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 第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の背景 

⼈⼝の減少が進む我が国では、超⾼齢化社会への進⾏が加速しています。このことは、障がい者の
⾼齢化に加え、⾼齢になってから障がい者になる⼈の増加、障がいの重度化、障がい者を⽀える家族
の⾼齢化等、多くの問題を顕在化させています。その他にも、医療的ケアを必要とする重度障がい者
等及び精神障がい者の地域移⾏の⽀援や成年後⾒制度も含めた意思決定⽀援等の障がい者施策に関
する課題も⼤きくクローズアップされています。 

国の取り組みでは、平成25年４⽉に施⾏された「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀
援するための法律」（以下、「障害者総合⽀援法」という。）において、制度の⾕間のない⽀援を⽬
指すとともに、地域社会における共⽣や社会的障壁の除去を図ることを⽬的とする基本理念を掲
げています。 

平成25年に成⽴した「障害者雇⽤促進法」と「障害者差別解消法」については平成28年から施
⾏されており、経済的⾃⽴の⽀援にむけた具体的な取り組みが進みつつあるのと同時に、過重な
負担にならない範囲で社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を⾏わなければならないと定
められています。 

また、国の障害者基本計画（第５次計画）が令和5年３⽉に閣議決定され、障がいを持った⽅
が、⾃らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能⼒を最⼤限発揮して⾃⼰実現でき
るよう⽀援することや、障がいを持つ⽅の社会参加を制約する社会的障壁を除去することをさら
に推進すべきと⽰されています。 

加えて、福祉分野においては「共⽣社会の実現」も⽬指すべき事項として、障害者総合⽀援法
及び児童福祉法、社会福祉法に盛り込まれ、法律の⼀部改正も⾏われています。⽀え合う⼀⼈ひ
とりが「我が事・丸ごと」地域共⽣社会の実現を⽬指し、障がい福祉分野においては地域での就
労の場づくりや、障がいのある⼈と⾼齢者の両⽅が使える「共⽣型サービス」の創設等を進めて
いくことが⽰されています。 

さらに、平成30年４⽉の「社会福祉法」の⼀部改正により、地域福祉計画が「地域における⾼
齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載
する、いわゆる「上位計画」として位置付けられました。 
今後も、地域共⽣社会の実現を⽬指す取組を推進するための社会福祉法等の改正が予定されて

います。（施⾏期⽇：令和３年４⽉１⽇）今回の改正では、「地域共⽣社会」を充実するべく、任
意事業として「重層的⽀援体制整備事業」を新たに設け、介護、障がい福祉、⼦育て⽀援、⽣活
困窮者⽀援といった既存の枠組みに縛られない分野横断的な相談体制を市町村等がより柔軟に
整備できるようにすることを⽬的としています。従来型の⽀援体制だけでは対応が困難な課題が
多くなり、⽀援対象を超えた重層的な⽀援体制づくりに福祉関係計画全体で取り組んでいくこと
が求められています。 
今回、「楢葉町第３期障がい者計画」の中間評価、「楢葉町第６期障がい福祉計画」「楢葉町第２
期障がい児福祉計画」の計画期間の終了を受け、障がい者・障がい児を取り巻く社会情勢の変化
に対応するとともに、より具体的で実効性のある施策を実施していくために本計画を策定します。 
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２．計画の位置づけと性格 

本町では、障がい者福祉施策の総合的な推進を図るため、「第３期障がい者計画」「第
７期楢葉町障がい福祉計画」「第３期楢葉町障がい児福祉計画」の３計画を⼀体的に策
定します。 

■各計画の説明 

計画名 内容 

障がい者計画 

（P39 から P66） 

障害者基本法第11条に基づく、障害者施策全般の基本的方向性

と目標を掲げる中長期の計画です。障がいのある人の暮らしを取り

巻く広範囲な施策分野を含む障がい者施策の総合的な計画です。 

障がい福祉計画 

（P67 から P84） 

障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条に基づく障がい福

祉サービス推進等の具体的な目標を掲げたもので、障がい者計画の

生活支援部分を具体的に示します。 

障がい児福祉計画 

（P85 から P90） 

障がい児福祉計画は、改正児童福祉法が平成30年度より施行さ

れることに伴い、児童福祉法第33条の20に基づく計画で、障がい児

のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援や、サービスの

質の確保・向上を図るための環境整備に関する各種数値を取りまと

めます。 

■計画の位置づけ 

地域共⽣社会の実現に向けて、上位計画である第４次地域福祉計画の基本理念と基
本⽬標を同⼀にし、福祉分野の関係計画（障がい者計画等、⾼齢者福祉計画等、⼦ど
も・⼦育て⽀援計画、健康づくり推進計画、地域福祉活動計画）との整合性を図り、
本町の地域福祉を強⼒に推進していきます。 
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計
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計
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楢葉町勢振興計画 
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３．計画期間 

計画期間については、第３期障がい者計画は令和３年度から令和８年度までの６年
間として策定しています。また、障がい福祉計画と障がい児福祉計画は計画期間が３
年間と定められていることから、令和６年度から令和８年度をその期間とします。そ
のため、第３期障がい者計画についても、中間評価を⾏い施策の⾒直し等を⾏いなが
ら推進していきます。 

■計画期間 

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

障がい者計画   
 

   

障がい福祉計画   
 

  
 

障がい児福祉計画   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期計画 

第 

第７期計画 

第 

第３期計画 

第 

中間評価 

第６期計画 

第 
第２期計画 

第 
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４．第３期障がい者計画中間評価（令和３年度〜令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業評価票 

基本施策について、各年度の評価となっています。 

 ３つから選択 

A   ①目標値がある事業で１００％達成しているもの。 

  ②目標値がある事業で１００％に達していないが、計画に記載されている指標以外 

   の部分を考慮すると「目標に達成している」と評価できるもの。 

  ③目標値がない事業で「目標に達成している」と評価できるもの。 

B   ①目標値がある事業で５０％以上１００％未満を達成しているもの。 

  ②目標値がある事業で５０％以上を達成していないが、計画に記載されている指標 

   以外の部分を考慮すると「おおむね達成した」と評価できるもの。 

  ③目標値がない事業で「おおむね達成した」と評価できるもの。 

C   ①目標値がある事業で５０％以上達成できなかったもの。 

  ②目標値がない事業で「目標を下回った」と評価せざるを得ないもの。 
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令和５年度、楢葉町第３期障がい者計画の中間評価を実施しました。 

