を養成することを目的とします。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

失語症者向け意思疎通支援

者数 
1人 ２人 ２人 ２人 ２人 
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【【取取組組のの方方向向性性】】  

障害の原因となる疾病等の予防と早期発見に努め、適切な療育につなげる支援体制を

充実していく必要があります。また、多様な障害のある子どもや家庭環境等に困難を抱え

た子ども等に対し、適切な発達支援の提供につなげられるよう、児童発達支援センター

が、地域における障害児支援の中核的な役割を担うことで療育相談機能の充実を進めて

いきます。 

さらに、重症心身障害児や医療的ケア児と、その家庭への支援を充実するとともに、保

育所、放課後児童クラブにおける障害児の受け入れを拡充、保育・発達相談、専門家によ

る巡回指導、研修等を通じて保育内容の充実を進めていきます。また、障害の特性や程度

に応じて、一人ひとりの個性を伸ばし、持てる力を最大限に発揮できるよう、特別支援教

育と就学相談の充実を進めていきます。  

評価指標 
現状値 

（R5） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障 害 児 の 保 護 者 が

障 害 者 施 策 に 対 し

て 満 足 し て い る 割

合 

32.7％ 38.9％ 45.1％ 51.4％ 70.0％ 
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((1133))  早早期期発発見見・・早早期期療療育育                                            

 

5500  乳乳幼幼児児健健診診等等をを活活用用ししたた早早期期発発見見  

○乳幼児の発育・発達を確認し疾病や異常の早期発見をするため、3・4か月児健康診査・

10か月児健康診査・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査、歯科のフッ化物塗布を実

施します。 

○乳幼児健康診査未受診者に対し、保健師が家庭訪問等を実施し、お子さんの健康状態

を把握します。発達の遅れや障害が疑われた場合には、早期に小児科医療機関と連携

します。 

○保健師等による母子訪問事業において、お子さんに障害の原因となるような疾病など

がないか健康の状態を確認し、疾病や障害が疑われた場合、早期に専門医療機関や療

育機関に繋げます。 

○妊娠届を出発点とした妊産婦の健康情報を把握するとともに、妊娠出産時の状況によ

り、発達の遅れや障害が疑われる子どもとその保護者には、早期に産科医療機関や小

児科医療機関と連携し、退院後の保健指導を行っています。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

乳幼児健診受診率 95.0% 96.6% 96.6% 96.6% 96.6% 

相談支援に従事する職員を

対象とした研修及び事例検

討会の開催 

（全体） 

6回 

（全体）

6回 

（全体） 

6回 

（全体） 

6回 

（全体） 

6回 

乳幼児健康診査未受診者の

全数把握 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 
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((1144))  発発達達相相談談支支援援                                                

 

5511  【【新新規規】】発発達達にに係係るる相相談談体体制制のの充充実実  

○子どもの発達に不安をもつ保護者が、安心して相談できる相談機関として、「子ども発

達相談センターるるる」を、令和２年４月に開設しました。福祉、教育、保健、医療が

連携し、切れ目のない支援と、発達に特性のある子どもを地域全体で支えるための基

盤整備を行います。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

親子教室の実施回数 216回 216回 216回 216回 216回 

巡回支援事業の訪問回数 110回 110回 110回 110回 110回 

小学校１年生訪問学校数 52校 52校 52校 52校 52校 

 

5522  発発達達障障害害児児支支援援にに係係るる人人材材育育成成  

○自立支援協議会子ども部会において、職員のスキル向上への取組を検討します。また、

障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）の事業所

連絡会等を活用して、人材育成のために研修を実施します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

川口市自立支援協議会子ど

も部会開催回数 
3回 3回 3回 3回 3回 

((1155))  障障害害児児保保育育とと療療育育体体制制のの充充実実                                        

 

5533  放放課課後後児児童童健健全全育育成成事事業業（（放放課課後後児児童童ククララブブ））とと放放課課後後子子供供教教室室のの推推進進  

○研修を通して専門的知識を有する支援員を確保しながら、各小学校に設置している放

課後児童クラブの受け入れ枠を適切に整備し、放課後生活への支援を進めます。 

〇放課後子供教室では、放課後等に子供たちの安全・安心な活動拠点を設け、地域の方々

の参画を得て、学習や様々な体験・交流活動の機会の提供を通じて、子供たちが心豊か

で健やかに育まれる環境づくりを推進します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み）

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

放課後児童クラブの障害児の受け入れ 69人 継続 → → → 

放課後児童クラブのアドバイザー派遣数 15人 20人 20人 20人 20人 
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5544  イインンククルルーーシシブブ保保育育のの推推進進  

○保育所等において入所をしている障害児が、適切な保育を受けられるよう、障害児専

門研修や心理士等専門家による保育所等巡回指導・相談を実施し、障害児への理解を

深め、保育士等の質の向上を図ります。 

○保育所等において発達の遅れや障害のある児童を受け入れ、障害のない児童と同じ集

団の中で生活することで、相互理解を深め、互いの成長、発達を促します。また、保護

者に対しても、障害や子どもの個性への理解の向上を促します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害児専門研修 2回 2回 2回 2回 2回 

公設公営保育所加配職員数 24人 24人 24人 24人 24人 

 

5555  障障害害児児ササーービビスス基基盤盤のの充充実実  

○障害のある児童の日常生活等を支えるため、「児童発達支援」「放課後等デイサービ

ス」「保育所等訪問支援」「居宅訪問型児童発達支援」「障害児相談支援」などの各種

支援を行います。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

発育、発達の状況に応じた

適切な療育を受けられる障

害児サービスの充実 

継続 → → → → 

 

5566  医医療療的的ケケアア児児支支援援のの充充実実  

○保健、医療、福祉、教育等の多分野にまたがる組織で構成した医療的ケア児連絡協議会

において、医療的ケアが必要なお子さんへの支援等について定期的に検討・協議を行

っていきます。 

○医療的ケアが必要なお子さんやそのご家族が抱える不安や、生活の中で抱える問題を

解決する手助けとなるように作成した「医療的ケアが必要なお子さんのための総合支

援ガイドブック」を活用し、ライフステージに応じた相談窓口と支援者とその役割の

周知に努めます。 

○実態調査を通じて、医療的ケアが必要なお子さんやそのご家族のニーズを把握し、今

後の継続的な支援が必要な世帯について、関係各課で連携をとりながらモニタリング

を行っていきます。 

○障害者相談支援センター職員が、埼玉県の主催する医療的ケア児等コーディネーター

養成研修を受講できるよう、支援を行っていきます。 
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 ○障害者相談支援センター等に配置された医療的ケア児コーディネーターにより、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、医療的ケアが必要なお子

さんに対する支援のための地域づくりを推進していきます。 

〇市立小・中学校において、医療的ケア児が保護者の付き添いがなくても適切な医療的

ケアを受けられるよう体制構築に努めています。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

医療的ケア児等コーディネ

ーター配置数 
7人 9人 11人 12人 12人 

医療的ケアが必要なお子さ

んのための総合支援ガイド

ブック改訂 

配布開始 継続 → → → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5577  重重症症心心身身障障害害児児をを受受けけ入入れれるる事事業業所所のの拡拡充充  

○重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所の推進

を図るとともに、児童発達支援事業所連絡会及び放課後等デイサービス事業所連絡学

習会を通して、職員の資質向上の取組や情報交換の場を設定し、対応できる事業所の

確保に努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

重 症 心 身 障 害 児 通 所 施 設

体制整備事業 
継続 → → → → 

 

 

 

川川口口市市医医療療的的ケケアア児児連連絡絡協協議議会会  

医療的ケア児が心身の状況に応じた適切な支援を受けること

ができるよう、医療、保健、教育、保育、福祉などの関係機関

が継続的に地域課題や対応策について検討し情報を共有する

ことで支援に向けた連携を図ります。 

そのための取組として、①アンケート調査や関係

機関からの情報提供による実態調査、②訪問や電

話による相談への対応、③家族支援も含めた施策 

の充実に関する検討を行っています。 
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5588  障障害害児児（（者者））生生活活ササポポーートト事事業業  

○在宅の障害児（者）及び家族の地域生活を支援するため、障害者総合支援法における法

定サービスや地域生活支援事業では提供することが難しい、障害児（者）の一時預か

り、派遣による介護や外出の付き添いなど、本人や家族の必要としているサービスを

提供し、日常生活の負担の軽減に努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

一時預かり、派遣による介護

サービス、送迎サービス、外

出援助サービス（①登録団体

数 ② 利 用 登 録 者 数 ③ 利 用 延

時間数） 

①15団体 

②169人 

③5,328時間 

継続 → → → 

 

5599  わわかかゆゆりり学学園園のの児児童童発発達達支支援援セセンンタターー及及びび保保育育所所等等訪訪問問支支援援のの充充実実  

○障害のある児童に対して、日常生活における基本的動作の指導、知識や技能の付与、集

団生活への適応訓練等、必要な支援を行います。 

○児童発達支援センターが地域の中核機能を担うために、地域の関係機関との連携、ス

ーパーバイズコンサルテーション機能、インクルージョン推進の中核機能を充実させ

ていきます。 

○保育所等訪問支援は専門職員が保育所等を訪問し、児童が集団生活に適応するための

支援を行います。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

通所利用児定員数 40人 40人 40人 40人 40人 

児童発達支援事業所連絡会

の開催 
2回 2回 2回 2回 2回 

 

6600  障障害害児児をを抱抱ええるる保保護護者者へへのの支支援援  

○保育所等に在籍する児童の保護者が、子育てや児童の発達等に関する悩みを心理士等

の専門家に相談し、必要な助言等を行う保育発達相談の実施により、保護者への支援

を行います。保護者から受けた相談は、必要に応じて在籍する保育所等と共有し、連携

しながら対応を図ります。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

保育所等保育発達相談会の

開催 
12回 12回 12回 12回 12回 
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6611  【【新新規規】】地地域域生生活活支支援援拠拠点点等等のの充充実実〈〈再再掲掲〉〉  

○障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、また、現に重度の障害がある人や医

療的ケアを必要とする人等の居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・対応、

体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じ

て充実した形にできるよう、川口市地域生活支援拠点等ネットワーク会議を活用して、

登録された障害者等を受け入れる事業所や必要な環境を事前に整理していくことで、

即時対応が可能な支援の構築に取り組んでいきます。また、緊急時には、市が連絡を受

け、相談支援事業所と連携して拠点機能を担う事業所として登録している短期入所施

設に受け入れを依頼します。 

○関係機関と共有が必要な場合には、「サポート手帳」（埼玉県作成）を配布することで、

障害者本人の生活歴や相談支援の記録等を保護者の方等が書き込んで、必要な情報が

スムーズに取得できるようになります。 

○障害者が必要な制度やサービスを利用しながら、地域で安心して暮らしていくために、

「あんしん生活サポートブック」を川口市自立支援協議会のくらし部会において作成

し、随時内容の見直しを行っていきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

地域生活支援拠点等ネット

ワーク会議の開催数〈再掲〉 
12回 12回 12回 12回 12回 

 

6622  【【新新規規】】重重層層的的支支援援体体制制整整備備事事業業のの本本格格実実施施〈〈再再掲掲〉〉  

○相談支援機関等が地域住民からの相談について、介護や子育て等に関する相談であっ

ても受け止め、個々に応じたつながり続ける支援体制を構築することを目的に、「包括

的相談支援」、「多機関協働」、「参加支援」、「アウトリーチ等を通じた継続的支援」、

「地域づくり」の事業を一体的に実施します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み）

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

「孤独感・孤立感」の地域福祉に関するア

ンケート調査において①「自分には人との

付き合いがないと感じる」②「自分は取り

残されていると感じる」③「自分は他の人

たちから孤立していると感じる」における

「常にある」の回答割合 

①13.9％ 

②3.0％ 

③3.5％ 

－ － 
前回調査 

より減少 
－※ 

アウトリーチ支援員の配置 1人 3人 4人 5人 －※ 

包括的相談支援事業所における他分

野相談受付数 
－ 34件 68件 136件 －※ 

世代・属性を問わない交流の場の数 32カ所 52カ所 72カ所 92カ所 －※ 

 ※川口市地域共生社会推進計画（令和９年度～令和１１年度）において成果指標を設定するため未定。 
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((1166))  特特別別支支援援教教育育のの推推進進                                                

 

6633  特特別別支支援援教教育育のの推推進進  

○研修会や学校訪問を通して、各学校における教育相談・就学相談が計画的、効果的に行

われるよう、教職員への意識啓発や、専門的知識を有する相談員・カウンセラー・スク

ールソーシャルワーカーを増員し、幼児・児童・生徒及びその保護者への相談支援を充

実します。また、一人ひとりの発達や障害の状況に応じて、持っている力を十分に伸ば

すためにはどのような教育が必要かなど、より適正な就学支援の充実を図ります。 

○通常の学級に在籍しながら特定の時間に通級指導教室で指導を受けることのできる通

級指導体制の拡充について、児童生徒の教育的ニーズや県の動向等を踏まえながら、

引き続き県に働きかけます。 

○発達に配慮を要する児童生徒と活動をともにするなど、ふれあいを通して互いを理解

し共に支えあう心のバリアフリーを広められるよう、交流及び共同学習、支援籍学習

を推進します。 

○難聴・言語障害通級指導教室（ことば・きこえの教室）及び発達障害・情緒障害通級指

導教室（そだち・こころの教室）における担当者の研修、保護者との面談、担任との連

絡会を行い、児童生徒の特性や障害の状態に応じた指導及び支援の充実を図ります。 

○特別支援学級の効果的な運営とよりきめ細かな指導を行うため、特別支援学級設置校

に指導補助員を配置します。 

○発達に配慮を要する児童生徒に対する理解を深め、指導の工夫・改善を図るとともに、

より専門的な知識と技術を系統的に修得するため、実践的・体験的な内容を盛り込ん

だ研修会を開催します。また、各学校における特別支援教育の校内研修の充実を図り

ます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

相談担当者の研修開催数 11回 10回 10回 10回 10回 

特別支援教育コーディネー

ター研修開催数 
2回 2回 2回 2回 2回 

通級指導教室における年度

当初待機児童生徒数 
0人 0人 0人 0人 0人 

小中学校の特別支援教育の全

体計画への指導助言率 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

在籍校と通級校の連絡協議

会の開催数 
4回 ３回 ３回 ３回 ３回 

特別支援学級設置校におけ

る特別支援学級等補助員募

集案内の実施 

広報１回 

HP随時 

広報１回 

HP随時 

広報１回 

HP随時 

広報１回 

HP随時 

広報１回 

HP随時 

教職員への特別支援教育に

係る研修開催数 
37回 20回 30回 30回 30回 
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【【取取組組のの方方向向性性】】  

生涯を通じて健康で生き生きとした生活を送れるよう、心の病の早期発見や生活習慣

病の予防など相談や指導体制の充実を図っていく必要があります。 

一方で、障害者が自立した日常生活や社会生活を営むためには、安心して医療機関を受

診できる環境を整備することも重要です。現在、市内の医療機関は概ね整備されていると

考えられます。また、市立医療センターは、地域医療支援病院として地域のかかりつけ医

と密接な連携体制を築き、小児・周産期・救急医療などの専門的な治療を行う機能を担う

ことが期待されています。 

このことから、障害の原因となる妊娠中や分娩時の異常に適切に対処するため、周産期24

医療体制の充実を進めるとともに、乳幼児期における疾病や発達の遅れ、高齢化に伴う疾

病等を早期に発見して適切な治療を行い、障害の予防や軽減、医療費が過度の負担となら

ないよう、経済的負担の軽減策を進めていきます。  

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者が、必要時の医療機関

への受診、日々の適切な健康

管 理 へ の 支 援 に 満 足 し て い

る割合 

- 54.3％ 57.5％ 60.6％ 70.0％ 

 

 

 

  

 
24 妊娠 22 週から出生後 7 日未満までの期間。合併症妊娠や分娩時の新生児仮死など、母体・胎児や

新生児の生命に関わる事態が発生する可能性が高くなる。周産期を含めた前後の期間における医療は、

突発的な緊急事態に備えて産科・小児科双方からの一貫した総合的な体制が必要であることから、特に

「周産期医療」と表現されている。 

基基本本目目標標５５  保保健健・・医医療療体体制制のの充充実実  
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((1177))  保保健健活活動動のの充充実実                                                

 

6644  精精神神保保健健福福祉祉にに関関すするる市市民民向向けけ講講座座等等のの開開催催  

○精神保健福祉に関心のある方を対象に、精神疾患やメンタルヘルスに関して、「こころ

の健康講座」を実施します。また、精神疾患やメンタルヘルスに課題を持つ方の家族を

対象に、疾病について正しく理解し、対応の仕方を学ぶ「家族教室」を実施します。さ

らには、精神疾患やメンタルヘルスに対する知識を地域住民に理解してもらい、誰も

が地域で安心して暮らせるよう「こころのサポーター養成講座」を実施します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

こころの健康講座視聴回数 1,000回 1,000回 1,000回 1,000回 1,000回 

家族教室参加実人数 3８人 40人 40人 40人 40人 

こころのサポーター養成講

座参加実人数 
59人 60人 60人 60人 60人 

 

6655  生生活活習習慣慣病病のの予予防防  

○「がん」は死因の第一位を占め、今後の高齢化により、その数はさらに増えて行くこと

が予測されます。発病者の中には呼吸器や消化器等に機能障害をもち、日常生活を制

限される場合もありますので、早期発見・早期治療につながるよう、がん検診事業の推

進に努めます。 

○本市では、心疾患で亡くなる方が国や県に比べ高い傾向にあり、あわせて若年の方の

生活習慣関連疾患（脳血管疾患や糖尿病）の割合も高くなっています。肢体不自由や心

臓・じん臓などの機能障害等をもって生活する市民が増加しないためにも、健康生活

の維持向上のための情報提供や各種講座などを開催し、啓発に努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

がん検診受診率 13.49％ 
前年値を

上回る 

前年値を

上回る 

前年値を

上回る 

前年値を

上回る 

健康教室への参加人数 3,700人 5,000人 5,000人 5,000人 5,000人 
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6666  障障害害者者歯歯科科健健診診のの実実施施  

○川口歯科医師会と連携を図りながら、対象となる障害者通所施設に訪問し、歯科医師

による歯科健康診査、歯科衛生士による歯科保健指導、フッ化物塗布を実施すること

により、早期の治療につなげていきます。 

○寝たきりや難病、特別障害者手当もしくは障害児福祉手当の受給資格に相当する障害

者・障害児等を対象に、自宅を訪問し、歯科医師による歯科健康診査、歯科衛生士によ

る歯科保健指導を実施することにより、早期の治療につなげていきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障害者通所施設において歯

科健診をした受診者数 
600人 610人 620人 630人 660人 

 

6677  【【新新規規】】改改正正精精神神保保健健福福祉祉法法にに対対応応すするる行行政政機機関関のの体体制制拡拡充充  

○医療保護入院について、家族等がない場合又はその家族等の全員が同意・不同意の意

思を表示することができない場合において、市長同意による入院の手続きを行います。 

〇市長同意による医療保護入院患者等を中心として、面会交流の機会が少ない等の理由

により、第三者による支援が必要と考えられるものに対して、希望に応じて、傾聴や生

活による相談、情報提供等を役割とした訪問支援員を派遣します。 

○医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス等について退院前から相談し、

医療保護入院者が地域生活に移行できるよう、特定相談支援事業者や事業の利用に向

けた相談援助を行う者等、障害福祉課が窓口となり地域援助事業者を紹介します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

市長同意による医療保護入

院の申請の受付け 
50件 継続 → → → 

 

6688  【【新新規規】】精精神神障障害害ににもも対対応応ししたた地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの充充実実  

○精神障害者等が地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができるよう、精

神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進のための協議の場を実施します。 

○地域の関係機関が集まる｢川口市精神保健福祉連絡会」において、精神障害者保健福祉

の具体的な施策の研究・検討を行います。 

○精神疾患の発症や重症化予防につなげるため、「こころサポートステーションＳＯＤ

Ａかわぐち」をショッピングモール内に開設し、若年者等へ医師、公認心理師、精神保

健福祉士等の専門職が早期介入して支援を行います。 

○未治療者や医療中断者、ひきこもり状態の者等に対し、多職種支援チームによる訪問、

来所面接、電話相談を行います。  
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保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、

精神科等医療機関、地域援助者、行政機関等の顔

の見える関係を構築し、地域課題を共有した上で

地域包括ケアシステム構築の実現に向け、連携等

による支援体制の構築を目的として、令和元年度

より年２回開催しています。 

「安心して 帰れる 帰せる 暮らしがつづく 川

口」をテーマとして、課題に取り組んでいます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

若年者早期相談・支援事業

（ こ こ ろ サ ポ ー ト ス テ ー

ションSODAかわぐち）の

延支援回数〈再掲〉 

1,800回 1,800回 1,800回 1,800回 1,800回 

精神障害者ピアサポート講

座参加者数（定員35名）〈再

掲〉 

３６人 ３５人 ３５人 ３５人 ３５人 

普及啓発回数 1回 1回 1回 1回 1回 

精神障害者訪問支援強化事

業（アウトリーチ事業）延支

援人数 

70人 70人 70人 70人 70人 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

((1188))  医医療療体体制制のの充充実実とと経経済済的的負負担担のの軽軽減減                                  

 

6699  周周産産期期医医療療体体制制のの充充実実  

○川口市を中心とした埼玉県南部地域の基幹病院、地域周産期母子医療センターとして、

周産期医療、小児医療の充実を図ります。小児科、新生児集中治療科、小児外科、脳神

経外科、眼科、リハビリテーション科などとの連携、関係医療機関との連携を取りなが

ら、ハイリスク新生児の集中治療・ハイリスク乳幼児の発育発達のフォローアップ、障

害の早期発見、リハビリテーションを推進していきます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

周産期医療体制の充実 継続 → → → → 

 
 
 

川川口口市市ににおおけけるる精精神神障障害害ににもも対対応応ししたた  

地地域域包包括括ケケアアシシスステテムム構構築築推推進進ののたためめのの協協議議のの場場ととはは？？  
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7700  重重度度心心身身障障害害者者へへのの支支援援  

○医療的ケアの必要な重症心身障害児（重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複し

ている児童）者が地域での生活を継続できるよう、相談支援体制の充実を図るととも

に、訪問看護や日中活動の場、短期入所（ショートステイ）、日中一時支援事業などの

サービス基盤の充実、医療機関との連携を図ります。 

○重度心身障害者の経済的・精神的負担の軽減を図るため、医療費の一部を助成します。

窓口負担を無くすことで、対象者の利便性向上を図るため、県内現物給付の対象拡大

に努めるとともに、電子申請手続きの拡充により受給者証の再発行などにおける利便

性の向上を図っていきます。 

○後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の人と、65歳から74歳で一定の障害が

あると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人であり、後期高齢者医療制度の医

療給付を受けることができます。今後も障害のある方へ、健康保険加入の選択肢の一

つとして、周知に努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

重度心身障害者医療費に係

る電子申請受付の拡充 
20％ 25％ 30％ 35％ 50％ 

６ ５ 歳 か ら ７ ４ 歳 で 一 定

の障害があり、後期高齢者

医 療 制 度 に 加 入 し て い る

方への、障害者手帳の更新

期限前の制度の再周知 

12回 12回 12回 12回 12回 

 