 楢葉町地域共生社会の実現を目指し、第４次楢葉町地域福祉計画の３つ基本目標に基づき、また、 

第８期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画と共通の重点施策を展開しています。 

 総評として、地域包括支援センターの人員増等による強化や障がいを持つ方の権利擁護の推進、在宅

医療介護福祉連携の推進に関する基本施策において、最も高い A 評価となりました。 

 一方、総合相談窓口設置に向けた検討・設置や障がい児通所施設等の整備、自立支援と重度化を防止

した健康管理と体力づくり、障がいを持つ方の就労の場づくりと開拓、支え合い・見守り活動（特に親の会）

の創出、支え合い町づくり推進機能の仕組みづくりにおいて、C 評価の認定となっており、それぞれの施

策を推進する上で必要不可欠である協議の場の創出が重要課題と考えられます。 

 今後、特に総合相談窓口や障がい児への支援、就労、そして生きがいややりがいを感じられる居場所の

創出等が求められてきます。関係機関とのより一層の連携により、協議・検討を進めていくことが急務と

なっています。 

 

 第３期障がい者計画中間評価の結果は以下の通りです。 

 

・重点事項総数 ： 51 

 

・A 評価 ： １４ （27.5%） 

・B 評価 ： 27 （52.9%） 

・C 評価 ： 10 （19.6%） 

評価数 （重点事項総数に対する割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期障がい者計画 中間評価の総評 
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「整合性の有無」について、記載している計画名は以下になります。 

地︓第４次楢葉町地域福祉計画 

⾼︓第８期⾼齢者福祉計画及び介護保険事業計画 

⼦︓第２期⼦ども・⼦育て⽀援事業計画 

健︓健康づくり推進計画（にこにこ健幸プラン） 

地活︓地域福祉活動計画 

施策の体系 

楢葉町地域共生社会の実現に向け、第４次楢葉町地域福祉計画の３つの基本目標を掲げ、 

さらに第８期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画と同じ重点施策を掲げ、その目標を実現 

させるための具体的な重点施策及び施策を展開しています。 

基本目標 重点施策

第4次地域福祉

計画と共通

第８期高齢者福祉

計画及び介護保険

事業計画と共通
地 高 子 健 地活

　 　 （1） 総合相談窓口の設置 ● ● ● ●

（2） 地域包括支援センターの強化 ● ● ● ●

（3） 相談支援事業所等の強化

（4） 地域共生ケア会議の強化・充実 ● ● ● ● ●

（5） 障がい児支援体制の整備 ● ● ●

（6） 権利擁護の推進 ● ● ● ● ●

（7） 在宅生活を支えるサービスの充実 ● ● ● ● ●

（8） 法人間の協働・連携 ● ● ●

（9） 福祉施設・サービス等の多目的
活用の構築

● ● ●

（10） 介護予防・健康づくりの充実・
推進

● ● ● ●

（11） 施設入所者等の地域生活への移行

（12）
ワーキンググループ（課題解決の
協議の場）の発展的活用

● ● ● ● ●

（13） 就労の場づくりと開拓 ● ●

（14） 誰もが参加しやすい集いの場の
推進

● ● ● ● ●

（15） ボランティア体験から福祉人材の
開発

● ● ●

（16） ボランティア活動の推進・強化 ● ● ●

（17） 活動をとおした心身の充実 ● ●

（18） 地域包括ケアシステムの強化 ● ● ● ● ●

（19） 在宅医療介護福祉連携の推進 ● ● ● ●

（20） 支え合い活動（見守り）の創出 ● ● ● ● ●

（21） 支え合い町づくり推進機能の
仕組みづくり

● ● ● ● ●

（22） 災害や感染症対策に係る体制整備 ● ● ● ● ●

（23） 地域における普及啓発の実施 ● ● ●

整合性の有無

第4次地域福祉

計画と共通

基本理念
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第３期障がい者計画 中間評価表
）
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基本目標 重点施策 重点事項

第4次地

域福祉計

画と共通

高齢者福祉・

介護計画と共通

障害者総合支援法及び児童福祉法からの見直し事項も踏まえた

特に重点的に推進していくべき施策事項

　 　 総合相談窓口設置に向けた検討・設置 C 高齢・障がい・生活困窮・成年後見の総合相談窓口として機能すべく地域包括支援センター人員増等を図る。

相談窓口の周知 B 地域包括支援センター情報誌「from ほうかつ」にて、周知を実施。また、地域ミニデイやシンポジウムでの周知活動を実施。

地域包括支援センターの人員を増員、総合相談窓口の体制の整備 A 高齢、障がいだけでなく、生活困窮や成年後見の相談も実施し、相談範囲の拡充を図る。

相談支援体制の構築と相談支援事業の強化 B 行政担当者、地域包括支援センターを定期的に訪問し（8町村巡り）、各機関の現状を共有した。

他機関との連携体制の強化 B 双葉郡8町村・相談支援事業所合同会議を月1回実施し、情報共有、研修等を行っている。

障がい者相談窓口の周知 B 双葉郡内の障がいに関する相談窓口のチラシ作成と周知。また、HPへ掲載。

地域共生ケア会議の強化・充実 A 地域共生ケア会議（定例・随時）　、子どもから高齢者、障がい者、生活困窮、権利擁護のケースについて支援策の検討等を実施。

障がい児通所施設等の整備 C 双葉地方地域自立支援協議会において、「双葉郡児童発達支援センター」の設置について検討。

障がい児の相談支援体制の整備 B 委託相談支援(サポートセンターゆうあい、相談支援双葉事業所、オムソルグ等)による対応を行った。

保健・医療・福祉・教育機関との連携 B ふくしま子どもの心のケア事業で乳幼児発達相談会やこども園へのコンサルテーションを実施。

放課後等の居場所づくり B 児童館事業(令和3年度終了)にて実施等。登録人数(令和4年3月31時点)　43名

権利擁護支援センターの体制整備と強化 B 楢葉町権利擁護支援センター事業として双葉地方権利擁護支援センター８色が権利擁護に係る活動を行う。

障がい者虐待防止の強化 B 双葉郡障害者虐待対応・防止ネットワーク会議を設置。緊急時の入所先の協定締結。虐待件数及び内容の情報共有や勉強会実施。

成年後見制度の周知普及 B 成年後見制度に関する啓発活動の実施等　研修会実施　3回実施

成年後見制度の利用支援 A 地域共生ケア会議（随時）で申し立ての合意形成を図り、具体的な支援策の検討を実施している等（随時ケア会議開催件数4回）。

あんしんサポートの推進 A 相談・利用支援を実施している。実利用者は10名

地域連携ネットワークの運用 A 地域ネットワーク協議会を令和3年5月に開催。権利擁護における地域連携ネットワークの中核機関として位置づけ協議会を実施。

居宅介護事業（ヘルパー事業）の確保 B 「在宅福祉サービスの充実に向けて」ワーキング。双葉地方地域自立支援協議会くらし部会で居宅介護事業所調査。

町独自の在宅福祉サービスの事業拡充 B 町独自の在宅福祉サービスの充実にむけた協議を実施した。

有償ボランティアの導入に向けた検討 C 有償ボランティアの導入に向けた検討、協議は実施に至っていない。

法人間の交流等の仕組みづくり B 社会福祉協議会とNPO法人シェルパ間で訪問介護の協力・連携を実施。

福祉施設の多目的活用を検討 C 検討会の実施に至っていない。

自立支援と重度化を防止した健康管理と体力づくり B 地域交流サロンを開催し、生きがいづくりや健康づくりを実施（登録者R3／60人、R4／43人） 等。

若年期からの健康づくり A ・個別支援：総合健診受診者向けに生活習慣病の重症化予防支援　・集団支援：住民の主体的な健康づくりを促す健康教室実施。

保健事業と介護予防の一体的事業の実施 B 通いの場における保健師の健康教育、健康相談を実施。

地域生活支援拠点の整備 A ・地域生活支援拠点整備事業コアメンバー会議の実施、参加（４回）　　　　　・登録者の事例検討を実施

精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 B 「障がいを抱える方の就労支援に向けて～社会参加・地域とのつながり～」をテーマにワーキンググループ開催（2回）。

ワーキンググループの効果的運用 A 高齢者・障がい者の活躍・就労できる場づくりや、地域の課題に対応していくために、ワーキンググループを開催。

障がい者の就労に向けたワーキンググループの活用 C 相双障害者就業・生活支援センター主催の就職に関する「移動相談会」の実施。

地域活動支援センターの整備 C 重層的支援体制事業移行準備事業で地域づくりを検討、支援を実施。

地域ミニデイの活用 B 生活支援コーディネーターを中心に多世代が一緒に過ごし、幅広く通える集いの場の運営支援を実施。（地域ミニデイ　１８か所）

地域共生拠点の整備 B ならはCANvasは、年代を問わず多世代の方が利用されており、交流できる施設となっている。

高齢者、障がい者支援施設による福祉体験の機会の開催を検討 B サマーショートボランティアスクールを開催し、高齢者施設での体験メニューに小中学生が参加した。

ボランティア活動の推進 B ボランティアセンター活動内容　ボランティア　150名が活動　　配食、運転ボランティア（通院支援）　　ワクチン接種の付き添い、

教育機関や体育協会と連携したスポーツや生涯学習の体験 C 町内の学校向けに障がい者スポーツの体験会を実施。(日本CPサッカー協会)

地域包括ケアシステム構築推進シンポジウムの開催 A 子ども、高齢者、障がい者など、誰もが自分らしく地域で暮らせるよう、地域づくりの意識の普及としてシンポジウムを開催。

住民と協議・活動する機会の検討 B 「No border in..」障がいを知る、障がい者の社会参加機会創出のため、作品展示会及び体験ワークショップ交流会を2回開催。

地域包括ケア推進協議会の効率的な活用 A コロナ等の影響により令和３年度については、書面開催として実施。

在宅介護医療の充実 A 地域共生ケア会議により情報共有や、協議を実施し、医療機関関係者及び福祉関係機関との連携を図った。

退院調整ルールの推進 A ケアマネジャー及び相談支援専門員・医療機関と連携ができているため、スムーズにサービスに繋げることが出来ている。

在宅での服薬支援 A ならは薬局により実施。

民生児童委員や生活支援相談員などによる見守りの推進 A 民生児童委員や生活支援相談員による個人宅の巡回訪問を実施。　　民生委員　19名　訪問件数　  8,200件

近隣の方による見守り体制の仕組みづくり B 地域又は行政区等による見守りの推進。郵便局やパトロール隊と連携。郵便局及びコープふくしまと見守りの協力協定締結。

親の会（家族会）の活動の再開 C 震災の避難により、活動が停止している。また、当時の親の会が高齢化している。

住民と地域づくりを取り組む拠点の整備 C 町づくり推進機能の拠点整備については、実施に至っていない。

避難行動要支援者の名簿の整備 B システムを活用し、避難行動要支援者名簿を作成。民生委員や地域包括支援センターと連携・協力しながら名簿の精査を実施。

災害時や感染症防止対策に関する対応方針の明確化 C 現在の防災マニュアルは、令和元年当時のものであり、更新が必要となっている。

相談支援事業所や障がい福祉サービス事業所等と連携し、防災や感

染症等の対策についての周知・啓発
B 自立支援協議会くらし部会において、支援者研修会を開催。防災・減災を考えるワークショップ研修会を実施。

災害・感染症発生時の支援・応援体制の構築 B 自立支援協議会くらし部会において、支援者研修会を開催。防災・減災を考えるワークショップ研修会を実施。

障がい者差別解消の強化、広報等での周知 B ・具体的な取り組みは未実施。　　・HPにて掲示。

情報保障の推進 B ・地域包括支援センターの情報誌（from包括）に障がい者相談支援事業所との連携テーマで発行　・窓口に電子メモを設置

評価・主要な取組

令和5年度実施・楢葉町地域生活支援事業評価委員会による中間評価を一覧化したもの及びそれぞれの施策の主要な取組実績

第4次地

域福祉計

画と共通

基本理念

地域福祉計画と同じ基本理念に基き、

且つ他計画との整合性を考慮した

本計画における施策の基本方針

基本施策
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（１） 総合相談窓口の設置

（2） 地域包括支援センターの強化

（3） 障がいの相談支援

事業所等の強化

（4） 地域共生ケア会議の強化・充実

（5） 障害児支援体制の整備

（6） 権利擁護の推進

（7） 在宅生活を支えるサービスの充実

（8） 法人間の協働・連携

（9） 福祉施設等の多目的活用の構築

（10） 介護予防・健康づくりの充実・

推進

（11） 施設入所者等の地域生活への

移行

（12） ワーキンググループの発展的活用

（13） 就労の場づくりと開拓

（14） 誰もが参加しやすい集いの場の推進

（15） ボランティア体験から福祉人材の開発

（16） ボランティア活動の推進強化

（17） 活動をとおした心身の充実

（18） 地域包括ケアシステムの強化

（19） 在宅医療介護福祉連携の推進

（20） 支え合い活動（見守り）の創出

（21） 支え合い町づくり推進機能の

仕組みづくり

（22） 災害や感染症対策に係る体制整備

（23） 地域における普及啓発の実施
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５．計画の策定について 

本計画の策定にあたっては、楢葉町障害者福祉計画策定委員会において、下記の事
項を基に協議を重ね策定しました。 

・楢葉町障がい福祉計画等策定に向けたアンケート調査結果 
（令和５年８⽉15⽇〜９⽉５⽇） 

・第６期計画の期間中の施策の実施状況や⽬標達成状況の点検、楢葉町地域共⽣ケ
ア会議や施設・サービス意⾒交換会と、同時期に策定する「⾼齢者福祉計画及び
介護保険事業計画」の⾼齢者⽣き⽣きライフ21策定委員会において協議した内容
から共通の課題。 