7711  自自立立支支援援医医療療のの推推進進  

○心身の障害を除去・軽減するため、障害者総合支援法に基づく自立支援医療（更生医

療、育成医療、精神通院医療）費を支給し、負担軽減を図ります。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

更生医療給付件数 12,959件 継続 → → → 

育成医療給付件数 328件 継続 → → → 

精神通院医療給付件数 11,062件 継続 → → → 
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【【取取組組のの方方向向性性】】  

障害者はもとより、誰もが快適な生活が送れるよう、ユニバーサルデザインの視点に基

づき、障害の特性に配慮した道路や公共施設・都市施設を整備・改善し、バリアフリーの

まちづくりを推進していく必要があります。さらに、障害者が安心して生活を送ることが

できるよう、災害時における避難とその後の必要な支援について、医療的ケアが必要な人の

ための非常用電源の確保など、障害の特性に配慮した防災・防犯対策の充実と交通事故の

防止に結びつくよう、各施策を進めていきます。  

評価指標 
現状値

（R5） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

障 害 者 に と っ て の

川 口 市 の 住 み や す

さ 

33.3％ 37.8％ 42.2％ 46.7％ 60.0％ 

  

    

基基本本目目標標６６  障障害害者者ににととっってて安安全全・・安安心心ののままちちづづくくりり  
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((1199))  ババリリアアフフリリーーののままちちづづくくりりのの推推進進                                

 

7722  ババリリアアフフリリーーののままちちづづくくりりのの推推進進  

○障害者等の住みよいまちづくりを推進するため、バリアフリー法や埼玉県福祉のまち

づくり条例に定める基準に基づくまちづくりを推進します。 

○高齢者、障害者等が安全・安心に暮らせるバリアフリー環境の促進と拡充を図ること

を目的として、川口市バリアフリー基本構想を策定しました。本構想に基づき、本市が

施設設置管理者である、道路、路外駐車場、都市公園並びに建築物のバリアフリー化に

取り組むとともに、学識経験者、障害者団体等の関係者からなる協議会を設置し、事業

の円滑な推進を図ります。 

○歩道の整備及び既存歩道のバリアフリー化を推進し、誰もが通行しやすい、安全で快

適な歩道環境の整備を行います。 

○障害者や高齢者が通行しやすいよう、歩道における違法駐車、違法看板や商品陳列、放

置自転車等の解消に努めます。 

○公園の出入り口の段差の切り下げ、スロープの設置などを推進し、障害者や高齢者が

気軽に利用し、憩える公園の整備や改善を図ります。 

○河川改修にあたって、水辺に近づけるようにスロープを設置するなど障害者の利用に

配慮した親水空間の整備を推進します。 

○土地区画整理事業の施行にあたって、歩道の段差解消、点字ブロックの設置のほか、地

区内に通過車両を入りにくくすることにより、障害者や高齢者に配慮した道路配置に

努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

埼玉県福祉のまちづくり条

例適合建築物数 
7棟 ８棟 ８棟 ８棟 １０棟 

歩道整備及び既存歩道のバ

リアフリー化カ所数 
2カ所 2カ所 2カ所 2カ所 2カ所 

道路不法投棄物撤去業務の

実施 
142回 

150回 

程度 

150回 

程度 

150回 

程度 

150回 

程度 

公園施設のバリアフリー化

カ所数 
2カ所 2カ所 2カ所 2カ所 2カ所 

水辺に近づけるスロープの

設置カ所数 
8カ所 8カ所 10カ所 10カ所 10カ所 
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7733  【【一一部部新新規規】】思思いいややりり駐駐車車場場制制度度のの拡拡充充  

○令和５年11月から、「川口市おもいやり駐車場制度」が「埼玉県思いやり駐車場制度」

に統合されたことに伴い、対象者が拡大されています。対象者となる車いす利用者、障

害者、要介護者、妊産婦、けが人等が、車椅子使用者用駐車区画（3.5ｍ幅）と優先駐

車区画（3.5ｍ未満）に駐車できるよう、窓口での申請手続きにより、即日、利用証を

交付していきます。 

○対象者の利便性を損なわないよう、駐車区画の適正利用に向けた周知啓発を行います。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

制度の周知と複数の課の窓

口での利用証を交付 
継続 → → → → 

 

7744  学学習習・・文文化化活活動動のの場場のの環環境境整整備備  

○出入口のスロープの設置や通路の改善、点字ブロックや障害者トイレの整備・充実な

ど、学習活動の拠点となる公民館等の施設のバリアフリーを推進します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

バリアフリー化実施カ所数 11カ所 11カ所 12カ所 13カ所 15カ所 

 

7755  公公共共交交通通機機関関のの利利便便性性向向上上  

○障害者や高齢者を含め、誰もが安全・安心・快適に移動できる交通環境を整備するた

め、ノンステップバスの導入支援や駅施設におけるホームドアの設置等、公共交通施

設のバリアフリー化を推進します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

市内乗入路線バスのノンス

テップバス導入率 
76.0％ 78.0％ 80.0％ 82.0％ 88.0％ 
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((2200))  防防災災・・防防犯犯対対策策等等のの充充実実                                        

 

7766  【【一一部部新新規規】】災災害害時時のの避避難難体体制制のの整整備備  

○災害時に小中学校や高等学校等の指定避難所での生活を送ることが困難な障害者など

を受け入れる福祉避難所を、地域防災計画に位置づけ、安心して避難生活を送れる環

境を拡充します。 

○障害の特性に配慮した備蓄品の整備や避難支援などを関係機関と協力し、個別避難計

画の作成など、障害者の災害時の支援体制を充実します。 

○聴覚障害者用バンダナを配布し、周囲に自らが障害者であることを伝えることで、支

援が必要であることを認識してもらえるようにしていきます。 

○町会・自治会を単位とした自主防災組織の結成促進及び防災リーダーの育成を行い、

自主防災組織が災害時に地域の障害者、高齢者等の安否確認と避難誘導が行えるよう

啓発するとともに、災害時における市と地域住民との円滑な協力体制を確立します。

また、障害者も参加した防災訓練を各地で実施し、地域で助けあう体制づくりを促進

します。 

○災害時の避難体制の整備について、地域への説明や、広報誌、ホームページ、出前講座

などを通じ、機会を捉えて適切な情報発信に努めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

個別避難計画作成数 30件 80件 180件 500件 4,500件 

 

7777  避避難難行行動動要要支支援援者者登登録録制制度度のの充充実実  

○災害時に支援の必要な障害者等を把握するため、「避難行動要支援者登録制度」への登

録・更新を促進し、災害時に活用できるよう、整備を推進します。また、平常時から要

支援者と接している民生委員・児童委員や消防団、自主防災組織、社会福祉協議会等の

福祉関係者とも連携を図ります。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み）

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

避難行動要支援者登録制度登録者数 4,754名 4,850名 4,950名 5,050名 5,350名 

 

7788  緊緊急急通通報報シシスステテムム事事業業等等  

○聴覚や言語に障害のある方でシステムの利用を希望される場合に、事前に登録するこ

とで、自身の携帯電話のインターネット接続機能を利用して119番通報が行える「緊

急通報システムＮＥＴ１１９」の利用を促進します。 

○緊急時にボタンを押すだけで市が委託する民間の受信センターにつながり、状況に応

じて消防に通報、救急要請などを行います。また受信センターには24時間看護師等が

常駐し、健康相談や生活相談に応じ、定期的に電話による安否確認なども行います。 
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評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

緊急通報システムＮＥＴ１

１９の事業の窓口やホーム

ページを活用した市民への

普及活動の継続 

69人 継続 → → → 

緊急通報システム事業登録

者数 
34人 35人 36人 37人 40人 

 

7799  既既存存建建築築物物耐耐震震改改修修補補助助事事業業のの推推進進  

○戸建住宅及び共同住宅、緊急輸送道路閉塞建築物、一定規模以上の建築物について、国

の補助制度を活用した既存建築物の耐震改修事業を進めます。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

補助金交付件数 

＜診断＞ 

戸建：2件 

共住：2件 

建築：1件 

＜改修＞ 

0件 

＜診断＞ 

戸建：10件 

共住：1件 

建築：1件 

＜改修＞ 

戸建：5件 

＜診断＞ 

戸建：10件 

共住：1件 

建築：1件 

＜改修＞ 

戸建：5件 

＜診断＞ 

戸建：10件 

共住：1件 

建築：1件 

＜改修＞ 

戸建：5件 

＜診断＞ 

戸建：10件 

共住：1件 

建築：1件 

＜改修＞ 

戸建：5件 

 

8800  防防犯犯対対策策のの充充実実  

○犯罪被害を防止するため、防犯カメラの設置及び青色回転灯装備車両の一定の配備を

維持するとともに、防犯教室、防犯キャンペーンなど啓発活動の実施や町会等自主防

犯組織への支援を行い、地域における防犯活動の充実を図り、警察との連携のもとで、

障害者を含め誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

防犯教室実施回数 60回 60回 60回 60回 60回 

 

8811  障障害害者者向向けけのの交交通通安安全全教教室室のの実実施施  

○障害者や高齢者の交通事故防止を図るため、市民に対し交通ルールの遵守と交通マナ

ーの向上などの普及啓発に努めます。 

○障害者向けとして、埼玉県立特別支援学校の生徒（小・中学生）に交通安全教室を実施

しています。 

評価指標 
現状値 

（R５見込み） 

目標値

（R6） 

目標値

（R7） 

目標値

（R8） 

目標値

（R11） 

埼玉県立特別支援学校での

交通安全教室の開催回数 
1回 1回 1回 1回 1回 
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第４章 重点施策 
 

障害者がその能力や個性を最大限に発揮して、その人らしく安心して暮らすことができ

るよう、障害者施策推進のための主要課題を踏まえ、計画期間中、特に重点的に取り組む

施策を重点施策として位置づけます。 

重点施策は、障害者の置かれている状況を踏まえ、アンケート調査や意見交換会を通し

て得られたニーズを把握し、真に求めている重点的な施策を設け取り組みます。 

他の施策と同様に、障害者を含む全ての市民と市、県をはじめとする関係機関が相互に

連携・協働してともにつくり上げていきます。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 障害者と家族の高齢化への対応 

２ 障害者の地域生活⽀援 

３ 障害者の雇用・就労⽀援 

４ 川⼝市障害のあるなしに関わらず 
共に学び成⻑する⼦ども条例に 
基づく取組 
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1 障害者と家族の高齢化への対応             
 

【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

障害者自身の高齢化とともに、介護する家族等の高齢化が進む中、アンケート調査

や意見交換の場で、自身の健康や家族の高齢化への不安を訴える声が、多くあげられ

ました。このことは、各種福祉サービスの基盤整備が進んできた現在においても、依然

として家族による支援が大きな力となっていることを物語っています。 

また、自身が高齢化した場合や自宅で暮らすことができなくなった場合に、施設・グ

ループホームに入りたいとの声も多くあがっています。その一方で「親亡き後」のみな

らず、家族のいるうちに将来を見据えて、障害者が自立できるための支援を始める必

要性についても指摘されています。 

障害者とその家族が抱えている不安を解消するため、グループホームや短期入所施

設の充実を図るとともに、在宅サービスの利用促進、地域生活支援拠点の体験の場の

利用促進、地域における自立した生活の確立のための居住支援などを行います。 

 

【【施施策策】】  

  

10 重層的支援体制整備事業の本格実施 

14 障害に関する総合的な相談体制の充実 

24 障害者短期入所施設の充実 

25 共生型サービスの導入と介護事業所における障害者支援に係る人材の育成 

27 地域生活支援拠点等の充実 

28 障害者の住まいの確保に係る支援 

29 障害福祉サービス基盤の充実 

30 日中サービス支援型グループホームの拡充 

70 重度心身障害者への支援 
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２ 障害者の地域生活支援                 
 

【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

アンケート調査において、市民からは「相談体制の充実」「緊急時の受け入れや医療

機関への連絡等の対応の充実」「いつでも相談できる窓口」「信頼できる相談者」「身近

な相談窓口」を望む声が多くあげられました。 

また、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」の課題があり、現に重度の障害がある

人や医療的ケアを必要とする人等も含め、障害者が住み慣れた地域で安心して生活を

続けられるよう、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機

会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を整備し、障害者の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制の構築が必要です。 

サービス提供方法の改善に引き続き取り組むとともに、必要なときに必要な支援を

受けられるよう、障害者相談支援センターの周知など相談支援体制の充実を図ります。

さらには、ホームヘルパーの研修への参加を促進し、サービス事業所の質の向上に努

めます。 

 

【【施施策策】】  

  

14 障害に関する総合的な相談体制の充実 

19 障害福祉サービス基盤の整備 

25 共生型サービスの導入と介護事業所における障害者支援に係る人材の育成 

26 介助者の人材育成 

27 地域生活支援拠点等の充実 
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3 障害者の雇用・就労支援                
 

【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

アンケート調査によると、就労（福祉的就労を含む）している人は身体障害者が２割

強、知的障害者が５割半ば、精神障害者が４割を占めていました。また、障害者の就労

に必要なこととして、障害に配慮した施設・設備、事業主や職場の仲間の理解など企業

における取組を求める意見が多くあげられました。意見交換の場でも、企業や地域の

障害への理解の重要性があげられました。 

働く意欲のある障害者が可能な限り一般就労し定着できるよう、障害特性に応じた

きめ細かな就労支援を進めるとともに、一般企業での就労が困難な障害者に対し、福

祉的就労の場の充実を図ります。また、障害者就労施設等における工賃の引上げに向

けた取組について、障害者や事業者の意見を取り入れながら、ニーズに見合った施策

を進めていきます。 

 

【【施施策策】】  

  

34 一般就労の促進 

35 障害福祉サービス基盤の充実 

36 就労移行支援事業所の拡充   
37 障害者就労施設等における工賃引上げに向けた取組  

38 障害者就労施設等への物品等の発注促進 
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４ 川口市障害のあるなしに関わらず共に学び成⻑する
⼦ども条例に基づく取組               

 

【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

川口市では、障害のある子どもに対する教育及び保育における差別の解消及び合理

的配慮の提供に関する基本理念並びに市及び市民の役割を明らかにすることにより、

社会的障壁の除去を推進し、インクルーシブ教育及び保育25が実施できる市の実現に

寄与することを目的として「川口市障害のあるなしに関わらず共に学び成長する子ど

も条例」を制定しました（令和５年４月施行）。 

障害のある子どもが教育や保育を受ける上での様々な課題を解決するためには社会

が一体となり、誰ひとり取り残さないという気持ちを持たなければならないものの、

その意識が十分に醸成されているとは言い切れません。 

全ての子どもが共に学び成長するためには、障害の種別や程度に応じて子ども一人

ひとりに寄り添う社会の醸成に最優先で取り組む一方で、行政や市民のそれぞれの役

割を明確にし、果たすべき責務を実行するための目的に特化した環境整備が必要で

す。 

 

【【施施策策】】  

  

4 市民への障害に関する正しい理解の促進 

13 川口市障害のあるなしに関わらず共に学び成長する子ども条例に基づく取組 

53 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）と放課後子供教室の推進 

54 インクルーシブ保育の推進 

55 障害児サービス基盤の充実 

56 医療的ケア児支援の充実 

57 重症心身障害児を受け入れる事業所の拡充 

58 障害児（者）生活サポート事業 

59 わかゆり学園の児童発達支援センター及び保育所等訪問支援の充実 

60 障害児を抱える保護者への支援 

61 地域生活支援拠点等の充実 

62 重層的支援体制整備事業の本格実施 

63 特別支援教育の推進 

 

 

  

 
25 障害のあるなしに関わらず、全ての子どもが共に学び成長する環境において行われる教育及び保育

をいう。 
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第５章 ライフステージに応じた支援 
 

６つの基本目標の展開にあたっては、ライフステージに応じた切れ目のない支援に取

り組みます。 

 

 

 

●母子保健や各種乳幼児健康診査を充実するとともに、埼玉県南児童相談所、医療機関等

の関係機関と連携し、障害の早期発見・早期療育体制の充実を図ります。 

●保育所や幼稚園における交流保育を進めるとともに、日常生活における基本的動作の

指導、知識や技能の付与又は集団生活への適応のための児童発達支援などの充実を図

ります。 

●子育てに疲れたとき一時的に子育てを休むことができるよう、子ども・子育て支援事業

と連携しつつ、日中一時支援事業、在宅重症心身障害児の家族に対するレスパイトケア

事業などのサービスの充実を図ります。 

 

 

 

 

●障害児の特性や能力に応じて教育の機会を保障するとともに、特別支援教育をはじめ

障害児一人ひとりの個性や障害の状況に即した教育の充実を図り、障害児の豊かな人

間性と望ましい人間関係の形成、相談活動を通して障害児への援助・指導に努めます。 

●障害について専門的知識を有する指導員を確保しながら、放課後児童クラブの受け入

れ枠を拡充し、放課後児童の健全育成に努めます。 

●発達障害のある児童生徒の発達及び円滑な社会生活を促進するため、障害を早期に発

見し、専門的な知識を有する職員による支援を行います。 

●学校における就学相談の充実を図るとともに、中学校卒業後の進路について、障害児と

その保護者が安心して相談できる場の確保に努めます。 

●福祉サービスを必要とする子どもに対しては、必要なときに必要なサービスを受けら

れるよう、居宅介護や放課後等デイサービス、短期入所などのサービスの調整を図りま

す。 

●特別支援学校高等部等の卒業後にその人に合った進路として、働く場、訓練の場、日中

活動の場が選択できるよう、保健・医療・福祉・労働の各分野の関係機関との連携を図

ります。 

 

 

  

乳乳幼幼児児期期（（胎胎児児期期・・新新生生児児期期かからら 55 歳歳ままでで））  

就就学学期期（（おおおおむむねね 66 歳歳かからら 1177 歳歳ままでで））  第
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●日常生活を送るために必要なライフスキル26やソーシャルスキル27の訓練ができる場

を充実します。 

●障害者がその適性と能力に応じて就労することにより、自立と社会参加を促進します。

また、一般企業での就労が困難な障害者のための福祉的就労の場の充実を図ります。 

●障害者が地域で生活を送れるよう、身近なところで相談支援が受けられる体制づくり

を推進するとともに、各種福祉サービスの充実を図ります。 

●障害者の社会参加を促進するため、障害者が参加できるスポーツ・レクリエーション活

動や文化活動、生涯学習の機会を提供し、より質の高い生活の向上に努めます。 

 

 

 

 

●障害の重度化を予防するため、リハビリテーション医療の充実を促進するとともに、健

康づくりを支援します。 

●高齢障害者の社会参加を促進するため、障害者やボランティア等が参加して余暇を楽

しむ機会を提供します。 

●生活機能の維持回復や機能低下の防止を図るため、身近なところで相談が受けられる

体制づくりを推進します。また、生活上の介護が必要な人には、介護保険サービスや障

害福祉サービスの利用を促進し、障害の特性に応じた支援に努めます。 

 

 

 

 

●障害者が地域で安心して生活を送れるよう、地域におけるNPOの活動やボランティア

活動を支援するとともに、地域での人と人とのつながりを大切にしながら、障害者に対

して、自然に援助や支援の手がさしのべられる、心の通う福祉のまちづくりを進めま

す。 

●日常生活用具や補装具の支給、自立支援医療などの支援策を推進するとともに、短期入

所事業などの介助者のための支援策を充実し、介護疲れやストレスの解消に努めます。 

●障害者の社会参加を促進するため、保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関が連携

して各種施策・事業を進めるとともに、障害者が地域において安心して医療サービスを

受けられる環境づくりを推進します。 

●障害の種類や程度を問わず希望があれば、住み慣れた地域で安心して生活を送ること

ができるよう、グループホームの整備を推進するとともに、市営住宅の整備や既存住宅

改造の助成等を通して住宅のバリアフリーを促進します。  

 
26 移動や買い物、福祉サービスの利用方法など生きていく術（すべ）のこと。 
27 社会生活を送る上で人との関係を確⽴し、円滑な人間関係を維持するスキル。 

青青年年期期・・壮壮年年期期（（おおおおむむねね 1188 歳歳～～6644 歳歳ままでで））  

高高齢齢期期（（おおおおむむねね 6655 歳歳以以上上））  

生生涯涯をを通通じじてて  
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●誰もが一緒に使えるよう、ユニバーサルデザイン28のまちづくりを推進するとともに、

移動手段の確保やコミュニケーション支援を充実し、あらゆる社会活動への参加を促

進します。 

●地域の安全を守るため、関係機関が連携して支援の必要な人に配慮したきめ細かな防

災・防犯対策を推進します。 

●身寄りのない重度の知的障害者及び精神障害者の判断能力が十分でない場合、不利益

を被らないよう、身の回りに配慮しながら本人の権利を守り、生活を支援する成年後

見制度の利用を促進していきます。 

  

■■ラライイフフスステテーージジにに応応じじたた支支援援  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

    

 
28 文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することがで

きる施設・製品・情報の設計（デザイン）をいう。 

ラライイフフスステテーージジをを
見見据据ええたた支支援援  
［視点］ 

次のライフステージを

見据えた関係機関相互

の連携のあり方  

ラライイフフスステテーージジをを  
通通じじたた支支援援  

［視点］ 

制度や施策、仕組みの構築 
 
乳幼児期 

早期発⾒・早期療育、交流保育、発達⽀援、
日中⽀援、家族⽀援 

 
就学期 

教育、放課後⽀援、専門的な知識を有する職員
の⽀援、相談⽀援、家族⽀援 

 

高齢期 

健康づくり、余暇の充実、相談⽀援、障害の
特性に応じた⽀援  

青年期・壮年期 

ライフスキル・ソーシャルスキルの訓練、 
就労⽀援、福祉的就労の場の充実、 
相談⽀援、障害福祉サービスの充実、 
文化活動、生涯学習の機会の提供 第
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第７期川口市障害者自立支援福祉計画 

第３期川口市障害児福祉計画 

第７期川口市障害者自立支援福祉計画
第３期川口市障害児福祉計画
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第６章 サービス必要量の⾒込み 
 

※本章では、主に「障害者自立支援福祉計画」及び「障害児福祉計画」における障害福祉サ

ービス等の提供体制の整備とともに、サービス必要見込量の設定と見込量確保のための

方策等を定めます。 

 

１ 令和８年度の目標値                
 

国の第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画に係る基本指針や県の方針を踏まえ、

令和８年度末における目標値を次のとおり設定します。 

また、設定した目標値の達成に向けて、既に在宅サービスや福祉施設を利用している人

に加え、特別支援学校の卒業者など、今後サービスの利用が見込まれる人を対象に、自立

訓練や就労移行支援をはじめとする日中活動系サービスの利用や居住系サービスの確保、

訪問系サービスの充実を図り、地域生活において必要となるサービスを具体的に見込みま

す。 

 