・パブリックコメント（意⾒公募） 
 

■策定プロセス 
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6．計画の推進について 

（１）楢葉町地域共生ケア会議（楢葉町地域包括ケア推進体制） 

障がい者施策の理念の礎である「共⽣社会」の実現にむけて、障がいの有無に関係
なく、住み慣れた地域で⾃分らしく過ごすことができるよう、地域共⽣ケア会議にお
いて様々な課題の検討や協議をし、本計画の推進につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：保健福祉課 
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（２）双葉地方地域自立支援協議会 

障がい者施策全般及び地域のシステムづくりの協議の場として、双葉郡内（広域）
の共通課題を提⾔し、本計画の推進につなげます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（３）ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理 

計画の実現にむけて、ＰＤＣＡサイクルのプロセスを循環させながら、計画内容と
実際の利⽤状況、整備内容等を障害福祉計画策定委員会にて点検・評価するとともに
課題の検討を⾏います。 

 

双葉地方地域自立支援協議会 

相談支援事業所 

障がい福祉 

サービス事業所 

障がい児者 

その他家族及び 

障がい者団体関係者 

医療保健関係者 

学識経験者 

教育関係者 

雇用機関関係者 

企業関係者 

地域ケア関係者 

各構成町村 

 

ワーキング 

グループ 

相双障がい保健福祉圏域連絡会 

事務局 相双保健福祉事務所 

福 島 県 自 立 支 援 協 議 会 

全体会 年２回程度開催  事務局 県障がい福祉課 

課題 支援 

連絡・調整 

協議会（年３回） 
重要事項の決定を行う 

連絡会（隔月１回） 
各部会での検討内容の報告を受け、 

意思決定や確認を行う 

専門部会（随時） 
各部会で課題の検討・協議等を行う 

課題提起・報告・意見聴取 

課題提起・報告・意見聴取 

つながる部会 
 
相談・情報・ 

ネットワーク 

 

しごと部会 
 
雇用・就職 

 

 

くらし部会 
 
介護・日中活動・余暇・ 

苦情・虐待・成年後見・ 

利用支援 

こども部会 
 
教育・療育・ 

発達支援 

 

 

ほんにん部会 
 
当事者間の情報交換・

地域課題の提案 

 

基幹相談支援センター 

地域生活支援事業 

評価委員会 
事業の評価を行う 

 

意 
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第２章 現状と課題 

１．人口及び手帳所持者の推移 

（１）避難指示解除後の町内の状況 

本町は、平成 27年９⽉５⽇午前０時に避難指⽰が解除され、本庁舎は町内に戻りました。町内居住者
の状況は令和５年 10⽉末現在で、住⺠基本台帳⼈⼝が 6,517⼈、3,128世帯であるのに対して、町内
居住者は 4,362 ⼈、2,304 世帯となっており、町内居住率は⼈⼝で 66.93％、世帯で 73.66％となって
います。 

＜年齢別楢葉町内居住者＞ 

 

 

 

※平成 29 年度～令和４年度までは年度末現在 

※平成 28 年度は３月３日現在 

※令和５年度は 10 月末現在 

〔出典：住民基本台帳 各年度末〕 
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（２）手帳所持者の推移 

精神障害者保健福祉⼿帳所持者は増加傾向にありますが、⾝体障害者⼿帳、療育⼿
帳所持者の推移は減少傾向です。平成３０年度から令和４年度で療育⼿帳所持者数は
1.2割、⾝体障害者⼿帳所持者数は1.1割減少しています。 

■手帳所持者数の推移 

 

〔保健福祉課調べ〕 

 

⾝体障害者⼿帳所持者の年代別では、各年代で減少傾向です。⾝体障害者⼿帳の種
類別では、肢体不⾃由の割合が最も⾼く、⼈数は減少傾向です。⾝体障害者⼿帳の等
級別では、1級が最も多く、⼈数は減少傾向です。 

■身体障害者手帳所持者数の推移（年代別） 
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■身体障害者手帳所持者数の推移（種類別） 

 

 

■身体障害者手帳所持者数の推移（等級別） 

 

〔保健福祉課調べ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

療育手帳所持者の年代別では、18～64 歳が最も多く、人数は減少傾向にあります。 

療育手帳の程度は、A より B が多く、ともに人数は減少傾向です。 

 

■療育手帳所持者数の推移（年代別） 

 

■療育手帳所持者数の推移（種類別） 

 

〔保健福祉課調べ〕 
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精神障害者保健福祉⼿帳所持者の年代別では、18〜64歳が最も多く、⼈数も増加傾向
です。 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（年代別） 

 

〔保健福祉課調べ〕 

 

精神障害者保健福祉⼿帳の等級は、３級が最も多く、増加率も⾼くなっています。 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（種類別） 

 

〔保健福祉課調べ〕 
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２．障がい者を取り巻く状況 

（1）人口の推移 

近年の総⼈⼝（住⺠基本台帳）は緩やかに減少しており、令和５年は 6,533⼈で平成 30年から約７％
減少しています。年少⼈⼝と⽣産年齢⼈⼝は減少しています。65歳以上の⾼齢者⼈⼝は、令和４年ま
で微増し、令和２年以降 2,300⼈台で推移していましたが、令和５年は微減し 2,325 ⼈となっていま
す。⾼齢化率は総⼈⼝の減少とともに上昇しており、令和４年に 35％を超え、令和５年は 35.6％と
なっています。 

＜人口の推移・推計＞ 

 

 

 

※住民基本台帳 9 月末現在 
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３．住民アンケート結果 

計画策定にあたって実施した住民アンケート調査については、令和 5 年 8 月 1 日を基準日に実施しまし

た。対象者については、64 歳以下の方で身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を所持し

ている方及び障がい福祉サービス等を利用している方です。 

 

 

■アンケート結果回収状況 

配布数 回収数 回収率 

195 件（対象者から無作為に抽出） 68 件 34.9％ 

※65歳以上の方については、第８期楢葉町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画において 

住民アンケートを実施しているため、本計画では実施しておりません。 
 

 

 

（１）帰町の意向と地域生活のための支援について 

問 楢葉町に帰りたいと思うかどうか（％） 

全体では、「今はまだ判断できない」が 55.2％と多く、「帰らない」が 20.7％、「状況が許せば帰りたい」 

が 10.3％となっています。 

身体障がいと精神障がいで「帰らない」がそれぞれ 30.0％、28.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#楢葉町'(帰町意向,-.

/01

全333体 56

身体障9: ;<

知的障9: ;?

精神障9: B

未交付 ;

<F<

<F<

<F<

<F<

<F<

;<FG

;<F<

;GFG

<F<

<F<

??F5

H<F<

IHFB

I5F6

;<<F<

5<FB

G<F<

5<F<

5JFH

<F<

;GFJ

<F<

5<F<

5JFH

<F<

<K ;<K 5<K G<K I<K ?<K H<K B<K J<K 6<K ;<<K

LMNOP早R帰ST: 状況9許XY帰ST: 今[\O判断LM_: 帰`_: 無 回 答
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問 地域で生活するための支援として必要なもの（％・複数回答） 

「相談支援」、「住まい（施設、グループホームなど）」と「移動を支援するサービス」がいずれも 31.6％と多

く、「買い物などの日常生活を支援するサービス」が 26.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付問#帰町&必要)福祉,-./0支援345複数回答:
;<=<>?

4

相談支援

訪問系,-./DE-FG
HI-)JK

日中活動0生活訓練S場

職業訓練0雇用

住Z[D施設^_H-`
E-F)JK

情報提供

定期的)見守j

買[物)JS日常生活n
支援op,-./

移動n支援op,-./

余暇活動S場

tS他

特&)[

無x回x答

y>z{

>|z}

~>z>

>}z�

y>z{

~>z>

>}z�

~{zy

y>z{

>}z�

}zy

>}z�

y{z�

| >| ~| y| �| }|
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問 障がいのある人が暮らしやすい楢葉町となるために、必要だと思うこと（％・複数回答） 

全体では、「相談窓口の体制の充実、手続きなどの簡素化」が 51.5％と多く、「障がいに対する理解促進

のための福祉教育や啓発活動」が 32.4％、「保健・医療・福祉に関する情報の提供」と「職業訓練や働く場

所の情報の提供」がともに 30.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#暮%&'()町+必要./0123複数回答8
9:;:<=

2

相談窓口B体制B充実G
手続J.KB簡素化

保健3医療3福祉+関(V
情報B提供

参加&'()]^_`3
a_bc3文化活動B場B
提供

在宅生活'介助&'()
mnopn_B推進

nstn3訓練.KwxJV
場B提供

障w)者{児}+関~V団
体B�����o活動B支
援

障w)+対(V理解促進
B��B福祉教育'啓発
活動

保育所'学校B受入�体
制B整備

職業訓練'働�場所B情
報B提供

障w)+��~%�住民
同士w£�¤¥機会'場
B提供

地域w日常的+見守¯'
声�±²(V支援体制B
整備

保健師'相談支援員+µ
V訪問指導

障w)+配慮&�住宅'»
c_¼½_¾.K住¿)B
提供

災害'緊急時+避難²手
伝¥体制B整備

ÈB他

特+.)

無Ì回Ì答

ÍÎÏÍ

ÐÑÏÒ

Î<ÏÓ

ÎÒÏÎ

ÎÔÏ<

ÓÑÏ<

ÐÓÏÕ

ÎÐÏÓ

ÐÑÏÒ

ÎÒÏÎ

ÎÔÏ<

ÓÐÏÍ

ÓÓÏÎ

ÓÒÏÕ

ÎÏÍ

ÎÐÏÓ

ÎÕÏÔ

ÕÎÏÔ

ÓÍÏÑ

ÎÓÏÍ

ÓÒÏÓ

ÓÑÏ=

ÎÓÏÍ

ÓÍÏÑ

ÎÓÏÍ

ÎÓÏÍ

Î<ÏÔ

ÎÓÏÍ

Î<ÏÔ

Î<ÏÔ

Î<ÏÔ

ÑÏÑ

ÓÒÏÓ

=ÏÐ

<ÓÏÍ

ÐÔÏÍ

ÐÐÏÐ

Î<ÏÔ

ÓÑÏ=

ÐÐÏÐ

ÕÎÏÔ

Î<ÏÔ

ÕÎÏÔ

ÓÍÏÑ

ÓÒÏÓ

ÓÑÏ=

ÓÍÏÑ

ÐÔÏÍ

ÑÏÑ

ÑÏÑ

Î<ÏÔ

ÕÓÏÒ

Ð=ÏÎ

ÕÏ=

ÎÒÏÑ

ÎÕÏÐ

ÎÒÏÑ

ÐÐÏÐ

ÒÏÍ

Ð=ÏÎ

ÎÕÏÐ

ÎÒÏÑ

ÎÒÏÑ

ÓÐÏ=

ÐÐÏÐ

ÕÏ=

ÕÏ=

ÓÐÏ=

=ÑÏÑ

ÑÏÑ

ÑÏÑ

ÑÏÑ

ÑÏÑ

ÑÏÑ

ÓÑÏÑ

ÓÑÏÑ

ÓÑÏÑ

ÓÑÏÑ

ÑÏÑ

=ÑÏÑ

ÑÏÑ

ÓÑÏÑ

ÑÏÑ

ÑÏÑ

ÓÑÏÑ

Ñ ÎÑ ÓÑ ÐÑ ÕÑ ÍÑ <Ñ ÔÑ =Ñ ÒÑ

全 体 身体障w) 知的障w) 精神障w) 未交付
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（２）生活上での介助・支援の状況について 

問 毎日の暮らしで、家族などから介助や支援を受けているか（％） 

全体では、「介助や支援は受けていない」が 44.3％と多く、「部分的に介助や支援を受けている」が

36.1％、「全面的に介助や支援を受けている」が 11.5％となっています。 

知的障がいと精神障がいで「全面的に介助や支援を受けている」が 20％を超えています。 

家族構成別では、ひとり暮らしの回答者で「部分的に介助や支援を受けている」が 50.0％です。 

障がい福祉サービス利用者は「部分的に介助や支援を受けている」が 48.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付問#介助&支援)有無,-.

/01

全333体 56

身体障9: ;<

知的障9: ;;

精神障9: 6A

未交付 D

66EF

FE<

;;EG

;6E6

<E<

H5E6

;FE<

F<E<

H5EI

<E<

DDEH

G<E<

;;EG

D;E6

;FE<

IE;

<E<

DEF

<E<

GFE<

<J 6<J ;<J H<J D<J F<J 5<J G<J I<J A<J 6<<J

全面的L介助&支援M受OP:Q 部分的L介助&支援M受OP:Q 介助&支援T受OP:U:

無 回 答
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問 介助や支援を受ける時（％・複数回答） 

全体では、「お金の管理」が 69.0％と多く、「外出」が 55.2％、「薬の管理」が 48.3％、「家族以外の人と

の意思疎通」が 37.9％、「食事」が 34.5％、「入浴」が 31.0％となっています。 

知的障がいで「お金の管理」が 87.5％、「薬の管理」が 68.8％、「家族以外の人との意思疎通」が

50.0％、「入浴」が 43.8％、身体障がいと知的障がいで「外出」が 60％を超えています。 

町内居住者は「食事」が 53.3％となっています。 

家族構成別では、家族と同居している回答者で「外出」が 65.0％となっています。 

障がい福祉サービス利用者では「身だしなみ」が 37.5％、「お金の管理」が 87.5％、「薬の管理」が 

68.8％回答されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付問#必要&介助)支援,-.複数回答3
456578