（（１１））福福祉祉施施設設のの入入所所者者のの地地域域生生活活へへのの移移行行  

 

[国の基本指針] 

令和８年度末には、 

・令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活に移行 

 

国の基本指針に即して、施設入所から地域生活への移行を推進するため、第７期計画

では令和８年度末における地域生活への移行に関する目標値を設定しました。 

本市において福祉施設に入所している人は、令和４年度末現在で335人となっており、

令和８年度末までに地域生活に移行する人数を入所者数の６％（21人）とし、目標を設

定しました。なお、令和８年度末時点の施設入所者数（定員）については、削減目標は設

定しません。 

設定しない理由については、埼玉県の入所待機者数は年々増加していて、特に強度行

動障害者や重度の重複障害者などによる地域生活が困難な方が多数入所待ちをしている

状況であることから、埼玉県では地域移行の促進と並行して施設整備を行うことになっ

ていることによるものです。 

また、希望する地域で暮らすことができるよう、グループホームなど生活の場の確保・

充実に努めるとともに、体験ができる場の確保や地域生活移行後も充実した生活を送る

ことができるよう、支援体制の整備・充実など、環境整備に取り組みます。 
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項 目 目標値（令和８） 設定方針 

地域生活移行者数 21人 令和４年度末時点の施設入所者数（335人）の６％ 

施設入所者数 －（目標未設定）  

  

（（２２））精精神神障障害害ににもも対対応応ししたた地地域域包包括括ケケアアシシスステテムムのの構構築築  

 

[国の基本指針] 

令和８年度末には、 

・精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数325.3日以上 

・精神病床の１年以上長期入院患者数の減少 

・入院後３か月時点の退院率68.9％以上、入院後６か月時点の退院率84.5％以上、入

院後１年時点の退院率91.0％以上 

 

精神障害者等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、

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する必要があります。そのた

め、第７期計画では、埼玉県が定める目標（国の基本指針のとおり）を踏まえた取組を行

っていきます。 

また、実施にあたっては、地域の医療サービスの体制整備に係る「埼玉県地域保健医療

計画」と連携します。 

 

（（３３））地地域域生生活活支支援援のの充充実実  

 

[国の基本指針] 

・令和８年度末には、地域生活支援拠点等を少なくとも１つ以上確保しつつ、コーディ

ネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、

年１回以上の運用状況の検証・検討 

・令和８年度末には、強度行動障害を有する者に関して、その状況や支援ニーズを把握

し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を構築 

 

障害の重度化や障害者の高齢化に伴う「親亡き後」を見据え、地域で障害者やその家族

が安心して生活ができるよう、支援体制の構築が求められています。また、重度の障害の

ある人や医療的ケアを必要とする人等への対応も必要です。本市では、国の基本指針を

踏まえ、地域の社会資源を最大限に利用しながら、希望する場所で暮らし続けられるよ

う、地域にある複数の機能を活用する面的整備型を整備し、居住支援のための機能（相

談、体験の機会、緊急時の受け入れ、対応、専門性、地域の体制づくり）強化を、川口市

地域生活支援拠点等ネットワーク会議を活用して取り組んでいきます。 
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項 目 
目標値 

（令和８） 
設定方針 

地域生活支援拠点等の確保・充実 １カ所 国の基本指針 

地域 生活 支 援拠 点等 の 運用 状況 に

ついて、年１回以上検証・検討 年12回 

川口市地域生活支援拠点等ネットワ

ーク会議を活用して、運用状況につい

て検証・検討します。 

強度行動障害を有する者に関し、支

援体制の整備 
有 国の基本指針 

  

（（４４））福福祉祉施施設設かからら一一般般就就労労へへのの移移行行等等  

 

[国の基本指針] 

・福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援）を通じた令和８年度中の一般就労移行者数を令和３年度実績の1.28

倍以上。具体的には令和３年度実績に対して、就労移行支援事業は1.31倍以上、就

労継続支援Ａ型事業は1.29倍以上、就労継続支援Ｂ型事業は1.28倍以上（ただし、

令和５年度末において、従前の計画で定めた数値目標が達成されないと見込まれる

場合は、その未達成割合を令和８年度末における目標値に加えた割合以上とする。） 

・就労移行支援事業終了者に占める一般就労への移行者の割合が５割以上の事業所を、

就労移行支援事業所の５割以上 

・就労定着率７割以上の就労定着支援事業所を2.5割以上 

・就労定着支援事業の利用者数を令和３年度実績に対して1.41倍以上 

 

国の基本指針では、令和８年度中における福祉施設から一般就労への移行者を令和３

年度実績の1.2８倍以上、県でも同様とする方針が示されています。 

本市においては、第７期計画においては令和８年度の一般就労移行者数について、未

達成割合を加え、令和３年度末の1.68倍である54人と設定し、公共職業安定所や福祉施

設との連携のもとで、就労移行支援の充実を図り、目標値の達成をめざします。その他の

項目についても、同様に国の基本指針に基づき設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和３年度中の 

一般就労移行者数 

 

【32 人】 

◎就労移行支援 

事業等の充実 

◎雇 用 と福 祉 の 

連 携 に よ る 就 

労支援の充実 

【1.68 倍】 
令和８年度中の 

一般就労移行者数 

 

目標値 

【54 人】 

第
６
章

サ
ー
ビ
ス
必
要
量
の
見
込
み



 - 80 -

項 目 
目標値 

（令和８） 
設定方針 

一般就労への移行者数 54人 令和３年度実績（32人）の1.68倍 

 就労移行支援事業 41人 令和３年度実績（25人）の1.63倍 

 就労継続支援A型 11人 令和３年度実績（ 6人）の1.79倍 

 就労継続支援B型 2人 令和３年度実績（ 1人）の2.01倍 

就労移行支援事業終了者に占める

一般就労への移行者の割合が５割

以上の事業所の割合 

5割 国の基本指針 

就労定着率７割以上の就労定着支

援事業所の割合 
2.5割 国の基本指針 

就労定着支援事業の利用者数 64人 令和３年度実績（45人）の1.41倍 
 

 

（（５５））障障害害児児支支援援のの提提供供体体制制のの整整備備等等  

 

[国の基本指針] 

・重層的な地域支援体制の構築を目指し、児童発達支援センターを１カ所以上設置 

・障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、保育所等訪

問支援を利用できる体制を構築 

・主に重症心身障害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

所を１カ所以上設置 

・医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置、コーディネーターの配置 

 

国の基本指針では、障害児への重層的な支援体制の構築や医療的ケアが必要な重症心

身障害児への対応が求められています。 

本市では、障害児支援の提供体制の確保等に努めていきます。 

 

項 目 
目標値 

（令和８） 
設定方針 

児童発達支援センターの設置 ３カ所 国の基本指針 

保育所等訪問支援事業所の設置 16カ所 国の基本指針 

主に重症心身障害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 
２カ所 国の基本指針 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるための関係

機関の協議の場 
１カ所 国の基本指針 

医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置 12人 国の基本指針 
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（（６６））相相談談支支援援体体制制のの充充実実・・強強化化等等  

 

[国の基本指針] 

・令和８年度末までに、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の

連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターの設置 

・地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会において、

個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組の実施と協議会の

体制確保 

 

国の基本指針では、総合的な相談支援体制を充実・強化するため、地域の相談支援を担

う基幹相談支援センターの設置と地域の相談支援体制の強化を実施する体制の確保、協

議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善などが示されて

います。 

 

項 目 
目標値 

（令和８） 
設定方針 

基幹相談支援センターの設置 設置済・継続 国の基本指針 

協議会における事例検討の実施 継続 国の基本指針 

 

 

（（７７））障障害害福福祉祉ササーービビスス等等のの質質をを向向上上ささせせるるたためめのの取取組組にに係係るる体体制制のの構構築築  

 

[国の基本指針] 

・障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築 

 

国の基本指針では、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障

害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害福祉サービス等が提供できているのか検証し

ていくこととしております。また、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としています。 
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２ 目標達成のためのサービス体系           
 

令和８年度までの目標値を達成するためのサービス体系は、次のとおりです。 

 

（（１１））国国がが定定めめるる基基準準でで実実施施すするるササーービビスス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 居住系サービス ①自立生活援助 

②共同生活援助（グループホーム） 

③施設入所支援 

④地域生活支援拠点等 

２ 日中活動系サービス ①生活介護 

②自立訓練（機能訓練） 

③自立訓練（生活訓練） 

④宿泊型自立訓練 

⑤就労選択支援 

⑥就労移行支援 

⑦就労移行支援（養成施設） 

⑧就労継続支援（Ａ型） 

⑨就労継続支援（Ｂ型） 

⑩就労定着支援 

⑪療養介護 

⑫短期入所（福祉型） 

⑬短期入所（医療型） 

１ 訪問系サービス ①居宅介護（ホームヘルプ） 

②重度訪問介護 

③同行援護 

④行動援護 

⑤重度障害者等包括支援  

４ 相談支援サービス ①計画相談支援 

②地域移行支援 

③地域定着支援  

５ 障害児サービス ①児童発達支援 

②放課後等デイサービス 

③保育所等訪問支援 

④居宅訪問型児童発達支援 

⑤障害児相談支援 

⑥医療的ケア児コーディネーター配置 
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29 

                   30 

                    31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））市市がが行行ううここととがが定定めめらられれてていいるるササーービビスス（（地地域域生生活活支支援援事事業業））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 親など保護者のこと。 
30 発達障害の子どもを育てた保護者が、相談支援に関する一定のトレーニングを受け、同じ親の立場か

ら子育てで同じ悩みを抱える保護者などにグループ相談や子どもの特性などを伝えるサポートブック作

り、情報提供等を行う。 
31 同じような障害（立場や境遇、経験など）を抱えた人同士の支え合いを指す。 

７ 精神障害にも対応した 

地域包括ケアシステム 

①協議の場の設置 

②各種障害福祉サービスの利用 

①総合的・専門的な相談支援 

②基幹相談支援センターによる相談支援体制 

の強化 

③協議会における個別事例を通じた地域の 

サービス基盤の開発・改善 

８ 相談支援体制の 

充実・強化等 

①障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

②障害者自立支援審査支払等システム等の審査 

結果の活用 

③事業所等に対する指導監査の適切な実施 

９ 障害福祉サービス等の 

質の向上 

①理解促進研修・啓発事業 

②自発的活動支援事業 

③相談支援事業 

④成年後見制度利用支援事業 

⑤成年後見制度法人後見支援事業 

⑥意思疎通支援事業 

⑦日常生活用具給付等事業 

⑧手話奉仕員養成研修事業 

⑨移動支援事業 

⑩地域活動支援センター 

⑪専門性の高い意思疎通支援事業  

⑫広域的な支援事業 

⑬その他の事業（任意） 

 ・日常生活支援 

 ・社会参加支援 

６ 発達障害者等への支援 ①ペアレント 29 への支援プログラム等 

②ペアレントメンター30 

③ピアサポート 31 
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３ サービス必要量の⾒込みと確保方策         
 

（（１１））国国がが定定めめるる基基準準でで実実施施すするるササーービビスス  

  

国国のの基基本本指指針針やや県県のの方方針針をを踏踏ままええ、、令令和和６６年年度度かからら令令和和８８年年度度のの見見込込量量をを算算出出ししまま

すす。。  

ななおお、、本本計計画画でで位位置置づづけけるる「「ササーービビススのの見見込込量量」」はは、、計計画画期期間間内内ででのの「「目目安安」」ととななるる

指指標標でですす。。そそののたためめ、、仮仮にに計計画画期期間間中中ににササーービビススのの利利用用がが伸伸びびてて実実績績値値がが見見込込量量をを超超

ええたた場場合合ででもも、、ササーービビススのの利利用用やや事事業業者者のの新新規規開開設設等等をを制制限限すするるここととははあありりまませせんん。。  

 

  

１１  訪訪問問系系ササーービビスス  

訪問系サービスは、障害者数の増加と障害者の高齢化、重度化を背景に利用者数が増

加しています。なお、重度障害者等包括支援については現在利用がない状況です。 

  

【訪問系サービスの確保方策】 

障害者が適切なサービスが受けられるよう、サービス提供事業者に対して障害特性

を理解したヘルパーの確保・養成を促し、きめ細かな介護者への支援と質の高いサービ

スの提供に取り組みます。 

また、相談支援事業所やヘルパー事業所の連携を強化するとともに、サービス更新時

のアセスメントの実施など、適切なサービス利用の調整について取り組みます。 

  

①①居居宅宅介介護護（（ホホーームムヘヘルルププ））  

在宅で介護を必要とする人にホームヘルパーを派遣し、自宅で入浴、排せつ、食事の

介護等を行います。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

時間 12,608 13,686 13,902 14,606 15,346 16,123 

人数 645 678 702 732 764 797 

（注） 実績値は各年 10 月利用分。 

 

②②重重度度訪訪問問介介護護  

重度の肢体不自由者、知的障害者及び精神障害者で常時介護を必要とする人に、自

宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

 

 

  

第
６
章

サ
ー
ビ
ス
必
要
量
の
見
込
み



- 85 - 

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

重度訪問介護 
時間 7,836 9,559 10,481 10,880 11,279 11,678 

人数 19 24 27 28 29 30 

（注） 実績値は各年 10 月利用分。 

  

③③同同行行援援護護  

視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情

報を提供するとともに、移動の援護などを行います。 
  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

同行援護 
時間 1,389 1,879 2,053 2,053 2,053 2,053 

人数 88 101 112 112 112 112 

（注） 実績値は各年 10 月利用分。 

  

④④行行動動援援護護  

知的障害又は精神障害により自己判断による行動が困難で、常時介護を必要とする

人に、外出時の移動の支援や、行動の際に生じる危険を回避するために必要な援護な

どを行います。 
  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

行動援護 
時間 2,334 2,576 3,020 3,102 3,185 3,271 

人数 80 91 111 114 117 120 

（注） 実績値は各年 10 月利用分。 

  

⑤⑤重重度度障障害害者者等等包包括括支支援援  

重度の障害により介護を必要とする人に、サービス等利用計画に基づき、居宅介護

等複数のサービスを包括的に行います。 
  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

重度障害者等 

包括支援 

時間 0 0 0 0 0 0 

人数 0 0 0 0 0 0 
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２２  日日中中活活動動系系ササーービビスス  

日中活動系サービスでは、令和３年度、令和４年度をみると、生活介護、自立訓練（生

活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（A型、B型）、就労定着支援、短期入所（福祉型、

医療型）など多くのサービスで増加傾向となっています。なお、就労移行支援（養成施

設）については、現在利用がない状況です。 

  

【日中活動系サービスの確保方策】 

障害者の日中活動の場として生活介護や自立訓練といった、事業種別に応じた機能

充実を図るとともに、必要な施設整備に努めます。また、高齢者施策との連携を図り、

高齢化の課題について検討を進めます。 

  

①①生生活活介介護護  

常に介護を必要とする人に、昼間、障害者支援施設等において、食事、排せつ等の介

護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

 

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活介護 
人日分 17,673 17,518 18,438 18,841 19,253 19,675 

人数 904 914 946 968 990 1,013 

 うち重度障害者 人数 152 181 202 207 211 216 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 

 

②②自自立立訓訓練練（（機機能能訓訓練練））  

障害者が自立した日常生活又は社会生活を送れるよう、一定期間、身体機能や生活

能力の向上のために必要な機能訓練を行います。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日分 120 125 102 116 116 116 

人数 10 11 8 10 10 10 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 
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③③自自立立訓訓練練（（生生活活訓訓練練））  

障害者が自立した日常生活又は社会生活を送れるよう、一定期間、生活能力の向上

のために必要な生活訓練を行います。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日分 304 470 635 649 663 667 

人数 19 28 46 55 64 73 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 

  

④④宿宿泊泊型型自自立立訓訓練練  

障害者に、居室等の設備を利用した、家事等の日常生活能力を向上させるための支

援、生活等に関する相談、助言等の必要な支援を行います。 

 

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

宿泊型自立訓練 
人日分 62 62 31 31 31 31 

人数 2 2 1 1 1 1 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 

 

⑤⑤就就労労選選択択支支援援  

障害者本人の希望や、就労能力、適性等に合ったより良い就労先・働き方の選択がで

きるよう、就労アセスメントの手法を活用した支援を行います。 

令和７年10月から開始される予定のサービスです。令和７年度と令和８年度の見込

み量は、就労移行支援又は就労継続支援の利用人数を勘案し、見込量を算出しました。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

就労選択支援 人数 - - - - 93 186 
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⑥⑥就就労労移移行行支支援援  

一般企業への就労を希望する障害者に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上

のための必要な訓練を行います。 
  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

就労移行支援 
人日分 2,815 3,067 3,790 4,129 4,499 4,902 

人数 156 175 207 232 260 292 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 
 

⑦⑦就就労労移移行行支支援援（（養養成成施施設設））  

視覚障害者に対し、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の国家資格を取

得することを目的にサービスを提供します。 

令和４年度以降は利用実績がなく、また、サービス利用対象者が限定的であること

から下記のとおり見込み量を算出しました。 
 

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

就労移行支援 

（養成施設） 

人日分 39 0 0 0 0 0 

人数 2 0 0 0 0 0 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 
 

⑧⑧就就労労継継続続支支援援（（AA型型））  

一般企業への就労が困難な障害者に働く場を提供するとともに、生産活動の機会の

提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 

事業所内において雇用契約に基づき就労の機会が提供され、これらの経験を積むこ

とで一般就労に必要な知識・能力が高まった場合には、一般就労に向けた支援が提供

されます。 
 

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日分 3,369 3,846 4,367 4,888 5,409 5,930 

人数 171 203 230 257 284 311 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。   
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⑨⑨就就労労継継続続支支援援（（BB型型））  

A型と同じ趣旨で支援を行いますが、雇用契約は結ばず、就労の機会が提供されます。

これらを通じて、就労に必要な知識・能力が高まった場合は、一般就労に向けた支援が

提供されます。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日分 12,980 13,410 14,551 15,411 16,322 17,287 

人数 794 836 871 912 955 1,001 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 

  

⑩⑩就就労労定定着着支支援援  

一般就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支

援を行うサービスを提供します。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

就労定着支援 人数 45 61 71 89 113 142 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

  

⑪⑪療療養養介介護護  

医療を必要とし、常に介護を必要とする人に、昼間、病院等において、機能訓練、療

養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活上の世話を行います。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

療養介護 
人日分 1,492 1,430 1,456 1,456 1,456 1,456 

人数 49 48 47 47 47 47 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 
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⑫⑫短短期期入入所所（（シショョーートトスステテイイ））：：福福祉祉型型  

自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間施設に入所し、入浴、排せつ、食事の

介護などを行います。 

令和６年度から令和８年度の見込量は、令和３年度から令和５年度の利用実績から

の伸び率に基づき、算出しました。あわせて、利用者や家族等の負担を軽減するため、

（仮称）第２しらゆりの家の整備に努めるなどの量的確保を図ります。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

短期入所 

（福祉型） 

人日分 845 1,020 1,040 1,052 1,178 1,190 

人数 118 153 179 181 202 204 

 うち重度障害者 人数 25 43 55 56 62 63 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 

 

  

⑬⑬短短期期入入所所（（シショョーートトスステテイイ））：：医医療療型型  

自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間施設に入所し、入浴、排せつ、食事の

ほか、必要な医療的ケアや介護などを行います。 

令和６年度から令和８年度の見込量は、令和３年度から令和５年度の利用実績から

の伸び率に基づき、算出しました。 

 

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

短期入所 

（医療型） 

人日分 33 51 48 48 48 48 

人数 7 12 10 10 10 10 

 うち重度障害者 人数 5 6 8 8 8 8 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 
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３３  居居住住系系ササーービビスス  

居住系サービスでは、令和３年度、令和４年度をみると、共同生活援助（グループホー

ム）の利用が増加しています。なお、自立生活援助については、現在利用がない状況で

す。 
 

【居住系サービスの確保方策】 

障害者の地域における生活の場となるグループホーム等を整備する事業者に対し、

整備費等の支援を行います。また、入所施設への待機者もグループホーム等の利用が促

進できるよう、整備状況や待機者情報の発信に引き続き取り組みます。 

  

①①自自立立生生活活援援助助  

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する障害者に対

して、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な

巡回訪問や随時の対応により、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行うことのほ

か、定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、

メール等による随時の対応も行います。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立生活援助 人数 0 0 0 0 0 0 

  

②②共共同同生生活活援援助助（（ググルルーーププホホーームム））  

障害者に対し、夜間や休日に共同生活を行う住居において、相談その他日常生活上

の援助を行います。共同生活援助には、必要な介護サービスをグループホーム職員が

提供する「介護サービス包括型」、外部の事業者が提供する「外部サービス利用型」が

あります。また障害の重度化や障害者の高齢化に対応できるよう常時の支援体制を確

保した「日中サービス支援型」があります。 

令和６年度から令和８年度の見込量は、令和３年度から令和５年度のサービスの利用

状況と、入所待機者のうちグループホームへ入居可能な障害者を勘案し、算出しました。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

共同生活援助 

(グループホーム) 
人数 425 471 548 584 620 656 

 うち重度障害者 人数 27 40 47 50 53 56 

（注）  実績値は各年 10 月利用分。 
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③③施施設設入入所所支支援援  

在宅の生活が困難な障害者に対し、施設において夜間や休日に入浴、排せつ、食事の

介護等を行います。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設入所支援 人数 331 336 335 335 335 335 

（注） 実績値は各年 10 月利用分。 

 

④④地地域域生生活活支支援援拠拠点点等等  

障害の重度化や障害者の高齢化に伴う「親亡き後」を見据え、また、現に重度の障害

がある人や医療的ケアを必要とする人等も含め、地域で障害者やその家族が安心して

生活ができるよう、居住支援のための機能（相談、体験の機会、緊急時の受け入れ、対

応、専門性、地域の体制づくり）強化を図ります。 

 

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域生活支援拠点等       

 設置数 カ所 1 1 1 1 1 1 

 
コーディネータ

ー配置数 
人数 0 0 0 3 3 3 

 
機能の検証及び

検討の実施回数 
回数 8 12 12 12 12 12 
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４４  相相談談支支援援ササーービビスス  

計画相談支援の利用人数は障害福祉サービスの利用者数の増加に伴い、増加していま

すが、地域移行支援と地域定着支援の利用は少なくなっています。 

  

【相談支援サービスの確保方策】 

相談支援事業所連絡会や市内障害者施設団体連絡協議会との連携を強化し、相談支

援体制の拡充を図ります。また、関係機関や団体との情報交換会や事例検討会を開催

し、アウトリーチによる積極的な支援が実践できるよう、支援者の資質向上に努めてい

きます。 

  

①①計計画画相相談談支支援援  

障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する全ての障害者を対象に、支給決定時

のサービス等利用計画・障害児支援利用計画案の作成やサービス事業者との連絡調整、

モニタリング32を行うものです。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 人数 1,965 2,035 2,107 2,182 2,259 2,339 

（注） 実績値は各年 10 月利用分。 

 

②②地地域域移移行行支支援援  

施設入所者や退院可能な精神障害者が地域生活へ移行するにあたって、地域生活の

準備等の支援を行うとともに、その後の生活の安定や定着につながるよう関係機関へ

の支援を働きかけます。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域移行支援 人数 1 2 0 10 10 10 

（注） 実績値は各年 10 月利用分。 

 

    

 
32 社会福祉援助の実践の過程で、その実行状況を観察し点検すること。援助実践の内容や効果、課題

の達成はできているか、利用者は満足しているかなどを定期的に吟味し見直しをする。 
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③③地地域域定定着着支支援援  

単身の人や家庭の状況などにより支援を受けられない人が、安定した地域生活を定

着させるための相談支援を行います。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域定着支援 人数 0 2 0 1 1 1 

（注） 実績値は各年 10 月利用分。 
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５５  障障害害児児ササーービビスス  

障害児サービスでは、令和３年度及び令和４年度は、放課後等デイサービス、保育所等

訪問支援が、大きく増加傾向となっています。なお、居宅訪問型児童発達支援について

は、現在利用がない状況です。 

 

【障害児サービスの確保方策】 

児童福祉法に基づき、障害児が安心して地域で生活していくために必要なサービス

を関係機関と連携しながら提供します。 

また、障害児サービスの周知を引き続き図るとともに、事業所の確保に取り組みま

す。 

  

①①児児童童発発達達支支援援  

障害のある児童に対し、日常生活における基本的動作の指導、知識や技能の付与又

は集団生活への適応のための訓練を行います。 

なお、障害のある児童が医療に対応できる施設に通所することで、訓練と合わせて

治療を行う医療型児童発達支援は、令和６年度より児童発達支援に統合されます。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 
人日分 7,041 7,444 8,637 9,626 10,685 11,862 

人数 655 760 886 1,036 1,205 1,403 

医療型児童発達 

支援 

人日分 33 17 37 － － － 

人数 4 3 5 － － － 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 

 

②②放放課課後後等等デデイイササーービビスス  

通学中の障害のある児童を対象に、放課後や夏休み等について、生活能力向上のた

めの訓練等を行います。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

放課後等デイ 

サービス 

人日分 14,194 15,482 16,742 18,183 19,748 21,447 

人数 1,109 1,261 1,383 1,545 1,725 1,927 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 
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③③保保育育所所等等訪訪問問支支援援  

専門の児童指導員や保育士が、保育所などを訪問することで、障害のある児童や施設

職員に対して、障害のある児童が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

保育所等訪問 

支援 

人日分 79 92 123 154 192 241 

人数 57 64 82 99 118 142 

（注）１ 実績値は各年 10 月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 

  

④④居居宅宅訪訪問問型型児児童童発発達達支支援援  

障害のある児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導、知識や技能

の付与等の支援を行います。 

令和６年度から令和８年度の見込量は、令和6年度において児童発達支援センターの

機能強化を検討し、事業が実施可能となった場合、令和7年度から対象者1人の週１回

利用を想定し、算出しました。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅訪問型児童 

発達支援 

人日分 0 0 0 0 4 4 

人数 0 0 0 0 1 1 

（注）１ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。  
  

⑤⑤障障害害児児相相談談支支援援  

障害のある児童が障害福祉サービスを利用する前に障害児支援利用計画を作成する

とともに、一定期間ごとにモニタリングを行います。 

令和６年度から令和８年度の見込量は、障害児相談支援事業所が2事業所減となった

ことによる相談支援実績の減と、令和6年度から令和8年度の放課後等デイサービスの

見込み量を勘案し、算出しました。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害児相談支援 人数 551 641 589 658 735 821 

（注）1 実績値は各年 10 月利用分。 
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⑥⑥医医療療的的ケケアア児児ココーーデディィネネーータターー配配置置  

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関係機関が連携を図るための協議の場を設

けるなかで、医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支

援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等を配置します。 

  

サービス種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

医療的ケア児 

コーディネー 

ター配置 

人数 3 3 8 9 11 12 
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６６  発発達達障障害害者者等等へへのの支支援援  

発達障害児やその保護者等への支援になります。 

 

【発達障害者等への支援の確保方策】 

児童の発達の特性による行動等に困っていて、子育てを難しいと感じている保護者

を対象として、よりよい親子関係の構築を目標に、ペアレントプログラムやペアレント

トレーニングなどを実施します。 

ペアレントメンター、発達障害者のピアサポート活動についても、養成方法並びに、

活動内容等について検討を進めて参ります。 

  

①①ペペアアレレンントトへへのの支支援援ププロロググララムム等等  

発達障害児の保護者等が、発達障害の行動特性を理解し、必要な知識や方法を学び、

子育てへの適切な対応ができるようにするとともに、子育ての仲間づくりの場として、

ペアレントプログラムやペアレントトレーニングなどを実施します。 

  

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレントへの支援 

プログラム等 
      

 受講者 人数 22 23 35 36 36 36 

 実施者 人数 11 11 13 13 13 13 

 

②②ペペアアレレンントトメメンンタターー  

発達障害児を育てた経験を持つ保護者が、その経験を活かし、同じ悩みを抱える保

護者への支援を行えるよう、埼玉県から業務委託されている埼玉県自閉症協会が実施

する養成研修や交流相談会、派遣事業について、市がホームページへの掲載と窓口で

のチラシの配布により、周知を行います。 

  

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレントメンタ

ー養成研修修了者

（市内在住） 

人数 4 4 4 4 4 4 
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③③ピピアアササポポーートト活活動動  

発達障害に関する情報交換等を通じて、互いに支え合うため、発達障害を抱える本

人同士や発達障害児を持つ保護者同士が集まる場を設けます。 

  

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ピアサポート活動 

への参加者 
人数 0 102 108 105 105 105 
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７７  精精神神障障害害ににもも対対応応ししたた地地域域包包括括ケケアアシシスステテムム  

精神障害者等が地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができるよう、

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

 

【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの確保方策】 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを推進するため、保健・医療・福祉関係

者による協議を実施し、精神障害のある人の地域移行、地域定着に向けて取り組んでい

きます。 

 

①①協協議議のの場場のの設設置置  

精神障害者等が地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができるよ

う、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進のための協議の場を実施

します。 

 

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

協議の場の設置       

 協議の場の開催 回数 2 2 2 2 2 2 

 協議の場への参加 人数 10 10 10 10 10 10 

 
目標設定及び評価の実施

回数 
回数 2 2 2 2 2 2 

 

②②各各種種障障害害福福祉祉ササーービビススのの利利用用  

精神障害者の地域での生活を支えるため、各障害福祉サービスを提供します。 

 

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

各種障害福祉サービスの利用       

 地域移行支援 人数 1 0 0 10 10 10 

 地域定着支援 人数 0 1 0 1 1 1 

 共同生活援助 人数 131 150 182 193 204 217 

 自立生活援助 人数 0 0 0 0 0 0 

 自立訓練（生活訓練） 人数 16 21 34 39 46 53 
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８８  相相談談支支援援体体制制のの充充実実・・強強化化等等  

障害の程度に関わらず、障害者が地域で自立した日常生活を送ることができるよう、

障害福祉サービスの適切な利用を支え、各種ニーズに対応することができる相談支援体

制の構築を進めます。 

 

【相談支援体制の充実・強化等の確保方策】 

相談支援事業所連絡会や地域を分割しての地区会などを通じて、制度の周知や個別

の支援に関わるケース検討会議を開催し、支援者のスキル向上に努めるとともに、相談

支援体制の充実・強化を図ります。 

 

①①総総合合的的・・専専門門的的なな相相談談支支援援（（基基幹幹相相談談支支援援セセンンタターーのの設設置置））  

サービス利用者の生活状況を定期的に把握・確認し、必要に応じたサービス提供を

行うため、総合的・専門的な相談支援を実施します。 

 

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基幹相談支援セン

ターの設置数 
設置数 10 10 10 10 10 10 

 

②②基基幹幹相相談談支支援援セセンンタターーにによよるる相相談談支支援援体体制制のの強強化化  

基幹相談支援センター及び保健所において、地域の相談支援事業者への専門的な指

導・助言を行います。また、地域の相談支援事業所を対象にした研修等を行います。 

川口市自立支援協議会における個別・地域課題への検討を通じて、地域の相談機関

とのネットワークを形成し、連携強化を図ります。 

 

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基幹相談支援センターに 

よる相談支援体制の強化 
      

 指導・助言 件数 156 156 156 270 270 270 

 人材育成の支援件数 件数 1 1 1 1 1 1 

 連携強化の取組回数 回数 12 12 12 12 12 12 

 個別事例の検討回数 回数 427 451 470 490 510 530 

 
主任相談支援専

門員の配置数 
配置数 3 3 5 10 10 10 
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③③協協議議会会ににおおけけるる個個別別事事例例をを通通じじたた地地域域ののササーービビスス基基盤盤のの開開発発・・改改善善  

基幹相談支援センターを中心とした協議会において、地域の障害者の個別事例等を

通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて地域における障害者

の支援体制の整備につなげていくため、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の

開発・改善等を行うとともに、その体制を確保します。 

  

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

協議会における個別事例を

通じた地域のサービス基盤

の開発・改善 

      

 
事例検討実 

施回数 
回数 0 0 0 4 4 4 

 
参加事業者・ 

機関数 
事業者数 22 22 22 22 22 22 

 
専門部会の 

配置数 
配置数 4 4 4 4 4 4 

 
専門部会の 

実施回数 
回数 12 12 12 12 12 12 
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９９  障障害害福福祉祉ササーービビスス等等のの質質のの向向上上  

質の高い専門的な障害福祉サービス等の提供を図るため、事業者や職員の資質向上を

図る取組を実施します。 

【障害福祉サービス等の質の向上の確保方策】 

市職員が、障害者総合支援法の具体的内容を理解するため、県が実施する障害福祉サ

ービス等に係る研修に参加することで、障害福祉サービス等の利用状況の把握や、障害

者等が真に必要とするサービスの把握に努めます。 

また、適正な運営を行う事業所の確保を行うための体制の構築の検討に取り組みます。 

 

①①障障害害福福祉祉ササーービビスス等等にに係係るる各各種種研研修修のの活活用用  

埼玉県が実施する障害者福祉サービス等に係る各種研修会に参加します。 
  

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

各種研修への参加 人数 14 29 29 29 29 29 

 

②②障障害害者者自自立立支支援援審審査査支支払払等等シシスステテムム等等のの審審査査結結果果のの活活用用  

障害者自立支援審査支払等システム等の審査結果を分析し、その結果をもとに事業

者への適切な指導を行います。 

 

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

審査結果を共有 

する体制 

有無 無 無 有 有 有 有 

回数 － － 1 1 1 1 

  

③③事事業業所所等等にに対対すするる指指導導監監査査のの適適切切なな実実施施  

指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査を

適切に行います。 
  

種別 

第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

指導監査の実施 回数 157 192 230 160 160 160 

結果を共有する 有無 無 無 有 有 有 有 

体制 回数 - - 1 1 1 1 
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（（２２））市市がが行行ううここととがが定定めめらられれてていいるるササーービビスス（（地地域域生生活活支支援援事事業業））  

地域生活支援事業は、障害者総合支援法第77条に基づき、障害者及び障害児が地域で自

立した日常生活や社会生活（就労等）を営むことができるよう、本市の社会資源や利用者

の状況に応じて柔軟に実施する事業です。 

 

相談支援事業を中心とする地域生活支援事業の提供体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 は必須事業     は任意事業 

 

障害者（必要なものを組み合わせて利用） 

介護給付費 

訓練等 

給付費 

補装具費 

市 民 

障害福祉サービスを利用したい。家族として相談したい。 

地域で自立した生活を営むための支援を受けたい。等 

自立支援 

医療費 

障害児通所

給付費 

成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度利用支援事業 

自発的活動支援事業 

理解促進研修・啓発事業 

手話奉仕員養成研修事業 

意思疎通支援事業 

他 

広域的な支援事業 

日常生活用具給付等事業 

移動支援事業 

日常生活支援 

社会参加支援 

他 

児童福祉法 

による給付 専門性の高い意思疎通支援事業 

連携 

 

情報の提供 

サービス受給者証 

の発行（市）等 

※基幹相談支援センター（10 カ所）・市 

（各種相談に対して事業者間・市で連携） 

※障害者相談支援センター 

川口市自立支援協議会 
 

（むすぶ部会・くらし部会・日中活動部会・こども部会） 

構成機関（市、基幹相談支援センター、サービス事業者、 

保健・医療機関、障害当事者団体等）  

地域生活支援事業 自立支援給付 

地域活動支援センター 
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【地域生活支援事業の確保方策】 

本市の実情や利用者の状況を勘案し、地域生活支援事業に関わるサービス提供体制

や、全ての障害に対応した、実効性のある障害者ケアマネジメントが行える相談支援体

制をつくり、当事者の生活を支援する仕組みを確保します。 

障害者の理解促進、啓発や、自発的活動に対する支援だけでなく、相談支援体制、成

年後見制度、意思疎通支援や移動支援等、市民生活を支える地域生活支援事業にきめ細

やかに取り組んでいきます。 

  

①①理理解解促促進進研研修修・・啓啓発発事事業業  

障害者の「社会的障壁（バリア）」を解消するため、地域の住民を対象に、障害のあ

る方に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行うもの

です。 

  

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓発事業 継続 継続 継続 継続 継続 継続 

  

②②自自発発的的活活動動支支援援事事業業  

障害者やその家族、地域住民などが地域において自発的に行う各種の活動を支援し

ます。 

  

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自発的活動支援事業 継続 継続 継続 継続 継続 継続 

  

③③相相談談支支援援事事業業 

障害者が自立した生活を送れるよう、障害者の生活や障害福祉サービスの利用など

について、障害者や家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行いま

す。また、虐待の防止や早期発見のため、関係機関との連絡調整、障害者等の権利擁護

のために必要な援助を行うなど、市内10地区（中央、横曽根、青木、南平、新郷、神

根、芝、安行、戸塚、鳩ヶ谷）にそれぞれ1カ所設置された障害者相談支援センター（基

幹相談支援センター）を中心に、関係事業所と連携しながら総合的・継続的に支援しま

す。 

また、カ所数については、地区ごとに1カ所の障害者相談支援センターを置く体制を

維持することとしました。 
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  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

相談支援事業       

 

障害者相談支援事業 (実施カ所数) 10 10 10 10 10 10 

基幹相談支援センター (実施カ所数) 10 10 10 10 10 10 

基幹相談支援センター等機能強化事業 (実施カ所数) 10 10 10 10 10 10 

住宅入居等支援事業 (実施カ所数) 1 1 1 1 1 1 

  

④④成成年年後後見見制制度度利利用用支支援援事事業業  

重度の知的障害者及び精神障害者が成年後見制度を利用する場合、申立てに要する

経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。 
  

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

成年後見制度利用支援事業 (延利用者数) 13 12 13 14 15 16 

  

⑤⑤成成年年後後見見制制度度法法人人後後見見支支援援事事業業  

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

制を整備することで、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 
  

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

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 

  

⑥⑥意意思思疎疎通通支支援援事事業業  

意思疎通を図ることに支障がある障害者に対し、手話通訳者や要約筆記者を派遣す

る事業及び手話通訳者を設置する事業を推進します。 
  

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 

（見込み） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

意思疎通支援事業       

 

手話通訳者派遣事業 (延利用者数) 1,504 1,403 1,500 1,550 1,550 1,550 

要約筆記者派遣事業 (実利用者数) 31 37 37 41 45 49 

手話通訳者設置事業 (実設置者数) 1 1 1 1 1 1 
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⑦⑦日日常常生生活活用用具具給給付付等等事事業業  

日常生活上の便宜を図るため、在宅中の重度障害者に対し、介護・訓練支援用具（特

殊寝台、特殊マット、体位変換器等）、排せつ管理支援用具（ストマ装具等）等を給付

又は貸与します。 

  

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

日常生活用具給付等事業       

 

介護・訓練支援用具 (給付件数) 15 15 15 15 15 15 

自立生活支援用具 (給付件数) 55 49 49 46 44 41 

在宅療養等支援用具 (給付件数) 77 79 79 80 81 82 

情報・意思疎通支援用具 (給付件数) 65 62 62 61 59 58 

排泄管理支援用具 (給付件数) 12,110 11,952 11,952 11,952 11,952 11,952 

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)  (給付件数) 6 6 6 6 6 6 

 

⑧⑧手手話話奉奉仕仕員員養養成成研研修修事事業業  

聴覚障害者の社会生活におけるコミュニケーションの確保を図るために、手話ので

きる市民の養成を行います。手話奉仕員養成研修事業は、登録手話通訳者養成事業の 

「入門・基礎コース」と同じです。 

  

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

手話奉仕員養成研修事業 人数 8 10 10 10 10 10 
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⑨⑨移移動動支支援援事事業業  

単独での移動が困難な障害者に外出のための支援を行い、地域における自立生活及

び社会参加を促進します。 

障害特性やニーズに対応できる提供体制の整備に努めるとともに、ニーズの拡大に

対応できるよう、サービス提供事業者の参入の促進に努めます。また、生活圏の拡大を

図るため、車いすに乗ったまま乗車できるリフト付自動車の貸出を行います。 

 

  

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

移動支援事業 
(実利用者数) 372 400 430 460 460 460 

(延利用時間数) 35,573 39,025 42,620 46,546 46,546 46,546 

  

⑩⑩地地域域活活動動支支援援セセンンタターー  

創作的活動又は生産活動の機会提供及び社会との交流を促進し、地域生活を支援す

るため、各地域に１カ所ずつ設置するとともに、活動内容を充実し、きめ細かい支援を

行います。 

  

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域活動支援センター 
(実施カ所数) 11 11 11 11 11 11 

(延利用者数) 18,715 19,961 21,290 22,707 24,219 25,832 
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⑪⑪専専門門性性のの高高いい意意思思疎疎通通支支援援事事業業  

手話通訳者・要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者

を養成・派遣し、聴覚、言語又は音声等による意思疎通に支障がある障害者の自立した

生活と社会参加を支援します。 

 

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

専門性の高い意思疎通支援事業 
      

 

手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 修了者数 2 0 1 2 2 2 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 利用件数 1,535 1,440 1,537 1,591 1,595 1,599 

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 修了者数 1 1 1 1 1 1 

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 利用件数 29 61 61 61 61 61 

失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 修了者数 2 1 1 2 2 2 

失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 利用件数 0 0 0 0 0 0 

 

⑫⑫地地域域生生活活支支援援広広域域調調整整会会議議等等事事業業（（広広域域的的なな支支援援事事業業））  

   多職種によるアウトリーチ支援など、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築を進める施策の評価・検証を行います。 

 

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域生活支援広域調整会議等事業 開催数 2 2 2 2 2 2 
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⑬⑬そそのの他他のの事事業業（（任任意意））：：日日常常生生活活支支援援、、社社会会参参加加支支援援  

障害者を介護している家族の一時的な休息を目的とし、障害者の日中における活動

の場を提供することにより、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等必要な支

援を行います。 

市の情報を伝えるため、視覚障害者に対し、市の広報紙の点字訳・録音版を配布しま

す。 

障害者の就労や社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許取得費及び自動

車改造費を助成します。 

 

  第６期障害者・第２期障害児 

実績値 

第７期障害者・第３期障害児 

見込量 

令和3 年度 令和４年度 
令和５年度 
（見込み） 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

その他事業（任意）       

 

日常生活支援        

 
日中一時支援 

(実施カ所数) 36 38 38 39 40 41 

(実利用者数) 137 171 177 183 189 195 

社会参加支援 
       

 
広報紙点訳・録音 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

自動車運転免許・改造助成 実施の有無 有 有 有 有 有 有 
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第７章 計画の推進のために 
 

1 各主体の役割                   
 

計画を推進するにあたっては、障害及び障害者についての理解や社会的関心を高めると

ともに、行政、市民、学校、関係団体、福祉サービス事業者、企業などが、それぞれの役割

を果たしながら互いに連携・協力し、一体となって取り組むことが必要です。 

 

（（１１））行行政政  

市は、市民の総合的な福祉の向上をめざして、広範にわたる障害者施策を総合的に推

進します。 

そのためには、各主体の役割を踏まえ、地域における支えあい活動の条件整備に努め、

行財政の効率的運営と執行体制を整備するとともに、障害者やその家族等のニーズを的

確に把握しながら、地域の特性に応じたきめ細かな施策を推進することが必要です。 

施策の展開にあたっては、障害者やその家族の視点に立った施策を展開します。また、

政策の形成過程も含めて、障害者のまちづくりへの参加機会を拡充するとともに、必要

な情報を提供し、市民の参加と協働に支えられた行政運営に努めます。 

 

（（２２））市市民民  

ノーマライゼーションの理念を社会に定着させるためには、市民一人ひとりが障害及

び障害者に対して充分に理解を深め、心のバリアフリーを達成する必要があります。 

その上で、誰もが参加できる行事や地域活動の機会を確保するとともに、地域住民が

互いに助けあう共助の仕組みを整えるなど、障害者とその家族を地域の中で支援する取

組が重要です。 

また、障害者自身の自立意識の向上も重要です。障害者が積極的に社会で活動する意

欲を持ち、地域住民とともに問題を解決する努力も必要です。 

 

（（３３））学学校校  

障害への理解と認識を深め、思いやりのある豊かな心の育成を図るために、障害児理

解教育、福祉教育、交流及び共同学習を推進し、ノーマライゼーション教育の充実に努め

る必要があります。 

ま た 、 発 達 に 配 慮 を 要 す る 児 童 生 徒 や 障 害 の あ る 児 童 生 徒 に 対 し て は 、 一 人 ひ

と り の 障 害 特 性 に 応 じ た き め 細 か な 指 導 を 通 し て 、 持 て る 力 を 最 大 限 に 発 揮 で き

る 適切な教育を推進し、将来の社会参加と自立をめざしていくことが必要です。 
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（（４４））関関係係団団体体  

障害者関係団体に対しては、障害者とその家族の福祉の向上をめざし、自立した自主

的な運営と障害者が孤立することなく社会参加できるよう努めるとともに、活動に対す

る地域住民の理解を一層深めるための働きかけを行うことが求められています。また、

より多くの障害者関係団体が連携し、団体間で交流する活動に取り組むことが期待され

ます。 

社会福祉協議会に対しては、市民の福祉意識の啓発やボランティアの育成・支援を行

うとともに、障害者の権利擁護体制を充実し、障害者の自立と社会参加を支援すること

が求められています。また、地区社会福祉協議会や地域における福祉関係者、関係機関、

関係団体と連携し、今後の地域福祉推進の中心的な役割を果たすことも期待されます。 

 