-

食事

;<=

入浴

衣服B着脱

身FG&H

家B中B移動

外出

家族以外B人RB意思疎
通

W金B管理

薬B管理

無]回]答

^_`a

7_`b

^b`c

bc`^

7_`b

^`_

aa`7

^d`8

e8`c

_f`^

e`8

^^`^

be`d

^^`^

be`d

^^`^

be`d

ee`d

be`d

be`d

^^`^

be`d

^b`^

^b`^

_^`f

b7`a

^d`a

c`c

e7`a

ac`c

fd`a

ef`f

e`^

^e`_

8`b

8`b

c`c

c`c

c`c

^e`_

7d`^

e^`e

7d`^

8`b

c`c

c`c

c`c

c`c

c`c

c`c

c`c

c`c

c`c

c`c

c`c

c bc 7c ^c _c ac ec dc fc 8c bcc

全 体 身体障jk 知的障jk 精神障jk 未交付
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問 外出時の支援の必要性（％） 

全体では、「いつもひとりで外出している」が 42.6％と多く、「いつも支援が必要」が 17.6％、「いつもは

ひとりで行けるが調子が悪い場合は支援が必要」と「慣れた所にはひとりで行けるがそれ以外は支援が必

要」がともに 13.2％となっています。 

身体障がいで「いつもひとりで外出している」が 58.3％、知的障がいで「いつも支援が必要」が 33.3％

となっています。 

介助の必要別では、部分的に介助や支援を受けている回答者で「慣れた所にはひとりで行けるがそれ以

外は支援が必要」が 27.3％となっています。 

障がい福祉サービス利用者は「いつも支援が必要」が 31.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#外出時'支援*+,

-./

全111体 34

身体障78 9:

知的障78 9:

精神障78 9?

未交付 C

:9D3

C4DE

9FD9

E4D?

9GDG

?ED9

:D9

4DE

?FDG

:GDG

?ED9

4DE

?3DH

?:DE

9GDG

?HD3

?9DC

EEDE

?:DE

GDG

CDF

4DE

GDG

FDC

9GDG

HD:

4DE

?9DC

:D4

GDG

GI ?GI 9GI EGI :GI CGI 3GI HGI 4GI FGI ?GGI

8JKLMNO外出PQ8R 8JKSLMNO行UR7調子7悪8場合S支援7必要

慣^_所aSLMNO行UR7b^以外S支援7必要 8JK支援7必要

b'他 無 回 答



 24 

（３）相談支援体制と情報提供について 

問 本人または家族が、日常生活のことや福祉サービスについて相談する機関（％・複数回答） 

全体では、「役場」が 35.3％、「医療機関」が 33.8％と多く、「相談支援事業所」が 27.9％、「施設・事業

所」が 25.0％、「相談する人はいない」が 10.3％となっています。 

知的障がいで「役場」が 50.0％、「相談支援事業所」が 45.8％、精神障がいで「医療機関」が 52.4％、

身体障がいで「相談する人はいない」が 20.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#相談機関()*複数回答/
012134

)

役場

通園*通学先;先生

医療機関

施設*事業所

相談支援事業所

基幹相談支援HIJK

社会福祉協議会

地域包括支援HIJK

民生児童委員

参加]^_`団体*cdK
e

f;他

相談h`人j_k_

無m回m答

nopn

qpr

nnp4

sopt

sqpu

tpt

4p4

rpr

rpr

opu

spu

vtpn

4p4

rvpq

tpt

sopt

4pn

stp4

tpt

v3pq

rps

rps

4pn

rps

stp4

4pn

otpt

vspo

stp4

nnpn

rop4

tpt

tpt

rps

4pn

rps

rps

4pn

4pn

nnpn

tpt

ospr

vupt

snp4

tpt

vrpn

rp4

tpt

upo

upo

tpt

rp4

tpt

rtpt

tpt

3tpt

stpt

tpt

tpt

tpt

tpt

tpt

tpt

tpt

rtpt

t vt st nt rt ot 3t qt

全 体 身体障z_ 知的障z_ 精神障z_ 未交付
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問 障がいに関する相談窓口について重要だと思うこと（％・複数回答） 

全体では、「いつでも相談できること」が 54.4％、「専門的な相談ができること」が 51.5％と多く、「相談

に行きやすい、近くにあること」が 38.2％、「続けて相談できるようにすること」が 35.3％、「相談先がすぐ

わかること」が 30.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 福祉のサービス等に関する情報の伝達（％・複数回答） 

全体では、「あまり伝わってこない」が 39.7％と多く、「伝わってこない」と合わせた『伝わってこない』は

57.3％、『伝わってきている』（「伝わってきている」と「ある程度伝わってきている」の計）は 39.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#相談窓口(重要+,-./0複数回答5
67879:

/

専門的+相談>(?@,-

続BC相談(?@DEFG
@,-

相談F行?IGJK近MF
N@,-

JO(P相談(?@,-

相談先>GRST@,-

UV他

特F+J

無Z回Z答

[\][

^[]^

^:]_

[`]`

^a]b

`]`

\\]:

`]`

`[]:

_[]a

^^]^

9_][

_b]_

a]a

\9]c

`]_

[a]a

[`]_

`\]c

99]c

^c][

:]^

:]^

`]_

`c]9

_^]:

_:]9

^^]^

_^]:

`]:

\`]^

`]:

9a]a

`a]a

`a]a

`a]a

a]a

a]a

_a]a

_a]a

a \a _a ^a `a [a 9a ca :a ba

全 体 身体障>J 知的障>J 精神障>J 未交付

問"#福祉&'()等+情報提供012

345

全777体 9:

身体障=> ?@

知的障=> ?@

精神障=> ?E

未交付 I

E@JK

E9JK

?LJ:

E@JM

?LJL

?IJL

?LJ:

?IJL

?MJ:

9LJL

MNJK

MMJM

MKJI

M:JE

?LJL

EKJ9

?IJL

E9JK

ENJL

LJL

?JN

@J?