（（５５））福福祉祉ササーービビスス事事業業者者  

障害福祉サービスを提供する社会福祉法人などの事業者に対しては、利用者のニーズ

に応じたきめ細かなサービスを引き続き提供するとともに、利用者本位の理念に基づき、

サービスの質をさらに高める取組が必要です。  

また、行政、社会福祉協議会などの関係機関とともに事業者相互の連携を強化し、各機

能の相乗効果により地域全体の福祉環境を充実することも必要です。 

 

（（６６））企企業業等等  

障害者の経済的な自立と安定した生活を実現するためには、障害者の雇用をより一層

促進するとともに、障害者の適性や能力に応じて生き生きと働き続けられる職場環境づ

くりが求められています。 

そのためには、市内に立地する企業等が地域社会の構成員であるとの認識を持ち、地

域に貢献するという観点に立って、障害者の雇用のみならず、バリアフリーの推進など

に取り組むことが、今後の大きな役割の一つとして期待されています。 
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２ 計画を円滑に推進するための取組         
 

計画を円滑に、また効果的に推進していくために、以下のような取組を推進します。 

 

（（１１））市市民民ととのの協協働働体体制制のの構構築築  

計画に基づく施策の推進にあたっては、市民からの意見を積極的に取り入れ、ニーズ

への対応を図ります。 

◆◆広広聴聴活活動動のの充充実実  

障害者福祉施策に関する市民意識を把握するため、障害の有無を問わず市民から意見

を聴取します。  

◆◆自自立立支支援援協協議議会会にによよるる支支援援（（PP111166図図））  

障害者の個々のニーズに応じた適切な援助を行うために、10カ所の相談支援事業所を

中心に、市、教育、労働、医療、保健、福祉などの幅広い分野のメンバーで構成される「川

口市自立支援協議会」において、関係機関が連携し総合的かつ継続的に支援を行います。  
 

（（２２））連連携携体体制制のの強強化化 

庁内における関係部署が一体となって計画の推進にあたれるよう、庁内の連携を強化

するとともに、密接な連絡調整を行います。 

また、障害者に配慮した行政サービスを提供するため、職員一人ひとりが障害及び障

害者に対する理解を深め、意識の醸成を図ります。 

さらには、本計画を達成するため、国や県に対し財政上の措置・支援を要請するととも

に、近隣市との協力のもとに施策を推進します。 

◆◆保保健健・・福福祉祉施施策策のの連連携携強強化化  

障害福祉課と保健・福祉関係部署の連携を強化し、乳幼児から高齢者までライフステ

ージに応じた障害者支援の一層の充実を図ります。 

また、障害者福祉施策の充実を図るため、職員研修等を通じて幅広い知識を習得し、職

員一人ひとりの資質の向上に努めます。  

◆◆国国・・県県・・他他市市町町村村ににおおけけるる福福祉祉施施策策のの情情報報把把握握  

国や県の動向を的確に把握し、本市の施策推進に活かしていきます。また先進的な取

組を行っている自治体や団体についても、事業等の情報の収集に努めます。 

◆◆国国・・県県にによよるる支支援援策策のの検検討討とと働働ききかかけけ  

国や県に対し、障害者施策に関する制度の改善や財政措置の充実・強化を働きかけま

す。 

◆◆障障害害保保健健福福祉祉圏圏域域3333ににおおけけるる近近隣隣市市ととのの連連携携  

広域的に対応すべき施策に対しては、近隣都市と連携を図り、効率的かつ効果的に事

業を実施します。  

 
33 埼玉県では、交通事情、地域の繋がり、東京都心からの距離及び生活圏などを考慮して、福祉、保

健、医療の連携を図る観点から、市町村より広域的な行政単位として県内を 10 地域に分けた「障害保

健福祉圏域」を設定している。川口市は蕨市、戸田市とともに南部圏域に属している。 
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１ 障害者の現状                   
 

（（１１））障障害害者者数数  

 

令和5年3月31日現在、本市における障害者手帳所持者数は27,429人であり、このう

ち、身体障害34者が17,443人（障害者総数の63.6％）、知的障害35者が4,271人（同

15.6％）、精神障害者が5,715人（同20.8％）となっています。 

令和4年度と平成30年度を比較すると、いずれの障害者種別でも増加していますが、

特に精神障害者の増加が顕著です。また、令和4年度の本市の人口に占める障害者数の割

合は4.53％であり、障害者数はこの5年間に一貫して増加しています。 

なお、令和5年3月31日現在の障害者自立支援医療（精神通院）受給者数は10,475人

と、この5年間に22.5％増加しています。 

 

■■人人口口及及びび障障害害者者数数のの推推移移  

（単位：人） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令 和 2 年 度 令和 3 年度 令和 4 年度 増加率 

人 口 601,055  604,675  608,390 607,750 605,067 0.7％ 

身体障害者 17,375 17,702  17,787 17,883 17,443 0.4％ 

知的障害者 3,787 3,931 3,985 4,096 4,271 12.8％ 

精神障害者 4,224 4,612 4,849 5,191 5,715 35.3％ 

障害者合計 25,386  26,245  26,621 27,170 27,429 8.0％ 

障害者の割合 4.22％  4.34％  4.38％ 4.47% 4.53％ 0.31％ 

（参 考） 

自立支援医療 8,552 8,950 10,267 10,276 10,475 22.5％ 

（注）１ 人口は住民基本台帳人口（各年度４月1日現在） 

２ 身体障害者、知的障害者及び精神障害者は各手帳所持者数、自立支援医療は障害者自立支援医療 

（精神通院）受給者数（各年度3月31日現在）※市で保有しているデータに基づき作成 

 

 

 

 

 

 
34 身体障害者福祉法に規定された、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能、ま

たはそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、

永続し、かつ、日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められるもの。 
35 知能検査によって測定された知能指数が 70 までで、その障害が発達期（おおむね 18 歳まで）にあ

らわれ、併せて日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態をいう。 
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（人） （％）

（（２２））身身体体障障害害者者のの状状況況  

①①総総数数  

身体障害者数は近年横ばい傾向となっており、令和 5 年 3 月 31 日現在で 17,443

人となっています。また、人口に占める身体障害者数の割合は、令和 3 年度の 2.94％

から令和 4 年度には 2.88％へと下がっています。 
 

■■身身体体障障害害者者数数のの推推移移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）各年度 3 月 31 日現在 

 

②②障障害害種種別別  

障害種別にみると、令和 5 年 3 月 31 日現在で肢体不自由が最も多く 8,010 人（全

体の 45.9％）、次いで内部障害が 6,519 人（同 37.4％）となっています。 
 

■■障障害害種種別別身身体体障障害害者者数数のの推推移移  

（単位：人） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

視覚障害 
1,165 1,173 1,178 1,177 1,177 

6.7% 6.6% 6.6% 6.6% 6.7% 

聴覚・平衡機能 

障害 

1,196 1,243 1,277 1,300 1,312 

6.9% 7.0% 7.2% 7.3% 7.5% 

音声・言語そしゃく

機能障害 

205 207 215 221 218 

1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 

肢体不自由 
8,592 8,601 8,462 8,363 8,010 

49.5% 48.6% 47.6% 46.8% 45.9% 

内部障害 
6,049 6,290 6,464 6,629 6,519 

34.8% 35.5% 36.3% 37.1% 37.4% 

免疫機能障害 
168 188 191 193 207 

1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 

合 計 17,375 17,702 17,787 17,883 17,443 

（注）１ 各年度 3 月 31 日現在 

２ 下段は構成比 
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③③障障害害のの等等級級別別  

障害の等級別にみると、令和 5 年 3 月 31 日現在で 1・2 級（重度）の人が 8,414

人（全体の 48.2％）、3・4 級（中度）の人が 7,067 人（同 40.5％）、5・6 級（軽

度）の人が 1,962 人（同 11.2％）となっています。 

 

■■等等級級別別身身体体障障害害者者数数のの推推移移  

（単位：人） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

1 級 
6,274 6,383 6,409 6,336 6,127 

36.1% 36.1% 36.0% 35.4% 35.1% 

2 級 
2,401 2,415 2,365 2,344 2,287 

13.8% 13.6% 13.3% 13.1% 13.1% 

3 級 
2,669 2,684 2,675 2,709 2,658 

15.4% 15.2% 15.0% 15.1% 15.2% 

4 級 
4,188 4,309 4,413 4,535 4,409 

24.1% 24.3% 24.8% 25.4% 25.3% 

5 級 
972 1,003 993 1,000 999 

5.6% 5.7% 5.6% 5.6% 5.7% 

6 級 
871 908 932 959 963 

5.0% 5.1% 5.2% 5.4% 5.5% 

合 計 17,375 17,702 17,787 17,883 17,443 

（注）１ 各年度 3 月 31 日現在 

２ 下段は構成比 
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（（３３））知知的的障障害害者者のの状状況況  

①①総総数数  

知的障害者数は年々増加しており、令和 5 年 3 月 31 日現在で 4,271 人となって

います。また、人口に占める知的障害者数の割合も、平成 30 年度の 0.63％から令和

４年度には 0.71％へ上昇しています。 

 

■■知知的的障障害害者者数数のの推推移移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）各年度 3 月 31 日現在 

  

②②障障害害のの程程度度別別  

障害の程度別にみると、令和 5 年 3 月 31 日現在で最重度は 756 人（全体の 17.7％）、

重度は 853 人（同 20.0％）、中度は 1,237 人（同 29.0％）、軽度は 1,425 人（同

33.4％）となっており、平成 30 年度に比べて軽度が増加しています。 

 

■■程程度度別別知知的的障障害害者者数数のの推推移移  

（単位：人） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

最重度 
721 733 715 740 756 

19.0% 18.6% 17.9% 18.1% 17.7% 

重 度 
800 810 815 837 853 

21.1% 20.6% 20.5% 20.4% 20.0% 

中 度 
1,109 1,153 1,160 1,191 1,237

29.3% 29.3% 29.1% 29.1% 29.0% 

軽 度 
1,157 1,235 1,295 1,328 1,425 

30.6% 31.4% 32.5% 32.4% 33.4% 

合 計 3,787 3,931 3,985 4,096 4,271 

（注）１ 各年度 3 月 31 日現在 

２ 下段は構成比 
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（（４４））精精神神障障害害者者のの状状況況  

①①総総数数  

精神障害者数は年々増加しており、令和 5 年 3 月 31 日現在で 5,715 人となって

います。また、人口に占める精神障害者数の割合も、平成 30 年度の 0.71％から令和

4 年度には 0.94％へ上昇しています。 

 

■■精精神神障障害害者者数数のの推推移移  

 

（注）各年度 3 月 31 日現在 
 

②②障障害害のの等等級級別別  

障害の等級別にみると、令和 5 年 3 月 31 日現在で 1 級が 446 人（全体の 7.8％）、

2 級が 3,412 人（同 59.7％）、3 級が 1,857 人（同 32.5％）となっており、平成

30 年度に比べていずれの等級も増加しています。 

 

■■等等級級別別精精神神障障害害者者数数のの推推移移  

（単位：人） 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

1 級 
393 417 422 417 446 

9.3% 9.0% 8.7% 8.0% 7.8% 

2 級 
2,542 2,763 2,899 3,131 3,412 

60.2% 59.9% 59.8% 60.3% 59.7% 

3 級 
1,289 1,432 1,528 1,643 1,857 

30.5% 31.0% 31.5% 31.7% 32.5% 

合 計 4,224 4,612 4,849 5,191 5,715 

（注）１ 各年度 3 月 31 日現在 

２ 下段は構成比    
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③③障障害害者者自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院））受受給給者者  

障 害 者 自 立 支 援 医 療 （ 精 神 通 院 ） 受 給 者 数 は 年 々 増 加 し て お り 、 令 和 5年 3月

31日 現 在 で 10,475人 と な っ て い ま す 。  

■■障障害害者者自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院））受受給給者者数数のの推推移移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）各年度 3 月 31 日現在 

■■障障害害者者自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院））受受給給者者のの疾疾病病分分類類  

（単位：人） 

区 分 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

 構成比  構成比  構成比  構成比  構成比 

01 気分障害 1,870 21.9% 2,426 27.1% 2,312 22.5% 2,249 21.9% 2,783 26.6% 

02 統合失調症、統合失調症型

障害及び妄想性障害 
1,003 11.7% 1,509 16.9% 1,234 12.0% 1,129 11.0% 1,399 13.3% 

03 神経症性障害、ストレス関連

障害及び身体表現性障害 
334 3.9% 428 4.8% 413 4.0% 477 4.6% 530 5.1% 

04 てんかん 233 2.7% 356 4.0% 257 2.5% 328 3.2% 339 3.2% 

05 症状性を含む器質性精神障害 218 2.5% 229 2.6% 286 2.8% 291 2.8% 280 2.7% 

06 精神作用物質使用による精

神及び行動の障害 
104 1.2% 112 1.2% 118 1.1% 110 1.1% 114 1.1% 

07 小児期及び青年期に通常発症 

する行動及び情緒の障害 
186 2.2% 198 2.2% 262 2.6% 276 2.7% 314 3.0% 

08 分類不明 4,340 50.7% 3,388 37.8% 5,029 49.0% 5,042 49.1% 4,317 41.2% 

09 心理的発達の障害 168 2.0% 214 2.4% 251 2.4% 278 2.7% 282 2.7% 

10 精神遅滞 56 0.7% 56 0.6% 63 0.6% 58 0.5% 80 0.7% 

11 成人の人格及び行動の障害 23 0.3% 19 0.2% 26 0.3% 18 0.2% 18 0.2% 

12 生理的障害及び身体的要因に

関連した行動症候群 
17 0.2% 15 0.2% 16 0.2% 20 0.2% 19 0.2% 

合 計 8,552 100.0% 8,950 100.0% 10,267 100.0% 10,276 100.0% 10,475 100.0% 

（注）各年度 3 月 31 日現在 
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（（５５））障障害害児児のの就就学学状状況況  

①①障障害害児児のの就就学学状状況況  

市 内 の 小・中 学 校 特 別 支 援 学 級 及 び 通 級 指 導 教 室 に 通 う 児 童 生 徒 数 は 、令 和 4

年 4月 1日 現 在 で 特 別 支 援 学 級 に 通 う 小 学 生 が 529人 、中 学 生 が 250人 、通 級 指

導 教 室 に 通 う 小 中 学 生 が 328人 と な っ て い ま す 。  
 

■■市市内内のの特特別別支支援援学学級級・・通通級級指指導導教教室室児児童童生生徒徒数数のの推推移移  
（単位：人） 

区 分 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

 構成比  構成比  構成比  構成比  構成比 

特別支援学級（小学生） 373 100.0% 404 100.0% 432 100.0% 473 100.0% 529 100.0% 

 知的障害 187 50.1% 198 49.0% 193 44.7% 205 43.3% 232 43.9% 

情緒障害 186 49.9% 206 51.0% 239 55.3% 268 56.7% 297 56.1% 

特別支援学級（中学生） 177 100.0% 194 100.0% 205 100.0% 218 100.0% 250 100.0% 

 知的障害 94 53.1% 104 53.6% 115 56.1% 112 51.4% 113 45.2% 

情緒障害 83 46.9% 90 46.4% 90 43.9% 106 48.6% 137 54.8% 

通級指導教室（小中学生） 295 100.0% 328 100.0% 350 100.0% 333 100.0% 328 100.0% 

 難聴・言語障害 196 66.4% 219 66.8% 226 64.6% 207 62.2% 203 61.9% 

発 達 障 害 ・ 情 緒 障

害 99 33.6% 109 33.2% 124 35.4% 126 37.8% 125 38.1% 

（注）各年度 4 月 1 日現在 

資料提供：川口市指導課 

 

令和４年5月1日現在、県内の特別支援学級に通う児童生徒数は12,399人、特別支

援学校に通う幼児児童生徒数は8,447人、通級指導教室で教育を受けている児童生徒

数は6,152人となっています。 
 

■■県県ににおおけけるる特特別別支支援援教教育育のの状状況況  

（単位：人）  

区 分  
平成30年度  令和元年度  令和2年度  令和3年度  令和4年度  

  構成比    構成比    構成比    構成比    構成比 

特別 

支援 

学級  

小学校  6,057 29.8% 6,601 30.9% 7,128 30.4% 7,816 31.3% 8,686 32.2% 

中学校  2,615 12.8% 2,816 13.2% 3,105 13.2% 3,346 13.4% 3,713 13.7% 

小 計  8,672 42.6% 9,417 44.1% 10,233 43.6% 11,162 44.7% 12,399 45.9% 

通級指導教室  3,884 19.1% 4,052 19.0% 5,227 22.3% 5,608 22.5% 6,152 22.8% 

特別 

支援 

学校  

幼稚部  60 0.3% 72 0.3% 65 0.3% 57 0.2% 53 0.2% 

小学部  2,613 12.8% 2,721 12.7% 2,833 12.1% 2,976 11.9% 3,101 11.5% 

中学部  1,596 7.8% 1,636 7.6% 1,675 7.1% 1,708 6.8% 1,773 6.6% 

高等部  3,500 17.2% 3,431 16.1% 3,381 14.4% 3,405 13.7% 3,486 12.9% 

高等部専攻科  38 0.2% 38 0.2% 37 0.2% 37 0.2% 34 0.1% 

小 計  7,807 38.3% 7,898 36.9% 7,991 34.1% 8,183 32.8% 8,447 31.3% 

合 計  20,363 100.0% 21,367 100.0% 23,451 100.0% 24,953 100.0% 26,998 100.0% 

（注）各年度5月1日現在 

資料：埼玉の特別支援教育  
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特別支援学級をみると、自閉症・情緒障害が6,580人（53.1％）、知的障害が5,691

人（45.9％）となっています。また、特別支援学校は知的障害が3,755人で77.0％と

なっています。 

■県県ににおおけけるる学学校校種種別別・・障障害害別別特特別別支支援援教教育育のの状状況況  
（単位：人） 

区 分 
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 

 構成比  構成比  構成比  構成比  構成比 

特別支援 

学級 

(小・中学校)

知的障害 4,488 51.7% 4,725 50.2% 5,047 49.3% 5,343 47.9% 5,691 45.9% 

肢体不自由 42 0.5% 46 0.5% 54 0.5% 53 0.5% 53 0.4% 

身体虚弱 31 0.3% 36 0.4% 36 0.4% 43 0.4% 39 0.3% 

弱 視 15 0.2% 14 0.1% 15 0.1% 18 0.2% 18 0.2% 

難 聴 7 0.1% 10 0.1% 12 0.1% 14 0.1% 15 0.1% 

言語障害 6 0.1% 6 0.1% 6 0.1% 4 0.0% 3 0.0% 

自閉症・情緒障害 4,083 47.1% 4,580 48.6% 5,063 49.5% 5,687 50.9% 6,580 53.1% 

合 計 8,672 100.0% 9,417 100.0% 10,233 100.0% 11,162 100.0% 12,399 100.0% 

特別支援 

学校 

(小・中学部)

視覚障害 49 1.2% 50 1.1％ 42 0.9% 42 0.9% 33 0.7％ 

聴覚障害 163 3.9% 162 3.7％ 156 3.5% 151 3.2% 145 3.0％ 

病 弱 98 2.3% 95 2.2％ 92 2.0% 94 2.0% 89 1.8％ 

肢体不自由 887 21.1% 883 20.3％ 886 19.7% 874 18.7% 852 17.5％ 

知的障害 3,012 71.5% 3,167 72.7％ 3,332 73.9% 3,523 75.2% 3,755 77.0％ 

合 計 4,209 100.0% 4,357 100.0％ 4,508 100.0% 4,684 100.0% 4,874 100.0％ 

（注）各年度5月1日現在 

資料：埼玉の特別支援教育 

 

②②特特別別支支援援学学校校卒卒業業生生のの進進路路  

県内の特別支援学校高等部卒業生の進路状況は、「就職」「施設等」が全体の９割を

占めており、多くの卒業生は高等学校に準じた教育で 終 わ っ て い ま す 。  

 

■■県県内内特特別別支支援援学学校校（（県県公公立立・・国国立立））高高等等部部卒卒業業生生のの進進路路状状況況のの推推移移  

（単位：人） 

区 分 進 学 就 職 職業訓練校 
リハビリ 

センター 
施設等 在家庭 家事手伝い その他 合 計 

平成29年度 20 356 12 2 653 25 0 11 1,079 

平成30年度 16 402 6 4 656 29 4 18 1,135 

令和元年度 14 392 8 3 676 25 5 18 1,141 

令和２年度 26 360 4 4 675 46 2 11 1,128 

令和３年度 15 365 5 0 656 34 1 8 1,084 

（注）各年度3月31日現在 

資料：埼玉の特別支援教育 
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（（６６））障障害害福福祉祉ササーービビススのの利利用用状状況況  

①①障障害害支支援援区区分分認認定定のの状状況況  

令和５年３月31日現在の障害支援区分認定の状況をみると、「区分６」が最も多く

35.6％、次に「区分３」が19.5％と続いています。 

障害種別にみると、知的障害者が最も多く1,242人、次に身体障害者が591人、精

神障害者が320人、難病患者が5人となっています。 

身体障害者、知的障害者ではともに「区分６」、精神障害者では「区分２」がそれぞ

れ最も多くなっています。 

 

■■障障害害支支援援区区分分認認定定のの状状況況  

                                        （単位：人） 

区 分 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計 

身体 

障害者 

0 38 131 79 71 272 591 

0.0% 6.4% 22.2% 13.4% 12.0% 46.0% 100.0% 

知的 

障害者 

0 63 181 249 265 484 1,242 

0.0% 5.1% 14.6% 20.0% 21.3% 39.0% 100.0% 

精神 

障害者 

7 153 106 37 8 9 320 

2.2% 47.8% 33.1% 11.6% 2.5% 2.8% 100.0% 

難病患者 
0 1 2 0 0 2 5 

0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 

合 計 
7 255 420 365 344 767 2,158 

0.3% 11.8% 19.5% 16.9% 15.9% 35.6% 100.0% 

（注）令和５年 3 月 31 日現在 
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②②障障害害福福祉祉ササーービビススのの利利用用状状況況  

障害福祉サービスの計画値と実績値は以下のとおりです。 

訪問系サービス、居住系サービス、相談支援サービスは概ね計画どおりの進捗とな

っています。日中活動系サービスは「自立訓練（生活訓練）」が大きく伸びています。

また、短期入所（医療型）も利用者数は横ばいですが利用日数が増えています。障害児

サービスでは、「保育所等訪問支援」について実績値が計画値を大幅に上回っています。

その一方で「医療型児童発達支援」について実績値が計画値を大幅に下回っています。

「児童発達支援」「放課後等デイサービス」は利用者数が年々増加しています。 

■■障障害害福福祉祉ササーービビススのの利利用用状状況況  

サービス種別 
令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

計画値 実績値 進捗率 計画値 実績値 進捗率 計画値 実績値 進捗率 

（（１１））訪訪問問系系ササーービビスス                    

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

時間 11,727 12,577 107.2% 13,411 12,608 94.0％ 13,935 13,686 98.2％ 

人数 615 627 102.0% 651 645 99.1％ 677 678 100.1％ 

重度訪問介護 
時間 9,099 8,281 91.0% 9,075 7,836 86.3％ 9,486 9,559 100.8％ 

人数 22 20 90.9% 21 19 90.5％ 22 24 109.1％ 

同行援護 
時間 1,397 1,285 92.0% 1,459 1,389 95.2％ 1,666 1,879 112.8％ 

人数 98 91 92.9% 89 88 98.9％ 94 101 107.4％ 

行動援護 
時間 2,874 2,432 84.6% 2,510 2,334 93.0％ 2,665 2,576 96.7％ 

人数 88 83 94.3% 91 80 87.9％ 100 91 91.0％ 

重度障害者等包括支援 
時間 0 0 － 0 0 － 0 0 － 

人数 0 0 － 0 0 － 0 0 － 

（（２２））日日中中活活動動系系ササーービビスス           

生活介護 
人日分 17,479 16,814 96.2% 17,109 17,673 103.3％ 17,456 17,518 100.4％ 

人数 842 857 101.8% 858 904 105.4％ 871 914 104.9％ 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日分 130 109 83.8% 160 120 75.0％ 160 125 78.1％ 

人数 12 9 75.0% 12 10 83.3％ 12 11 91.7％ 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日分 325 177 54.5% 177 304 171.8％ 177 470 265.5％ 

人数 17 9 52.9% 9 19 211.1％ 9 28 311.1％ 

宿泊型自立訓練 
人日分 400 57 14.3% 66 62 93.9％ 70 62 88.6％ 

人数 14 2 14.3% 5 2 40.0％ 7 2 28.6％ 

就労移行支援 
人日分 3,209 3,165 98.6% 3,471 2,815 81.1％ 3,610 3,067 85.0％ 

人数 167 172 103.0% 189 156 82.5％ 197 175 88.8％ 

就労移行支援 

（養成施設） 

人日分 5 65 1300.0% 68 39 57.4％ 75 0 0.0％ 

人数 1 3 300.0% 4 2 50.0％ 5 0 0.0％ 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日分 3,000 3,358 111.9% 3,521 3,369 95.7％ 3,692 3,846 104.2％ 

人数 170 168 98.8% 176 171 97.2％ 184 203 110.3％ 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日分 11,584 14,043 121.2% 14,197 12,980 91.4％ 15,238 13,410 88.0％ 

人数 643 775 120.5% 819 794 96.9％ 894 836 93.5％ 

就労定着支援 人数 60 50 83.3% 52 45 86.5％ 62 61 98.4％ 

療養介護 
人日分 1,689 1,493 88.4% 1,525 1,492 97.8％ 1,525 1,430 93.8％ 

人数 52 49 94.2% 51 49 96.1％ 51 48 94.1％ 

短期入所 

（福祉型） 

人日分 1,009 1021 101.2% 1,089 845 77.6％ 1,110 1,020 91.9％ 

人数 165 167 101.2% 204 118 57.8％ 208 153 73.6％ 

短期入所 

（医療型） 

人日分 59 35 59.3% 19 33 173.7％ 19 51 268.4％ 

人数 13 5 38.5% 9 7 77.8％ 11 12 109.1％ 

（（３３））居居住住系系ササーービビスス           

自立生活援助 人数 5 0 0.0% 5 0 0.0％ 5 0 0.0％ 

共同生活援助(グループホー

ム) 
人数 344 383 111.3% 393 425 108.1％ 403 471 116.9％ 

施設入所支援 人数 301 328 109.0% 341 331 97.1％ 347 336 96.8％ 

地域生活支援拠点等 
カ所 — 1 — 1 1 100.0％ 1 1 100.0％ 

回数 — 1 — 1 8 800.0％ 1 12 1200.0％ 
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■■障障害害福福祉祉ササーービビススのの利利用用状状況況（（続続きき））  

サービス種別 
令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

計画値 実績値 進捗率 計画値 実績値 進捗率 計画値 実績値 進捗率 

（（４４））相相談談支支援援ササーービビスス            

計画相談支援 人数 2,130 1,898 89.1% 1,948 1,965 100.9％ 2,023 2,035 100.6％ 

地域移行支援 人数 2 1 50.0% 2 1 50.0％ 2 2 100.0％ 

地域定着支援 人数 0 0 — 1 0 0.0％ 1 2 200.0％ 

（（５５））障障害害児児ササーービビスス            

児童発達支援 
人日分 5,691 5,916 104.0% 6,141 7,041 114.7％ 6,623 7,444 112.4％ 

人数 599 566 94.5% 611 655 107.2％ 659 760 115.3％ 

医療型児童発達支援 
人日分 40 12 30.0% 49 33 67.3％ 53 17 32.1％ 

人数 5 2 40.0% 8 4 50.0％ 11 3 27.3％ 

放課後等デイサービス 
人日分 13,518 13,021 96.3% 13,368 14,194 106.2％ 14,418 15,482 107.4％ 

人数 1,056 980 92.8% 1,036 1,109 107.0％ 1,095 1,261 115.2％ 

保育所等訪問支援 
人日分 31 36 116.1% 39 79 202.6％ 42 92 219.0％ 

人数 24 28 116.7% 30 57 190.0％ 32 64 200.0％ 

居宅訪問型児童発達支援 
人日分 60 0 0.0% 24 0 0.0％ 36 0 0.0％ 

人数 5 0 0.0% 2 0 0.0％ 3 0 0.0％ 

障害児相談支援 人数 529 497 94.0% 542 551 101.7％ 590 641 108.6％ 

医療的ケア児コーディネ

ーター配置 
人数 1 3 300.0% 3 3 100.0％ 3 3 100.0％ 

（（６６））発発達達障障害害者者等等へへのの支支援援            

支援プログラム等の受

講者数 
人数 — — — 12 22 183.3％ 12 23 191.7％ 

ペアレントメンター 人数 — — — 0 4 — 0 4 — 

ピアサポート活動への

参加者 
人数 — — — 144 0 0.0％ 156 102 65.4％ 

（（７７））精精神神障障害害ににもも対対応応ししたた地地域域包包括括ケケアアシシスステテムム        

協議の場の設置           

 協議の場の開催 回数 — — — 2 2 100.0％ 2 2 100.0％ 

 協議の場への参加 人数 — — — 10 10 100.0％ 10 10 100.0％ 

 目標設定及び評価の

実施 

有無 — — — 有 有 — 有 有 — 

 回数 — — — 1 2 200.0％ 1 2 200.0％ 

各種障害福祉サービスの

利用 
          

 地域移行支援 人数 — — — 3 1 33.3％ 3 0 0.0％ 

 地域定着支援 人数 — — — 3 0 0.0％ 3 1 33.3％ 

 共同生活援助 人数 — — — 118 131 111.0％ 129 150 116.3％ 

 自立生活援助 人数 — — — 3 0 0.0％ 3 0 0.0％ 

（（８８））相相談談支支援援体体制制のの充充実実・・強強化化等等         

総合的・専門的な相談

支援の実施 
有無 — — — 有 有 — 有 有 — 

相談支援事業者への指

導・助言 
件数 — — — 144 156 108.3％ 144 156 108.3％ 

相談支援事業者の人材

育成への支援 
件数 — — — 2 1 50.0％ 2 1 50.0％ 

相談機関との連携強化

の取組 
回数 — — — 12 12 100.0％ 12 12 100.0％ 

（（９９））障障害害福福祉祉ササーービビスス等等のの質質のの向向上上         

各種研修への参加 人数 — — — 10 14 140.0％ 10 29 290.0％ 

審査結果を共有する体制 
有無 — — — 検討 無 — 検討 無 — 

回数 — — — － － — － － — 

指導監査の実施結果を 

共有する体制 

回数 — — — 106 157 148.1％ 106 192 181.1％ 

有無 — — — 検討 無 — 検討 無 — 

回数 — — — － － — － － — 

（注）１ 実績値は、各年１０月利用分。 

２ 人日分は、延利用日数{（月間の利用人数）×（1 人 1 ヶ月当たりの平均利用日数）}。 
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③③地地域域生生活活支支援援事事業業のの実実施施状状況況  

地域生活支援事業の計画値と実績値は以下のとおりです。 

■■地地域域生生活活支支援援事事業業のの実実施施状状況況  

  令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

計画値 実績値 進捗率 計画値 実績値 進捗率 計画値 実績値 進捗率 

（１）理解促進研修・啓発事業 実施の有無  有 有 — 有 有 — 有 有 —

（２）自発的活動支援事業 実施の有無  有 有 — 有 有 — 有 有 —

（３）相談支援事業           

  

障害者相談支援事業 (実施カ所数 ) 10 10 100.0% 10 10 100.0% 10 10 100.0%

基幹相談支援センター (実施カ所数 ) 10 10 100.0% 10 10 100.0% 10 10 100.0%

基幹相談支援センター等機能強化事業 (実施カ所数 ) 10 10 100.0% 10 10 100.0% 10 10 100.0%

住宅入居等支援事業 (実施カ所数 ) 1 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0%

（４）成年後見制度利用支援事業 (延利用者数 ) 5 12 240.0% 14 13 92.6％ 16 12 75.0％

（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 —

（６）意思疎通支援事業           

  

手話通訳者派遣事業 (延利用者数 ) 2,197 1,654 75.3% 1,654 1,504 90.9％ 1,655 1,403 84.8％

要約筆記者派遣事業 (実利用者数 ) 78 24 30.8% 25 31 124.0％ 25 37 148.0％

手話通訳者設置事業 (実設置者数 ) 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0%

（７）日常生活用具給付等事業      

  

介護・訓練支援用具 (給付件数 ) 35 35 100.0% 32 15 46.9％ 32 15 46.9％

自立生活支援用具 (給付件数 ) 112 112 100.0% 79 55 69.6％ 79 49 62.0％

在宅療養等支援用具 (給付件数 ) 100 100 100.0% 52 77 148.1％ 52 79 151.9％

情報・意思疎通支援用具 (給付件数 ) 106 106 100.0% 64 65 101.6％ 64 62 96.9％

排泄管理支援用具 (給付件数 ) 11,072 11,207 101.2% 11,291 12,100 107.2％ 11,376 11,952 105.1％

居宅生活動作補助用具(住宅改修費) (給付件数 ) 29 17 58.6% 8 6 75.0% 8 6 75.0%

（８）手話奉仕員養成研修事業 人数 5 2 40.0% 3 8 266.7％ 5 10 200％

（９）移動支援事業 
(実利用者数 ) 575 421 73.2% 422 372 88.2％ 422 400 94.8％

(延利用時間数) 53,159 48,475 91.2% 48,545 35,573 73.3％ 48,615 39,025 80.3％

（10）地域活動支援センター      

  地域活動支援センター 
(実施カ所数 ) 11 10 90.9% 11 11 100.0％ 11 11 100.0％

(延利用者数 ) 23,347 18,966 81.2% 19,698 18,715 95.0％ 19,698 19,961 101.3％

（11）専門性の高い意思疎通支援事業      

 

手話通訳者・要約筆記者養成研修事業  修了者数  — 2 — 3 2 66.7％ 5 0 0.0％

手話通訳者・要約筆記者派遣事業  利用件数  — 1,678 — 1,675 1,535 91.6％ 1,671 1,440 86.2％

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 修了者数  1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0%

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 利用件数  1 94 9400.0% 95 29 30.5％ 96 61 63.5％

失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 修了者数  — — — 1 2 200.0％ 1 1 100.0％

失語症者向け意思疎通支援者派遣事業  利用件数  — — — 0 0 — 0 0 —

（12）地域生活支援広域調整会議等事業 開催数  — — — 2 2 100.0％ 2 2 100.0％

（13）その他事業（任意）      

  

日常生活支援      

 日中一時支援 
(実施カ所数 ) 27 21 77.8% 22 36 163.6％ 23 38 165.2％

(実利用者数 ) 147 133 90.5% 139 137 98.6％ 145 171 117.9％

社会参加支援           

  
広報紙点訳・録音 実施の有無  有 有 — 有 有 — 有 有 —

自動車運転免許・改造助成 実施の有無  有 有 — 有 有 — 有 有 —
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２ 障害者の生活状況                 
 

（（１１））日日常常生生活活  

①①  現現在在のの生生活活でで困困っってていいるるここととやや不不安安にに思思っってていいるるこことと  

現在の生活で困っていることや不安に思っていることについては、「自分の健康や

体力に自信がない」が39.4％で最も多く、次いで「家族などが高齢化している」が

26.5％、「十分な収入が得られない」が23.８％となっています。 

 

■■現現在在のの生生活活でで困困っってていいるるここととやや不不安安にに思思っってていいるるこことと（（市市民民：：複複数数回回答答））  

 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

  

  

  

39.4%

26.5%

23.8%

21.8%

13.0%

12.1%

9.8%

9.5%

6.1%

5.8%

5.6%

5.2%

3.7%

3.6%

6.5%

17.3%

8.6%

0% 20% 40% 60%

自分の健康や体力に自信がない

家族などが高齢化している

十分な収入が得られない

将来にわたる生活の場（住居）、

または施設があるかどうか

趣味や生きがいがない

適当な働き口がない

家族など介助者の健康状態がよくない

公共交通機関等の移動手段が少ない

一緒に暮らす人がいない

生活をするうえで必要な情報が得られない

結婚に関して

身の回りの介助や援護を

してくれる人がいない

必要な保健・福祉・

医療サービスが受けられない

隣人などとの関係がうまくいかない

その他

特に困っていることや

不安に思うことはない

無回答
(N=1,000)
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1. 2. 3. 4. 5.

合  計 働いてい

ない

働いてい

る

学校等に

通ってい

る

その他 無回答

1,000 503 318 10 16 153

( 100.0) ( 50.3) ( 31.8) ( 1.0) ( 1.6) ( 15.3)

537 311 118 1 4 103

( 100.0) ( 57.9) ( 22.0) ( 0.2) ( 0.7) ( 19.2)

116 34 64 2 5 11

( 100.0) ( 29.3) ( 55.2) ( 1.7) ( 4.3) ( 9.5)

315 145 127 6 8 29

( 100.0) ( 46.0) ( 40.3) ( 1.9) ( 2.5) ( 9.2)

30 12 16 2 0 0

( 100.0) ( 40.0) ( 53.3) ( 6.7) ( - ) ( - )

44 23 5 0 2 14

( 100.0) ( 52.3) ( 11.4) ( - ) ( 4.5) ( 31.8)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

 全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

②②  日日中中過過ごごししてていいるる場場所所  

平日の日中(朝から夕方)を過ごす場所については、「自宅」が68.1％で最も多く、

次いで「職場(就労支援施設、生活介護など含む)」が28.7％、「高齢者デイサービス

等」、「病院(デイケア(精神科)除く)」が5.4％となっています。 
 

■■日日中中過過ごごししてていいるる場場所所（（市市民民：：複複数数回回答答））  

 
資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

 

（（２２））就就労労状状況況  

①①  就就労労状状況況  

就労（福祉的就労を含む）している人は、身体障害者が22.0％、知的障害者が55.2％、

精神障害者が40.3％となっています。 
 

■■就就労労状状況況（（市市民民：：複複数数回回答答））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

    

68.1%

28.7%

5.4%

5.4%

4.8%

4.1%

3.6%

3.1%

2.6%

2.6%

1.7%

1.1%

0.3%

2.1%

9.2%

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

自宅

職場（就労支援施設、生活介護など含む）

高齢者デイサービス等

病院（デイケア（精神科）除く）

民間の施設（娯楽施設・店舗など）

入所施設

公共の施設（公園・図書館・公民館など）

デイケア（精神科）

親族の家

グループホーム(旧法でのケアホームを含む)

友人・知人の家

短期入所など、障害者が一時的に過ごす施設

大学・短大・専門学校

その他

無回答
(N=1,000)
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1. 2. 3. 4. 5.

回答者数 合  計 自営業 家業の手

伝い

会社など

の正規の

社員・職

員（役員

を含む）

契約社員

等（雇用

期間が決

まってい

る）

臨時、

パート、

嘱託等

（雇用期

間が決

まってい

ない）

318 329 28 4 101 34 75

( 100.0) ( 103.5) ( 8.8) ( 1.3) ( 31.8) ( 10.7) ( 23.6)

118 122 21 0 43 13 29

( 100.0) ( 103.4) ( 17.8) ( - ) ( 36.4) ( 11.0) ( 24.6)

64 65 0 1 6 3 16

( 100.0) ( 101.6) ( - ) ( 1.6) ( 9.4) ( 4.7) ( 25.0)

127 132 5 1 42 17 31

( 100.0) ( 103.9) ( 3.9) ( 0.8) ( 33.1) ( 13.4) ( 24.4)

16 18 2 1 10 2 1

( 100.0) ( 112.5) ( 12.5) ( 6.3) ( 62.5) ( 12.5) ( 6.3)

5 5 0 1 1 0 1

( 100.0) ( 100.0) ( - ) ( 20.0) ( 20.0) ( - ) ( 20.0)

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

有償ボラ

ンティア

内職 就労継続

支援A型

就労継続

支援B型

生活介護 その他 無回答

0 6 16 30 19 3 13

( - ) ( 1.9) ( 5.0) ( 9.4) ( 6.0) ( 0.9) ( 4.1)

0 1 2 3 3 1 6

( - ) ( 0.8) ( 1.7) ( 2.5) ( 2.5) ( 0.8) ( 5.1)

0 0 3 17 19 0 0

( - ) ( - ) ( 4.7) ( 26.6) ( 29.7) ( - ) ( - )

0 4 12 14 0 2 4

( - ) ( 3.1) ( 9.4) ( 11.0) ( - ) ( 1.6) ( 3.1)

0 1 0 0 0 0 1

( - ) ( 6.3) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( 6.3)

0 0 0 0 0 0 2

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( 40.0)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

 全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

 全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

②②  就就労労形形態態  

就労形態は、「会社などの正規の社員・職員(役員を含む)」が31.8％で最も多く、次

いで「臨時、パート、嘱託等(雇用期間が決まっていない)」が23.6％、「契約社員等(雇

用期間が決まっている)」が10.7％となっています。 

障害種別にみると、知的障害者は「就労継続支援B型」、「生活介護」が全体に比べ多

く、障害の種別によって就労形態が異なっています。 

 

■■就就労労形形態態（（市市民民）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

回答者数 合  計 企業など

が積極的

に障害の

ある方を

雇うこと

障害のあ

る方に配

慮した職

場の施

設・設備

が整って

いること

就労条件

（個別の

状況に応

じた対応

など）が

整ってい

ること

生活でき

る給料が

もらえる

こと

事業主や

職場の仲

間の理解

があるこ

と

仕事をす

るための

訓練・研

修の機会

が充実し

ているこ

と

自営業を

希望する

障害のあ

る方への

支援が充

実してい

ること

通勤（交

通）手段

が確保さ

れている

こと

1,000 4,499 411 464 407 450 452 242 100 269

( 100.0) ( 449.9) ( 41.1) ( 46.4) ( 40.7) ( 45.0) ( 45.2) ( 24.2) ( 10.0) ( 26.9)

537 2,060 201 226 177 188 213 97 46 135

( 100.0) ( 383.6) ( 37.4) ( 42.1) ( 33.0) ( 35.0) ( 39.7) ( 18.1) ( 8.6) ( 25.1)

116 586 50 70 47 57 58 31 13 36

( 100.0) ( 505.2) ( 43.1) ( 60.3) ( 40.5) ( 49.1) ( 50.0) ( 26.7) ( 11.2) ( 31.0)

315 1,739 154 160 172 197 176 105 36 92

( 100.0) ( 552.1) ( 48.9) ( 50.8) ( 54.6) ( 62.5) ( 55.9) ( 33.3) ( 11.4) ( 29.2)

30 184 17 18 16 18 17 14 5 10

( 100.0) ( 613.3) ( 56.7) ( 60.0) ( 53.3) ( 60.0) ( 56.7) ( 46.7) ( 16.7) ( 33.3)

44 150 10 14 12 13 11 8 4 10

( 100.0) ( 340.9) ( 22.7) ( 31.8) ( 27.3) ( 29.5) ( 25.0) ( 18.2) ( 9.1) ( 22.7)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

働く場の

紹介

（あっせ

ん）や相

談が充実

している

こと

健康管理

が充実し

ているこ

と

働きなが

ら安心し

て通院で

きること

作業所な

ど働く場

が整備さ

れている

こと

公営住宅

やアパー

ト、グ

ループ

ホームな

どの住居

が整備さ

れている

こと

就労後の

相談、支

援が適切

に行われ

るような

定着支援

が充実し

ているこ

と

その他 特に必要

ない

無回答

249 195 427 171 137 259 34 60 172

( 24.9) ( 19.5) ( 42.7) ( 17.1) ( 13.7) ( 25.9) ( 3.4) ( 6.0) ( 17.2)

103 88 186 77 56 88 18 35 126

( 19.2) ( 16.4) ( 34.6) ( 14.3) ( 10.4) ( 16.4) ( 3.4) ( 6.5) ( 23.5)

25 32 45 32 25 44 4 7 10

( 21.6) ( 27.6) ( 38.8) ( 27.6) ( 21.6) ( 37.9) ( 3.4) ( 6.0) ( 8.6)

108 76 185 56 55 124 11 14 18

( 34.3) ( 24.1) ( 58.7) ( 17.8) ( 17.5) ( 39.4) ( 3.5) ( 4.4) ( 5.7)

15 9 19 7 4 10 2 1 2

( 50.0) ( 30.0) ( 63.3) ( 23.3) ( 13.3) ( 33.3) ( 6.7) ( 3.3) ( 6.7)

7 4 10 8 6 7 1 5 20

( 15.9) ( 9.1) ( 22.7) ( 18.2) ( 13.6) ( 15.9) ( 2.3) ( 11.4) ( 45.5)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

 全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

 全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

③③  障障害害者者のの就就労労にに必必要要ななこことと  

障害者の就労に必要なこととして、「障害のある方に配慮した職場の施設・設備が整

っていること」が46.4％で最も多くなっており、「事業主や職場の仲間の理解がある

こと」、「生活できる給料がもらえること」、「働きながら安心して通院できること」

も多くなっています。 

障害種別にみると、知的障害者は「障害のある方に配慮した職場の施設・設備が整っ

ていること」、「作業所など働く場が整備されていること」、「就労後の相談、支援が適切

に行われるような定着支援が充実していること」、精神障害者は「生活できる給料がも

らえること」、「働きながら安心して通院できること」、「就労条件（個別の状況に応じた

対応など）が整っていること」などが全体に比べ多く、障害の種別によって求めること

が異なっています。 

■■障障害害者者のの就就労労にに必必要要ななこことと（（市市民民：：複複数数回回答答））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

    

資
料
編
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1. 2. 3. 4.