LJL

@J:

LJL

LO ELO ?LO MLO @LO ILO 9LO KLO :LO NLO ELLO

伝QRSTS>U VU程度伝QRSTS>U VYZ伝QRS[\> 伝QRS[\> 無 回 答
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問 必要な情報について（％・複数回答） 

全体では、「各種サービスの情報」が 48.5％と多く、「相談できる場所の情報」が 33.8％、「医療に関す

る情報」が 32.4％、「福祉の法律や制度に関する情報」が 30.9％、「仕事に関する情報」が 25.0％となっ

ています。 

身体障がいで「各種サービスの情報」が 54.2％、「医療に関する情報」が 37.5％、知的障がいで「相談

できる場所の情報」が 45.8％となっています。 

家族構成別では、ひとり暮らしの回答者で「各種サービスの情報」が 66.7％となっています。 

介助の必要別では、部分的に介助や支援を受けている回答者で「相談できる場所の情報」が 45.5％、

「仕事に関する情報」が 40.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#必要&情報)*+複数回答0
123245

*

各種89:;<情報

通所?入所A関CD福祉
施設<情報

医療A関CD情報

福祉<法律?制度A関C
D情報

相談QRD場所<情報

仕事A関CD情報

;V9W?趣味<活動&\
<情報

障^_者団体&\<情報

c<他

特A&_

無g回g答

h5ij

kkil

mkih

mnio

mmi5

kjin

lnim

pih

nin

lnim

lnim

jhik

lkij

mpij

kjin

kni5

lkij

nin

5im

nin

kni5

nin

hlip

mpij

koik

koik

hji5

kjin

kni5

5im

nin

hik

kni5

hpi4

oij

kmi5

k5i4

kmi5

k5i4

hi5

hi5

nin

lhim

loin

4nin

hnin

knin

hnin

hnin

knin

knin

nin

nin

nin

knin

n ln kn mn hn jn 4n pn 5n on

全 体 身体障^_ 知的障^_ 精神障^_ 未交付
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（４）就労支援体制について 

問 就労意向について（％） 

全体では、「仕事はしたくない、できない」が 47.3％、「仕事をしたい」が 36.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 職業訓練などの受講意向について（％） 

「職業訓練を受けたい」が 40.0％と多く、「すでに職業訓練を受けている」と「職業訓練を受けたくない、

受ける必要はない」がともに 25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#今後&就労意向+,-

./0

全222体 44

身体障78 9:

知的障78 =4

精神障78 9@

未交付 9

:DEF

=GEF

::E:

F4E@

4@E@

FGE:

D4E9

F@E@

:4E@

4@E@

=DEF

=GEF

9DEG

9@E@

@E@

@H =@H 9@H :@H F@H 4@H D@H G@H I@H J@H =@@H

仕事MNO8 仕事PNOQR8STUR8 無 回 答

付問#職業訓練(受講意向-./

012

34 3564 7464 3564 8464

49 849 349 :49 749 549 ;49 <49 =49 >49 8449

?@A職業訓練B受CDEF 職業訓練B受CGE

職業訓練B受CGHIEJ受CF必要MIE 無 回 答
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問 働くために必要だと思うこと（％・複数回答） 

全体では、「障がいのある人に適した仕事であること」が 45.5％と多く、「健康状態に合わせた働き方が

できること」と「事業主や職場の人たちの理解」がともに 38.2％、「近くに働く場所があること」が 29.1％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#働%&'(必要+,-./0複数回答5
678799

/

近%(働%場所=>?,-

自宅B働C?,-

通勤手段H確保

健康状態(合PQ&働R
方=BR?,-

短時間勤務X勤務日数等
H配慮

障=^H>?人(適a&仕
事B>?,-

仕事H>dQef相談BR
?場所=>?,-

技能0知識H習得H援助施
設=充実au^?,-

公的機関=積極的(雇用
~?,-

民間企業=積極的(雇用
~?,-

事業主X職場H人&�H
理解

障=^H>?仲間-一緒(
働C?,-

職場H施設X設備=障=
^者H利用(配慮��u^
?,-

介助者-一緒(働C?,-

職場BH介助制度=充実
au^?,-

職場B������等H支
援=受C��?,-

職場B長期間勤務=BR?
��支援au%�?,-

就労後H¢£¤�+¥職場
-支援機関H連携

仕事(¨^uH職場外B
H相談対応f支援

¬®¬X訓練H機会=>
?,-

²H他

P´�+^

無¶回¶答

·¸¹º

º»¹¼

·½¹¾

¾¿¹·

·¾¹»

¼9¹9

·À¹À

·À¹À

·À¹À

º¿¹·

¾¿¹·

º»¹¼

·À¹À

ºÀ¹¸

º¼¹9

º·¹½

·º¹¿

·º¹¿

º¿¹·

º·¹½

ºÀ¹¸

·À¹À

·À¹À

º¾¹À

¼¹¾

¿¹½

·»¹º

º¾¹À

¾¼¹¿

º¾¹À

¿¹½

º¾¹À

¿¹½

·»¹º

À¹À

º½¹¼

¼¹¾

º½¹¼

À¹À

º¾¹À

¿¹½

¼¹¾

¿¹½

º¾¹À

¾¼¹¿

º½¹¼

¼À¹À

·À¹À

¼»¹½

¾¾¹¾

¾¾¹¾

»À¹À

º¾¹¾

·À¹À

»¹½

·»¹½

¼»¹½

¼À¹À

¾¾¹¾

·»¹½

·À¹À

º¾¹¾

º¾¹¾

·À¹À

¾¾¹¾

º¾¹¾

À¹À

»¹½

·»¹½

¾9¹À

·9¹À

¾9¹À

9À¹À

¾À¹À

9À¹À

·9¹À

¾À¹À

¾À¹À

·À¹À

¼À¹À

º9¹À

ºÀ¹À

ºÀ¹À

ºÀ¹À

·9¹À

¾À¹À

¾À¹À

·9¹À

º9¹À

·À¹À

º9¹À

·9¹À

À¹À

À¹À

À¹À

9À¹À

À¹À

À¹À

9À¹À

À¹À

À¹À

À¹À

À¹À

À¹À

9À¹À

À¹À

À¹À

À¹À

À¹À

9À¹À

À¹À

À¹À

À¹À

À¹À

9À¹À

À ºÀ ·À ¾À ¼À 9À »À ½À ¿À

全 体 身体障=^ 知的障=^ 精神障=^ 未交付
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（５）権利擁護・災害時の避難・今後の暮らしについて 

問 障がいがあることで差別や嫌な思いをした経験（％） 

全体では、「ない」が 63.2％と多く、「ある」が 25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 差別や嫌な思いをした場所について（％・複数回答） 

「学校・仕事場」が 52.9％と多く、「買い物などででかけた外出先」が 29.4％、「仕事を探すとき」と「住ん

でいる地域」がともに 23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#差別&嫌(思*+,-経験012

345

全777体 9:

身体障=* >?

知的障=* >?