合  計 ある ない わからな

い

無回答

1,000 72 818 52 58

( 100.0) ( 7.2) ( 81.8) ( 5.2) ( 5.8)

537 27 456 21 33

( 100.0) ( 5.0) ( 84.9) ( 3.9) ( 6.1)

116 11 90 12 3

( 100.0) ( 9.5) ( 77.6) ( 10.3) ( 2.6)

315 31 251 22 11

( 100.0) ( 9.8) ( 79.7) ( 7.0) ( 3.5)

30 6 23 1 0

( 100.0) ( 20.0) ( 76.7) ( 3.3) ( - )

44 2 29 2 11

( 100.0) ( 4.5) ( 65.9) ( 4.5) ( 25.0)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

 全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

3. 精神障害者

（（３３））障障害害者者のの人人権権  

①①  虐虐待待のの状状況況  

「虐待されたことがある」と回答した人は知的障害者、精神障害者で約1割となって

います。 

 

■■虐虐待待のの有有無無（（市市民民））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

  

■■虐虐待待をを受受けけたた場場面面（（市市民民：：複複数数回回答答））  

  

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

 

 

  

43.1%

23.6%

13.9%

8.3%

8.3%

2.8%

13.9%

4.2%

0% 20% 40% 60%

家庭(家族、親戚)

職場

福祉施設

医療機関

公共施設

教育の場

その他

無回答(N=72)
資
料
編
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1. 2. 3. 4. 5.

合  計 よく感じ

る

ときどき

感じる

ほとんど

感じたこ

とはない

まったく

感じたこ

とはない

無回答

1,000 90 215 420 175 100

( 100.0) ( 9.0) ( 21.5) ( 42.0) ( 17.5) ( 10.0)

537 23 82 260 114 58

( 100.0) ( 4.3) ( 15.3) ( 48.4) ( 21.2) ( 10.8)

116 10 38 43 12 13

( 100.0) ( 8.6) ( 32.8) ( 37.1) ( 10.3) ( 11.2)

315 57 96 103 43 16

( 100.0) ( 18.1) ( 30.5) ( 32.7) ( 13.7) ( 5.1)

30 6 7 12 4 1

( 100.0) ( 20.0) ( 23.3) ( 40.0) ( 13.3) ( 3.3)

44 1 5 15 9 14

( 100.0) ( 2.3) ( 11.4) ( 34.1) ( 20.5) ( 31.8)

1,018 45 290 531 104 48

( 100.0) ( 4.4) ( 28.5) ( 52.2) ( 10.2) ( 4.7)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

 市  民  全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

3. 精神障害者

 一  般  市  民  全  体

②②  差差別別やや偏偏見見、、疎疎外外感感のの感感じじ方方  

差別や偏見、疎外感を“感じることがある”（「よく感じる」と「ときどき感じる」

の合計）と回答した人は、知的障害者が４割強、精神障害者が５割弱を占めています。

一方、一般市民は差別や偏見、疎外感を“感じたことがない”（「ほとんど感じたこと

はない」と「まったく感じたことはない」の合計）と回答した人が約６割を占めていま

す。 

 

■■差差別別やや偏偏見見、、疎疎外外感感のの感感じじ方方（（市市民民・・一一般般市市民民））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

  

資
料
編
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

回答者数 合  計 学校など

の教育の

場で

仕事 収入面 病院の医

師や看護

師等の応

対・態度

コミュニ

ケーショ

ンや情報

の収集

学習機会

やスポー

ツ・趣味

の活動

ご近所と

のつきあ

い

地区の行

事・集ま

り

305 812 26 122 87 56 34 15 50 24

( 100.0) ( 266.2) ( 8.5) ( 40.0) ( 28.5) ( 18.4) ( 11.1) ( 4.9) ( 16.4) ( 7.9)

105 268 5 24 17 15 10 6 17 13

( 100.0) ( 255.2) ( 4.8) ( 22.9) ( 16.2) ( 14.3) ( 9.5) ( 5.7) ( 16.2) ( 12.4)

48 137 4 16 11 7 7 6 6 4

( 100.0) ( 285.4) ( 8.3) ( 33.3) ( 22.9) ( 14.6) ( 14.6) ( 12.5) ( 12.5) ( 8.3)

153 446 17 78 57 33 21 6 32 8

( 100.0) ( 291.5) ( 11.1) ( 51.0) ( 37.3) ( 21.6) ( 13.7) ( 3.9) ( 20.9) ( 5.2)

13 28 2 10 5 2 2 0 1 1

( 100.0) ( 215.4) ( 15.4) ( 76.9) ( 38.5) ( 15.4) ( 15.4) ( - ) ( 7.7) ( 7.7)

6 16 1 1 1 2 0 0 1 1

( 100.0) ( 266.7) ( 16.7) ( 16.7) ( 16.7) ( 33.3) ( - ) ( - ) ( 16.7) ( 16.7)

335 959 63 112 72 31 52 27 52 20

( 100.0) ( 286.3) ( 18.8) ( 33.4) ( 21.5) ( 9.3) ( 15.5) ( 8.1) ( 15.5) ( 6.0)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

外での人

の視線

（じろじ

ろ見られ

る等）

お店など

での応対

行政職員

の応対・

態度

電車な

ど、交通

機関の利

用等

公共施設

の利用等

結婚 出産 その他 無回答

115 58 33 83 31 20 10 40 8

( 37.7) ( 19.0) ( 10.8) ( 27.2) ( 10.2) ( 6.6) ( 3.3) ( 13.1) ( 2.6)

44 29 13 38 14 4 2 11 6

( 41.9) ( 27.6) ( 12.4) ( 36.2) ( 13.3) ( 3.8) ( 1.9) ( 10.5) ( 5.7)

31 12 3 18 8 1 1 2 0

( 64.6) ( 25.0) ( 6.3) ( 37.5) ( 16.7) ( 2.1) ( 2.1) ( 4.2) ( - )

51 25 18 34 14 16 8 26 2

( 33.3) ( 16.3) ( 11.8) ( 22.2) ( 9.2) ( 10.5) ( 5.2) ( 17.0) ( 1.3)

1 1 1 2 0 0 0 0 0

( 7.7) ( 7.7) ( 7.7) ( 15.4) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

4 1 1 0 1 0 0 2 0

( 66.7) ( 16.7) ( 16.7) ( - ) ( 16.7) ( - ) ( - ) ( 33.3) ( - )

141 65 18 175 65 25 14 22 5

( 42.1) ( 19.4) ( 5.4) ( 52.2) ( 19.4) ( 7.5) ( 4.2) ( 6.6) ( 1.5)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

 一  般  市  民  全  体

 市  民  全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

 一  般  市  民  全  体

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

 市  民  全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

差別や偏見、疎外感を“感じることがある”と回答した人の差別や偏見、疎外感を感

じる場面は、知的障害者では「外での人の視線(じろじろ見られる等)」、精神障害者で

は「仕事」が多くなっています。 

 

■■差差別別やや偏偏見見、、疎疎外外感感をを感感じじるる場場面面（（市市民民・・一一般般市市民民：：複複数数回回答答））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

資
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

合  計 介助は必

要ではな

い

配偶者

（夫・

妻）又は

パート

ナー

父親・母

親

子ども・

子どもの

配偶者

兄弟姉妹 祖父・祖

母・親戚

1,000 279 230 136 82 20 5

( 100.0) ( 27.9) ( 23.0) ( 13.6) ( 8.2) ( 2.0) ( 0.5)

537 100 182 30 64 12 0

( 100.0) ( 18.6) ( 33.9) ( 5.6) ( 11.9) ( 2.2) ( - )

116 17 4 69 1 3 1

( 100.0) ( 14.7) ( 3.4) ( 59.5) ( 0.9) ( 2.6) ( 0.9)

315 149 32 57 8 5 3

( 100.0) ( 47.3) ( 10.2) ( 18.1) ( 2.5) ( 1.6) ( 1.0)

30 16 5 0 2 0 0

( 100.0) ( 53.3) ( 16.7) ( - ) ( 6.7) ( - ) ( - )

44 4 10 3 9 1 1

( 100.0) ( 9.1) ( 22.7) ( 6.8) ( 20.5) ( 2.3) ( 2.3)

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

隣人・知

人

ホームヘ

ルパー

ボラン

ティア

施設の職

員

その他 必要だが

誰もいな

い

無回答

2 23 0 32 16 34 141

( 0.2) ( 2.3) ( - ) ( 3.2) ( 1.6) ( 3.4) ( 14.1)

1 18 0 17 8 9 96

( 0.2) ( 3.4) ( - ) ( 3.2) ( 1.5) ( 1.7) ( 17.9)

0 1 0 8 2 4 6

( - ) ( 0.9) ( - ) ( 6.9) ( 1.7) ( 3.4) ( 5.2)

1 4 0 2 3 19 32

( 0.3) ( 1.3) ( - ) ( 0.6) ( 1.0) ( 6.0) ( 10.2)

0 1 0 2 2 0 2

( - ) ( 3.3) ( - ) ( 6.7) ( 6.7) ( - ) ( 6.7)

0 0 0 5 1 3 7

( - ) ( - ) ( - ) ( 11.4) ( 2.3) ( 6.8) ( 15.9)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

 全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

5. 無回答

 全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

合  計 10～19歳 20～39歳 40～59歳 60～64歳 65～74歳 75～84歳 85歳以上 無回答

473 4 26 117 39 86 84 20 97

( 100.0) ( 0.8) ( 5.5) ( 24.7) ( 8.2) ( 18.2) ( 17.8) ( 4.2) ( 20.5)

64 4 9 33 8 4 1 0 5

( 100.0) ( 6.3) ( 14.1) ( 51.6) ( 12.5) ( 6.3) ( 1.6) ( - ) ( 7.8)

47 0 11 3 5 11 1 1 15

( 100.0) ( - ) ( 23.4) ( 6.4) ( 10.6) ( 23.4) ( 2.1) ( 2.1) ( 31.9)

135 0 5 54 15 10 13 1 37

( 100.0) ( - ) ( 3.7) ( 40.0) ( 11.1) ( 7.4) ( 9.6) ( 0.7) ( 27.4)

71 0 1 8 3 45 2 0 12

( 100.0) ( - ) ( 1.4) ( 11.3) ( 4.2) ( 63.4) ( 2.8) ( - ) ( 16.9)

106 0 0 9 2 13 60 4 18

( 100.0) ( - ) ( - ) ( 8.5) ( 1.9) ( 12.3) ( 56.6) ( 3.8) ( 17.0)

47 0 0 10 6 3 6 14 8

( 100.0) ( - ) ( - ) ( 21.3) ( 12.8) ( 6.4) ( 12.8) ( 29.8) ( 17.0)

3 0 0 0 0 0 1 0 2

( 100.0) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( 33.3) ( - ) ( 66.7)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

5. 75～84歳

6. 85歳以上

7. 無回答

 全  体

問

２

　

年

齢

1. 18～29歳

2. 30～39歳

3. 40～64歳

4. 65～74歳

（（４４））介介助助者者のの状状況況  

主な介助者は、身体障害者は「配偶者（夫・妻）又はパートナー」、知的障害者は「父

親・母親」、精神障害者は「介助は必要ではない」と回答した人が多くなっています。 

主な介助者の年齢は、65～74歳の介助者は「65～74歳」が６割強、75～84歳の介

助者は「75～84歳」が５割半ば、85歳以上の介助者は「85歳以上」が約３割となって

おり、老老介護の実態が伺えます。 

 

■■主主なな介介助助者者（（市市民民））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

  

■■主主なな介介助助者者のの年年齢齢（（市市民民）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月）    

資
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

合  計 住みやす

い

まあ住み

やすい

やや住み

にくい

住みにく

い

どちらと

もいえな

い

無回答

1,000 90 243 78 68 427 94

( 100.0) ( 9.0) ( 24.3) ( 7.8) ( 6.8) ( 42.7) ( 9.4)

537 41 144 36 23 229 64

( 100.0) ( 7.6) ( 26.8) ( 6.7) ( 4.3) ( 42.6) ( 11.9)

116 14 34 16 10 38 4

( 100.0) ( 12.1) ( 29.3) ( 13.8) ( 8.6) ( 32.8) ( 3.4)

315 36 62 29 34 140 14

( 100.0) ( 11.4) ( 19.7) ( 9.2) ( 10.8) ( 44.4) ( 4.4)

30 1 6 5 2 16 0

( 100.0) ( 3.3) ( 20.0) ( 16.7) ( 6.7) ( 53.3) ( - )

44 4 7 1 3 17 12

( 100.0) ( 9.1) ( 15.9) ( 2.3) ( 6.8) ( 38.6) ( 27.3)

1,018 38 155 118 62 615 30

( 100.0) ( 3.7) ( 15.2) ( 11.6) ( 6.1) ( 60.4) ( 2.9)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

 一  般  市  民  全  体

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

 市  民  全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

（（５５））障障害害者者のの暮暮ららししややすすいいままちちづづくくりり  

①①  川川口口市市のの住住みみややすすささ  

障害者にとって川口市は、いずれの障害種別においても「住みやすい」と「まあ住み

やすい」を合わせた“住みやすい”が、「住みにくい」と「やや住みにくい」を合わせ

た“住みにくい”を上回っています。一方、一般市民は「どちらともいえない」が６割

となっています。 

 

■■川川口口市市のの住住みみややすすささ（（市市民民・・一一般般市市民民）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

回答者数 合  計 何でも相

談できる

窓口をつ

くるなど

相談体制

の充実

緊急時の

受け入れ

や医療機

関への連

絡等の対

応の充実

サービス

利用の手

続きの簡

素化

行政から

の福祉に

関する情

報提供の

充実

保健や福

祉の専門

的な人材

の育成と

資質の向

上

コーディ

ネーター

の配置に

よる地域

の様々な

ニーズに

対応でき

る体制の

充実

参加しや

すいス

ポーツ、

サーク

ル、文化

活動の充

実

いろいろ

なボラン

ティア団

体の育成

住宅での

生活がし

やすく介

助が受け

やすいよ

うな保

健・医療

福祉の

サービス

の充実

医師や専

門職員に

よる訪問

指導の充

実

短期入所

施設の整

備

入所施設

の整備

グループ

ホームの

整備

1,000 4,964 505 395 399 283 163 120 140 88 203 169 151 170 130

( 100.0) ( 496.4) ( 50.5) ( 39.5) ( 39.9) ( 28.3) ( 16.3) ( 12.0) ( 14.0) ( 8.8) ( 20.3) ( 16.9) ( 15.1) ( 17.0) ( 13.0)

537 2,307 241 226 196 136 57 50 62 38 117 86 68 77 38

( 100.0) ( 429.6) ( 44.9) ( 42.1) ( 36.5) ( 25.3) ( 10.6) ( 9.3) ( 11.5) ( 7.1) ( 21.8) ( 16.0) ( 12.7) ( 14.3) ( 7.1)

116 722 61 48 51 31 24 17 22 7 20 16 43 46 40

( 100.0) ( 622.4) ( 52.6) ( 41.4) ( 44.0) ( 26.7) ( 20.7) ( 14.7) ( 19.0) ( 6.0) ( 17.2) ( 13.8) ( 37.1) ( 39.7) ( 34.5)

315 1,806 188 115 141 110 76 50 55 35 63 57 42 50 53

( 100.0) ( 573.3) ( 59.7) ( 36.5) ( 44.8) ( 34.9) ( 24.1) ( 15.9) ( 17.5) ( 11.1) ( 20.0) ( 18.1) ( 13.3) ( 15.9) ( 16.8)

30 192 18 13 16 10 5 7 4 6 7 9 4 3 3

( 100.0) ( 640.0) ( 60.0) ( 43.3) ( 53.3) ( 33.3) ( 16.7) ( 23.3) ( 13.3) ( 20.0) ( 23.3) ( 30.0) ( 13.3) ( 10.0) ( 10.0)

44 211 18 14 11 7 6 5 6 6 9 9 9 5 7

( 100.0) ( 479.5) ( 40.9) ( 31.8) ( 25.0) ( 15.9) ( 13.6) ( 11.4) ( 13.6) ( 13.6) ( 20.5) ( 20.5) ( 20.5) ( 11.4) ( 15.9)

1,018 8,159 627 470 468 287 270 208 214 155 423 251 326 340 252

( 100.0) ( 801.5) ( 61.6) ( 46.2) ( 46.0) ( 28.2) ( 26.5) ( 20.4) ( 21.0) ( 15.2) ( 41.6) ( 24.7) ( 32.0) ( 33.4) ( 24.8)

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

リハビ

リ・生活

訓練・職

業訓練な

どの通所

施設の整

備

幼少期か

ら一緒に

学ぶ教育

の機会の

提供

保育・教

育内容の

充実

共同生活

援助等の

障害福祉

サービス

の利用や

一人暮ら

しの体験

の機会・

場の充実

職業訓練

の充実や

働く場所

の確保

障害のあ

る仲間が

集える場

の確保

利用しや

すい公共

施設の整

備・改善

障害の有

無にかか

わらず、

住民同士

がふれあ

う機会や

場の充実

利用しや

すい道

路・建物

などの整

備・改善

公営住宅

の優先入

居など生

活の場の

確保

災害のと

きの避難

誘導体制

の整備

差別や偏

見をなく

すための

福祉教育

や広報活

動の充実

その他 無回答

165 91 82 82 144 134 213 137 216 169 207 211 53 144

( 16.5) ( 9.1) ( 8.2) ( 8.2) ( 14.4) ( 13.4) ( 21.3) ( 13.7) ( 21.6) ( 16.9) ( 20.7) ( 21.1) ( 5.3) ( 14.4)

88 28 29 22 42 48 105 61 114 70 114 72 20 102

( 16.4) ( 5.2) ( 5.4) ( 4.1) ( 7.8) ( 8.9) ( 19.6) ( 11.4) ( 21.2) ( 13.0) ( 21.2) ( 13.4) ( 3.7) ( 19.0)

24 19 10 22 21 24 29 26 23 16 31 43 3 5

( 20.7) ( 16.4) ( 8.6) ( 19.0) ( 18.1) ( 20.7) ( 25.0) ( 22.4) ( 19.8) ( 13.8) ( 26.7) ( 37.1) ( 2.6) ( 4.3)

50 37 34 37 76 61 74 47 74 77 59 92 29 24

( 15.9) ( 11.7) ( 10.8) ( 11.7) ( 24.1) ( 19.4) ( 23.5) ( 14.9) ( 23.5) ( 24.4) ( 18.7) ( 29.2) ( 9.2) ( 7.6)

7 5 7 3 7 6 10 6 11 7 7 10 1 0

( 23.3) ( 16.7) ( 23.3) ( 10.0) ( 23.3) ( 20.0) ( 33.3) ( 20.0) ( 36.7) ( 23.3) ( 23.3) ( 33.3) ( 3.3) ( - )

7 6 5 4 5 8 8 8 7 5 10 6 4 16

( 15.9) ( 13.6) ( 11.4) ( 9.1) ( 11.4) ( 18.2) ( 18.2) ( 18.2) ( 15.9) ( 11.4) ( 22.7) ( 13.6) ( 9.1) ( 36.4)

352 461 245 167 366 230 380 262 481 231 308 342 28 15

( 34.6) ( 45.3) ( 24.1) ( 16.4) ( 36.0) ( 22.6) ( 37.3) ( 25.7) ( 47.2) ( 22.7) ( 30.3) ( 33.6) ( 2.8) ( 1.5)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

 一  般  市  民  全  体

 一  般  市  民  全  体

5. 無回答

 市  民  全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

 市  民  全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

②②  障障害害者者のの暮暮ららししややすすいいままちちづづくくりりにに必必要要ななこことと  

障害があっても住み良いまちづくりのために必要なことは、「何でも相談できる窓

口をつくるなど相談体制の充実」が50.5％で最も多く、次いで「サービス利用の手続

きの簡素化」が39.9％、「緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の対応の充実」が

39.5％となっています。一方、一般市民は「幼少期から一緒に学ぶ教育の機会の提供」、

「利用しやすい道路・建物などの整備・改善」、「職業訓練の充実や働く場所の確保」、

「住宅での生活がしやすく介助が受けやすいような保健・医療福祉のサービスの充実」

などが市民に比べ多くなっています。 

 

■■障障害害者者のの暮暮ららししややすすいいままちちづづくくりりにに必必要要ななこことと（（市市民民・・一一般般市市民民：：複複数数回回答答））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 
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43.1%

40.2%

21.6%

16.2%

4.9%

0.9%

0.3%

11.7%

0.9%

0% 20% 40% 60%

あなたを含む家族による気づき

病院などの医療機関による受診・健診

保健センターで実施する健診

（４ヶ月、１歳６ヶ月、３歳）

保育園・幼稚園の助言

学校の助言

小学校で実施する就学時健康診断

年長時のことばの検査

その他

無回答
(N=635)

（（６６））障障害害児児支支援援  

①①  障障害害やや発発達達課課題題ななどどにに気気づづいいたたききっっかかけけ  

障害や発達課題などに気づいたきっかけについては、「あなたを含む家族による気

づき」が43.1％で最も多く、次いで「病院などの医療機関による受診・健診」が40.2％、

「保健センターで実施する健診（4ヶ月、1歳6ヶ月、3歳）」が21.6％となっていま

す。 

 

■■障障害害やや発発達達課課題題ななどどにに気気づづいいたたききっっかかけけ（（子子どどもも：：複複数数回回答答））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

 

②②  障障害害やや発発達達課課題題ななどどにに気気づづいいたた際際のの市市役役所所やや専専門門機機関関等等へへのの相相談談状状況況  

障害や発達課題などに気づいた際の市役所や専門機関等への相談状況、「相談でき

たし、対応も満足だった」が62.4％で最も多く、次いで「相談できたが、対応は不満

だった」が26.1％、「相談できなかった･しなかった」が7.1％となっています。 

 

■■障障害害やや発発達達課課題題ななどどにに気気づづいいたた際際のの市市役役所所やや専専門門機機関関等等へへのの相相談談状状況況（（子子どどもも））  

  
資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

相談できた

し、対応も

満足だった

62.4%

相談できた

が、対応は

不満だった

26.1%

相談でき

なかった・

しなかった

7.1%

無回答

4.4%

(N=635)
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③③  ここれれかかららのの障障害害児児のの学学校校教教育育でで特特にに大大切切とと思思ううこことと  

これからの障害児の学校教育で特に大切と思うことは、「障害児のニーズに応じた

専門的な教育を充実させること」が63.7％で最も多く、次いで「障害に対する教員の

専門性を向上させること」が63.5％、「いろいろな教育の場を選択できること」、「い

じめや差別をなくすこと」が47.4％となっています。 

 

■■ここれれかかららのの障障害害児児のの学学校校教教育育でで特特にに大大切切とと思思ううこことと（（子子どどもも：：複複数数回回答答））  

  

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

  

  

  

  

63.7%

63.5%

47.4%

47.4%

44.2%

40.2%

39.4%

31.4%

26.1%

21.9%

6.6%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80%

障害児のニーズに応じた

専門的な教育を充実させること

障害に対する教員の専門性を

向上させること

いろいろな教育の場を選択できること

いじめや差別をなくすこと

教育と福祉・医療との連携を図ること

幼児期から成人期までの一貫した

教育の支援体制をつくること

通学送迎支援の体制を充実させること

すべての学校に特別支援学級を設けること

障害の有無にかかわらず、

地域の同じ場で学ぶこと

通級指導教室の増設をすること

その他

無回答
(N=625)
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

回答者数 合  計 自力で避

難がむず

かしい

避難所生

活がむず

かしい

薬の手配

がむずか

しい

情報を入

手しにく

い

必要な医

療が受け

られない

必要な物

資を手に

入れられ

ない

どこに行

けば良い

かわから

ない

その他 特に思い

つかない

無回答

1,000 1,888 259 322 296 154 212 158 190 15 159 123

( 100.0) ( 188.8) ( 25.9) ( 32.2) ( 29.6) ( 15.4) ( 21.2) ( 15.8) ( 19.0) ( 1.5) ( 15.9) ( 12.3)

537 1,041 180 182 140 72 133 91 97 7 58 81

( 100.0) ( 193.9) ( 33.5) ( 33.9) ( 26.1) ( 13.4) ( 24.8) ( 16.9) ( 18.1) ( 1.3) ( 10.8) ( 15.1)

116 262 55 51 30 28 21 23 31 2 15 6

( 100.0) ( 225.9) ( 47.4) ( 44.0) ( 25.9) ( 24.1) ( 18.1) ( 19.8) ( 26.7) ( 1.7) ( 12.9) ( 5.2)

315 579 34 86 138 55 65 48 59 5 64 25

( 100.0) ( 183.8) ( 10.8) ( 27.3) ( 43.8) ( 17.5) ( 20.6) ( 15.2) ( 18.7) ( 1.6) ( 20.3) ( 7.9)

30 41 4 5 3 2 4 2 2 1 17 1

( 100.0) ( 136.7) ( 13.3) ( 16.7) ( 10.0) ( 6.7) ( 13.3) ( 6.7) ( 6.7) ( 3.3) ( 56.7) ( 3.3)

44 71 12 16 6 2 3 3 9 0 8 12

( 100.0) ( 161.4) ( 27.3) ( 36.4) ( 13.6) ( 4.5) ( 6.8) ( 6.8) ( 20.5) ( - ) ( 18.2) ( 27.3)

上段は人数、下段は構成比

全体の構成比より10ポイント以上高ければ濃い灰色、10ポイント以上低ければ薄い灰色

3. 精神障害者

4.
上記の手帳や自立支援

医療はない

5. 無回答

 全  体

問

３

　

障

害

種

別

1. 身体障害者

2. 知的障害者

（（７７））災災害害時時のの対対応応  

①①  災災害害時時にに心心配配ななこことと  

災害時に心配なことは、「避難所生活がむずかしい」が32.2％で最も多く、次いで

「薬の手配がむずかしい」が29.6％、「自力で避難がむずかしい」が25.9％となって

います。 

障害種別にみると、知的障害者は「自力で避難がむずかしい」、精神障害者は「薬の

手配がむずかしい」が全体に比べ多くなっています。 

 

■■災災害害時時にに心心配配ななこことと（（市市民民：：複複数数回回答答））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

 

②②  地地域域ににおおけけるる災災害害時時のの備備ええととししてて重重要要ななこことと  

地域における災害時の備えとして重要なことには、「日頃からのあいさつ、声かけや

つきあい」が38.6％で最も多く、次いで「危険箇所の把握」が27.7％、「地域におけ

る援助体制の構築」が20.7％となっています。 

■■地地域域ににおおけけるる災災害害時時のの備備ええととししてて重重要要ななこことと（（市市民民：：複複数数回回答答））  

 
資料：川口市障害福祉に関するアンケート調査報告書（令和5年11月） 

  

38.6%

27.7%

20.7%

18.9%

17.6%

13.3%

12.6%

10.2%

3.6%

20.5%

0% 20% 40% 60%

日頃からのあいさつ、声かけやつきあい

危険箇所の把握

地域における援助体制の構築

地域の要援護者の把握

地域での避難訓練

要援護者に対する情報伝達体制の構築

災害対策の学習会

災害ボランティアの育成

その他

無回答(N=1,000)
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３ 計画の策定方法                  
 

（（１１））川川口口市市社社会会福福祉祉審審議議会会障障害害者者福福祉祉専専門門分分科科会会ででのの審審議議  

計画の策定にあたっては、川口市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会において協議・

検討を行いました。 

専門分科会は、学識経験者や市内の関係機関、障害者関係団体の代表で構成され、公募

による市民も委員として参加しています。 

  

（（２２））市市民民等等のの意意見見のの反反映映等等  

①①障障害害者者、、障障害害児児、、障障害害者者関関係係団団体体、、ササーービビスス提提供供事事業業所所等等のの意意見見把把握握  

計画の策定にあたっては、障害者ご本人や障害児の保護者、一般市民、市内で活動す

る障害者関係団体、サービス提供事業所等へのアンケート調査を実施し、意見・要望等

を把握しました。また、障害者関係団体を対象にした意見交換会も実施しました。 
 

■■アアンンケケーートト調調査査のの概概要要  

調調査査種種別別  調調査査対対象象者者  有有効効配配布布数数（（配配布布数数））  回回収収率率（（回回収収数数））  

①市民 

18歳以上の市民のうち、身体障害

者手帳・療育手帳・精神障害者保健

福祉手帳を持っている人、自立支援

医療（精神通院医療）を利用してい

る人、障害福祉サービスを利用して

いる難病の人の中から無作為に抽出

した人 

2,895人 

（2,950人） 

34.5％ 

（1,000人） 

②子ども 

18歳未満の市民のうち、身体障害

者手帳・療育手帳・精神障害者保健

福祉手帳を持っている人、自立支援

医療（精神通院医療）、障害福祉サ

ービス等を利用している人の中から

無作為に抽出した保護者 

1,350人 

（1,350人） 

47.0％ 

（635人） 

③施設利用 

18歳以上の市民のうち、身体障害

者手帳・療育手帳・精神障害者保健

福祉手帳を持っている人で障害者支

援施設に入所、又はグループホーム

（共同生活援助）に入居している人

の中から無作為に抽出した人 

339人 

（350人） 

37.8％ 

（128人） 

④一般市民 
18歳以上の川口市民の中から無作

為に抽出した人 

3,081人 

（3,100人） 

33.0％ 

（1,018人） 

⑤関係団体 
障害者福祉団体 12団体 

（12団体） 

58.3％ 

（７団体） 

⑥事業所 
障害福祉サービス提供事業所 211事業所 

（211事業所） 

50.7％ 

（107事業所） 
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■■意意見見交交換換会会のの概概要要  

区 分 概 要 

意見交換会 

［第１回］

目  的：

実施対象：

実施時期：

 

［第２回］

目  的：

実施対象：

実施時期 

 

障害者（介助者を含む）の生活実態と課題を把握する。 

各障害別障害者団体関係者及び障害者 ７名 

令和５年８月２日（水） 

 

 

計画（案）を報告する。 

各障害別障害者団体関係者及び障害者 ５名 

令和６年１月15日（月） 

  

②②パパブブリリッックク・・ココメメンントト  

計画の策定にあたっては、計画案について広く市民から意見を募集し計画に反映さ

せるため、パブリック・コメントを実施しました。 

 

■■意意見見募募集集のの概概要要  

区 分 実 施 概 要 

募集期間 令和5年12月25日（月）～令和6年1月24日（水） 

募集の周知方法 

・「広報かわぐち」（令和５年12月号）において、パブリック・コメント 

の実施を広報 

・ホームページに計画（案）を掲載 

・障害福祉課及び市政情報コーナーで計画（案）を閲覧 

提出方法 書面の持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール 

募集結果 

意見提出者  ３件 

意見    17件 

案の修正    ２件 
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４ 川口市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会     
 

（（１１））川川口口市市社社会会福福祉祉審審議議会会規規則則  
 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川口市社会福祉審議会条例（平成29年条例第49号）第８条の規定

に基づき、川口市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

（専門分科会の設置等） 

第２条 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第11条第１項の規

定により設置する身体障害者福祉専門分科会は、障害者福祉専門分科会と称するもの

とし、当該専門分科会においては、同項に規定する身体障害者の福祉に関する事項に加

え、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議する。 

２ 法第11条第２項の規定により設置する専門分科会は、地域福祉専門分科会とし、当

該専門分科会において調査審議する事項は、地域福祉に関する事項とする。 

３ 前項に規定する専門分科会のほか、必要に応じ、審議会に専門分科会を設置するこ

とができる。 

 

（専門分科会の委員等） 

第３条 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員

は、委員長が指名する。 

２ 専門分科会に、専門分科会長及び副専門分科会長を置く。 

３ 専門分科会長は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員（民生委員審査専門分

科会にあっては、委員。第５項、次条第２項及び第３項並びに第５条において同じ。）

の互選によってこれを定める。 

４ 専門分科会長は、その専門分科会の会務を総理する。 

５ 副専門分科会長は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員のうちから専門分科

会長が指名する。 

６ 副専門分科会長は、専門分科会長を補佐し、専門分科会長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

 

（専門分科会の会議等） 

第４条 専門分科会の会議は、専門分科会長が招集し、その議長となる。 

２ 専門分科会は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなけれ

ば、会議を開くことができない。 

３ 専門分科会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 
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第５条 専門分科会は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員全員の一致によりあ

らかじめ指定する事項については、書面により決議することができる。 

２ 前項の規定による決議は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の過半数で決

し、可否同数のときは、専門分科会長の決するところによる。 

 

第６条 審議会は、専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）において調査審議す

る事項について諮問を受けたときは、当該専門分科会の決議をもって審議会の決議と

することができる。 

 

（部会の設置等） 

第７条 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号。以下「令」という。）第３条第１

項の規定により、同項の身体障害者福祉専門分科会に審査部会を置く。 

２ 前項の審査部会は、障害者福祉専門分科会審査部会と称するものとし、当該審査部

会においては、令第３条第１項に規定する身体障害者の障害程度の審査に関する調査

審議に加え、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１）身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師の指

定及び当該指定の取消しに関する事項 

（２）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（平成17年法律第

123号）第59条第１項に規定する指定自立支援医療機関（精神通院医療に係るものを

除く。）の指定の取消しに関する事項 

 

第８条 法第12条第２項の規定において読み替えて適用される法第11条第１項の規定

により設置する児童福祉専門分科会に、部会を置く。 

２ 前項の部会は、児童福祉専門分科会施設認可部会と称するものとし、当該部会にお

いては、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１）児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の15第２項に規定する家庭的保育

事業等の認可に関する事項 

（２）児童福祉法第35条第４項に規定する児童福祉施設の設置の認可（保育所に係るも

のに限る。）に関する事項及び同法第46条第４項に規定する児童福祉施設の設置者に

対する事業の停止の命令に関する事項 

（３）児童福祉法第59条第５項に規定する施設に対する事業の停止又は施設の閉鎖の命

令に関する事項 

（４）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

18年法律第77号）第３条第１項及び第３項に規定する認定に関する事項並びに同法第

７条第１項に規定する認定の取消しに関する事項 

（５）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条

に規定する事項 

（６）子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第77条第１項第１号及び第２号

に規定する事項 
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（７）川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成29年条例第

58号）第３条第１項、川口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成26年条例第72号）第３条第１項、川口市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第74号）第３条第１項及び川口市幼

保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成29年条例第59号）第４条第１項に規定する勧告に関する事項 

 

第９条 第７条第１項の規定により置く審査部会及び前条第１項の規定により置く部会

のほか、必要に応じ、専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に部会を置くこ

とができる。 

 

（部会の委員等） 

第10条 部会（障害者福祉専門分科会審査部会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員

は、当該専門分科会長が指名する。 

２ 部会に、部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長は、その部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は、その部会の会務を総理する。 

５ 副部会長は、その部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長が指名する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（部会の会議） 

第11条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

２ 部会は、その部会に属する委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開

くことができない。 

３ 部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

 

第12条 令第３条第３項に定めるもののほか、審議会は、部会において調査審議する事

項について諮問を受けたときは、当該部会の決議をもって審議会の決議とすることが

できる。 

 

（関係者の出席及び資料の提出） 

第13条 審議会、専門分科会又は部会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席

を求めて、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。 

 

（委任） 

第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審

議会に諮って定める。 

 

  

資
料
編



- 149 - 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（川口市社会福祉保健審議会規則の廃止） 

２ 川口市社会福祉保健審議会規則（昭和53年規則第24号）は、廃止する。 

 

附則（令和元年６月25日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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（（２２））川川口口市市社社会会福福祉祉審審議議会会障障害害者者福福祉祉専専門門分分科科会会  委委員員名名簿簿  

 

（敬称略） 

役 職 氏 名 所 属 等 区 分 

専門 

分科会長 
田中 恵美子 

東京家政大学人文学部教育福祉学科 

教授 

学識経験者 

副専門 

分科会長 
庄司 正樹 埼玉県南児童相談所 副所長 

委員 

新谷  仁 一般社団法人川口市医師会 

吉井 正俊 
一般社団法人川口歯科医師会 

理事・副会長 

岡本 和久 桐和会グループ 理事長 

谷  史夫 川口市立小学校長会 根岸小学校 校長 

土田 幸生 川口公共職業安定所 統括職業指導官 

小川 礼子 社会福祉法人あみくるDays 理事長 

関係機関 松本  哲 社会福祉法人みぬま福祉会 理事 

髙山 久美子 川口市社会福祉協議会 事務局長 

小巻 喜一 川口市障害者団体連絡協議会 会長 

障害者 

関係団体 

吉田  優 社会福祉法人ひふみ会 理事長 

片山  理 川口市精神障害者の会よつば 会長 

森田 かよ子 
NPO法人川口市障害難病団体協議会 

代表理事 

田中 眞弓 公募委員 

 

羽場 ひで子 公募委員 
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（（３３））検検討討経経過過  

  

開催日 議題 配布資料 

第１回 

令和５年 

６月28日（水） 

川口市役所 

第二庁舎 

地下会議室 

（１）川口市障害者福

祉計画等の策定

について 

（２）計画策定のスケ

ジュールについ

て 

（３）ア ンケート 調

査・意見交換会

の実施について 

（４）現行計画施策・

事業の進捗状況

調査について 

（５）「障害」という

言葉の漢字表記

について 

（６）旧しらゆりの家

跡地を活用した

新たな障害者短

期入所施設の整

備について 

・第１回川口市社会福祉審議会障害者福祉専

門分科会 次第 

・川口市社会福祉審議会障害者福祉専門分科

会 委員名簿 

・第１回川口市社会福祉審議会障害者福祉専

門分科会 席次表 

・資料１ 川口市における障害者に関する計

画について 

・資料２ 川口市社会福祉審議会障害者福祉

専門分科会スケジュール 

・資料３ アンケート調査項目 

・資料４ 進捗状況調査表 

第２回 

令和５年 

９月27日（水） 

川口市役所 

第一本庁舎 

501会議室 

（１）アンケート調査

結果（速報値）・

意見交換会の結

果について 

（２）現行計画施策・

事業の進捗状況

の結果について 

（３）次期計画の構成

（案）・体系（案）

について 

・第２回川口市社会福祉審議会障害者福祉専

門分科会 次第 

・資料１ 次期計画の構成案 

・資料２ 次期計画の体系案 

・資料３ アンケート調査結果（速報値） 

・資料４ 意見交換会結果 

・資料５ 進捗状況調査結果 

第３回 

令和５年 

10月25日（水） 

川口市役所 

第一本庁舎 

501会議室 

（１）次期計画素案に

ついて 

・第３回川口市社会福祉審議会障害者福祉専

門分科会 次第 

・資料１ 次期計画の主要課題 

・資料２ 次期計画の素案 

・アンケート集計結果 

・第２回川口市社会福祉審議会障害者福祉専

門分科会議事要旨 

・（仮）第３期川口市地域福祉計画の施策体系

（案） 
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開催日 議題 配布資料 

第４回 

令和５年 

11月29日（水） 

川口市役所 

第一本庁舎 

501会議室 

（１）次期計画素案に

ついて 

（２）今後のスケジュ

ールについて 

・第４回川口市社会福祉審議会障害者福祉専

門分科会 次第 

・次期計画素案 

・川口市障害福祉に関するアンケート調査報

告書 

・第３回川口市社会福祉審議会障害者福祉専

門分科会議事要旨 

・素案62ページの訂正 

第５回 

令和6年 

2月14日（水） 

川口市役所 

第一本庁舎 

501会議室 

（１）パブリック・コメ

ントの結果につ

いて 

（２）計画（案）につい

て 

（３）その他 

・第５回川口市社会福祉審議会障害者福祉専

門分科会 次第 

・計画（案）への意見募集結果 

・計画（案） 

・計画（案）の訂正表 
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■障害者のシンボルマーク 

シンボル 
マーク 

（上段） 
マークの名称 

マークの概要、使用方法など 
（下段） 

関係団体・機関 

 

障害者のための 
国際シンボルマーク 

障害者が利用できる建築物や公共輸送機関で
あることを示す世界共通の国際シンボルマーク
です。マークの使用については、国際リハビリテ
ーション協会の「使用指針」により定められてい
ます。 

なお、このマークは、全ての障害者を対象とし
たもので、特に車イスを利用する障害者を限定し
使用されるものではありません。 

このマークの使用や著作権については、公益財
団法人日本障害者リハビリテーション協会で管
理しています。 

公益財団法人 
日本障害者リハビリ 
テーション協会 

 

盲人のための 
国際シンボルマーク 

世界盲人連合（WＢＵ）が定めた世界共通の国
際シンボルマークです。WＢＵによれば、「この
マークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に
自由に使用してよい。色は全て青にしなければな
らない」としています。 

横断歩道で、このマークが付いた歩行者用信号
ボタン見かけることがありますが、この信号機は
視覚障害者が安全に渡れるよう、信号時間が長め
に調整されています。 

社会福祉法人 
日本盲人福祉委員会 

 

聴覚障害者の 
シンボルマーク 
（国内：耳マーク） 

聴覚障害を示す耳が図案化されたもので、左記
の会などが提唱しています。 

聴覚障害者は、障害そのものがわかりにくいた
め、「声をかけたのに返事をしない」などと誤解
されたり、不利益や危険にさらされたりするな
ど、社会生活の上で不安が数知れずあります。「聞
こえない」ことが相手にわかれば、相手はそれな
りに気配りをします。目の不自由な人の「白い杖」
などと同様に、耳が不自由ですという自己表示が
必要ということで考案され、預金通帳、年金証書
等に貼って、呼び出しなど聞こえないことへの配
慮を求める場合などに使用されています。 

一般社団法人 
全日本難聴者・中途 
失聴者団体連合会 

 

手話マーク 全日本ろうあ連盟が作成したマークで、ろう者
等から提示すると「手話で対応をお願いします」
の意味、窓口等での掲示は「手話で対応します」
「手話でコミュニケーションできる人がいます」
等の意味になります。 

一般財団法人 
全日本ろうあ連盟 

 

筆談マーク 全日本ろうあ連盟が作成したマークで、筆談を
必要としている人（ろう者等、音声言語障害者、
知的障害者、外国人なども含む）が提示すると「筆
談で対応をお願いします」の意味、窓口等での掲
示は「筆談で対応します」等の意味になります。 

一般財団法人 
全日本ろうあ連盟 

 

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している人、内部障害や
難病の人、妊娠初期の人など、援助や配慮を必要
としていることが外見からは分からない人がい
ます。 

ヘルプマークは、こうした人々が周囲の人に配
慮を必要としていることを知らせることで、援助
を得やすくするためのマークで、平成２４年に東
京都が作成しました。 

また、平成２９年７月２０日、 
JIS規格（日本工業規格）の図記号 
に追加され、全国共通のマークに 
なりました。 

東京都福祉保健局 
障害者施策推進部 
計画課 
社会参加推進担当 
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シンボル 

マーク 

（上段） 
マークの名称 

マークの概要、使用方法など 
（下段） 

関係団体・機関 

 

「ハート・プラス」マーク 

心臓疾患などの内部障害があることを示す
シンボルマークで、左記の会が提唱していま
す。 

身体に｢内部障害・内部疾患」というハンデ
ィキャップがあっても、外観からはわからない
ため、まだ社会に充分に理解されていません。
電車の中や職場、スーパーなどいろいろな場所
で、「辛い、しんどい」と声に出せず我慢して
いる人がいます。そのような方々の存在を視覚
的に示し、理解の第一歩とするため広く利用を
呼びかけています。 

特定非営利活動法人 
ハート・プラスの会 

 

オストメイトマーク 

オストメイト（人工肛門保有者・人工膀胱保
有者）を示すシンボルマークで、左記の会が提
唱しています。オストメイト対応トイレである
ことを示すために、トイレの入口に表示するも
のです。 

なお、「オストメイト対応トイレ」とは、排
泄物の処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の
洗浄などができる配慮がされているトイレで
す。 

公益社団法人 
日本オストミー協会 

 

身体障害者補助犬 
（ほじょけん）啓発マーク 

補助犬を啓発するために、補助犬を受け入れ
る店の入口などに貼るマークです。 

補助犬とは、身体障害者補助犬法で定められ
た「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」の３種類を
言います。一般のペットとは異なり、他人に吠
えないなど補助犬としての能力を認定された
犬だけが「補助犬」と名乗れます。 

不特定多数の人が利用する施設（デパートや
飲食店など）では、受け入れが義務づけられて
います。この他にも様々なデザインのシール
が、補助犬受け入れの表示マークとして使われ
ています。 

厚生労働省社会・援護局 
障害保健福祉部 
企画課 
自立支援振興室 

 

身体障害者標識 
（身体障害者マーク） 

肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識
で、道路交通法に定められています。肢体不自
由であることを理由に免許に条件を付されて
いる人は、その障害が自動車の運転に影響を及
ぼす恐れがあるときは、この標識を表示して運
転するよう努めなければなりません。なお、こ
のマークを付けた車両への幅寄せや割り込み
行為は禁止されています。 

警察庁交通局交通企画課 

 

聴覚障害者標識 
（聴覚障害者マーク） 

政令で定める程度の聴覚障害者が運転する
自動車に貼る標識で、道路交通法に定められて
います。政令に定められている程度の聴覚障害
のあることを理由に免許に条件を付されてい
る人は、このマークを必ず表示しなければなり
ません。なお、このマークを付けた車両への幅
寄せや割り込み行為は禁止されています。 

警察庁交通局交通企画課 
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川川口口市市障障害害者者福福祉祉計計画画  
【令和６年度～令和１１年度】 

第第７７期期  川川口口市市障障害害者者自自立立支支援援福福祉祉計計画画  

第第３３期期  川川口口市市障障害害児児福福祉祉計計画画  
【令和６年度～令和８年度】 

 

発 行：川口市 

住 所：〒332-8601 埼玉県川口市青木 2 丁目 1 番 1 号 

電 話：048-258-1110（代表） 
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川 口 市

川口市

川口市障害者福祉計画

第７期　川口市障害者自立支援福祉計画
第３期　川口市障害児福祉計画

全ての人が地域で支えあい　元気に安心して暮らせるまち