精神障=* >D

未交付 H

>HIJ

D>IH

>KI>

>:I9

?JIJ

9LI>

MHIJ

9>IH

HMID

?JIJ

DDI:

D>IH

:IL

D?IL

>JIJ

JN DJN >JN LJN ?JN HJN 9JN MJN :JN KJN DJJN

OP (* 無 回 答

付問#差別&嫌(思*+,-場所012複数回答7
89:9;<

1

学校2仕事場

仕事+探BCD

住FG*H地域

買*物(MGGNO-外出
先

公共機関W病院2役場(M[

\]他

_`ab

`ca_

`ca_

`bad

;<ae

;;af

g ;g `g cg dg _g eg <g
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問 成年後見制度への認知（％） 

全体では、「知らない」が 52.9％と多く、「知っている」が 36.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 権利擁護支援センターへの認知（％） 

全体では、「知らない」が 76.5％と多く、「知っている」が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 成年後見制度の利用意向（％） 

全体では、「将来利用するかもしれないが、まだ分からない」と「制度が分からない」がともに 33.8％と多

く、「利用しない」が 16.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#成年後見制度*認知-./

012

全444体 67

身体障:; <=

知的障:; <=

精神障:; <A

未交付 E

F6G7

=EG7

=AGH

FFGF

IGI

E<GJ

FHGE

EIGI

E<G=

AIIGI

AIGF

A6GH

7GF

A=GF

IGI

IK AIK <IK FIK =IK EIK 6IK HIK 7IK JIK AIIK

知LM;N 知OP; 無 回 答

問"#権利擁護支援*+,-.認知123

456

全888体 :;

身体障>? @A

知的障>? @A

精神障>? @E

未交付 I

EJK@

@IKL

;KJ

MKI

LKL

N:KI

I;KJ

;JKJ

N:K@

ELLKL

ELKJ

E:KN

;KJ

EAKJ

LKL

LO ELO @LO JLO ALO ILO :LO NLO ;LO MLO ELLO

知PQ?R 知ST? 無 回 答

問"#成年後見制度*利用意向/01

234

全666体 89

身体障<= >?

知的障<= >?

精神障<= >D

未交付 H

DIH

JIJ

?I>

JIJ

JIJ

D8I>

D>IH

D>IH

>KI9

JIJ

KKI9

KKIK

?HI9

>KI9

>JIJ

KKI9

KKIK

>HIJ

KKIK

8JIJ

D?IL

>JI9

D>IH

DMIJ

>JIJ

JN DJN >JN KJN ?JN HJN 8JN LJN 9JN MJN DJJN

利用OP= 利用OQ= 将来利用TUVWOXQ=<YZ[分V]Q= 制度<分V]Q= 無 回 答
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問 災害などの時の避難場所を知っているか（％） 

全体では、「知らない」が 55.9％と多く、「知っている」が 33.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 災害などの時の避難所で困ること（％・複数回答） 

全体では、「病院での治療が受けられない（投薬や薬の受取など）」が 41.2％と多く、「周囲と必要なコ

ミュニケーションがとれない」が 36.8％、「避難場所の設備が不安（スロープやトイレなど）」が 26.5％、「安

全なところまで避難することができない」が 25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#火事&災害時*避難場所*認知123

456

全888体 :;

身体障>? @A

知的障>? @A

精神障>? @E

未交付 I

JJK;

AIK;

JJKJ

@;K:

LKL

IIKM

AEKN

I;KJ

INKE

;LKL

ELKJ

E@KI

;KJ

EAKJ

@LKL

LO ELO @LO JLO ALO ILO :LO NLO ;LO MLO ELLO

知PQ?R 知ST? 無 回 答

問"#災害時'避難場所,困./0123複数回答8
9:;:<=

2

病院,'治療B受DEFG
HI投薬L薬'受取GNO

救助R求T./0B,UG
H

日常生活用具'入手B,
UGHI^_`a用装具G
NO

安全G0/ef,避難g.
/0B,UGH

周囲0必要Glmnop`
qrsB0FGH

避難場所'設備B不安I^
w`xL_yzGNO

{'他

特~GH

無�回�答

����

����

���=

����

�<�=

�<��

���

����

����

����

���=

����

����

����

����

���

����

=��

����

����

����

����

�=��

����

���

=��

����

����

���

����

�=�<

�=�<

����

��=

���

���=

����

����

����

����

����

����

���

���

����

� �� �� �� �� �� <� �� =�

全 体 身体障BH 知的障BH 精神障BH 未交付
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問 将来どのように生活したいか（％） 

全体では、「今のまま生活したい」が 38.2％と多く、「家族と一緒に生活したい」が 23.5％、「グループ

ホームなどを利用したい」が 13.2％、「一般の住宅で一人暮らしをしたい」が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 地域で生活するためには、どのような支援があればよいと思うか（％・複数回答） 

全体では、「経済的な負担の軽減」が 55.9％と多く、「相談対応等の充実」が 36.8％、「障がい者に適し

た住居の確保」が 30.9％、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」と「地域住民等の理解」がともに

25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#将来希望()生活,-.

/01

全333体 56

身体障9: ;<

知的障9: ;<

精神障9: ;A

未交付 E

F6G;

EHGH

;IG;

;6G5

<HGH

;FGE

;EGH

;EGH

A<GF

<HGH

AAG6

6GF

<G;

AIGH

;HGH

AFG;

<G;

;HG6

IGE

HGH

;GI

<G;

HGH

IGE

HGH

AHGF

6GF

;HG6

AIGH

HGH

HJ AHJ ;HJ FHJ <HJ EHJ 5HJ KHJ 6HJ IHJ AHHJ

今MNN生活OP: 家族S一緒V生活OP: 一般M住宅Z一人暮]O^OP:

_`abcadef^利用OP: iM他 無 回 答

問""地域生活'必要*支援-./複数回答4
567689

.

在宅<医療?@*AB適切
'得FGHIJ

障BL者'適NO住居R
確保

必要*在宅UVWXB適
切'利用<[HIJ

生活訓練等R充実

経済的*負担R軽減

相談対応等R充実

地域住民等R理解

oR他

特'*L

無s回s答

ttu9

vwux

yzuw

ttu9

zzux

v8u9

yzuw

yux

tvuy

ttu9

t8u{

ywu9

yzuw

|uy

vvuv

ywu9

tyuz

wuw

yxuy

9uv

|uy

|tu{

vvuv

yzuw

z|uy

zwuw

|zu9

wuw

|uy

ywu9

txuw

v9ut

txuw

xuz

88u{

vvuv

txuw

xuz

xuz

txuw

wuw

wuw

wuw

wuw

8wuw

|wuw

wuw

wuw

wuw

ywuw

w tw yw vw |w zw 8w {w 9w xw

全 体 身体障BL 知的障BL 精神障BL 未交付
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（６）障がい児の子育て等について 

問 子育て・育児をしていて特に負担を感じる（た）ことはあるか（％） 

「ない」が 62.5％と多く、「ある（あった）」は 37.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 お子さんの今後について特に不安に思うこと（％・複数回答） 

「学校・職場での人間関係」が 62.5％と多く、「就学・進学先の選択肢の不足」が 50.0％、「障がい・病状

の悪化」と「就職先の選択肢の不足」がともに 37.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#子育&'育児)負担,感./01234567

89:

; <=>? @A>?

BC DBC ABC <BC EBC ?BC @BC =BC ;BC FBC DBBC

G/0GH12 IJ

問""子$%&今後)不安,-./01複数回答6
7898:

0

障<=1病状&悪化

生活支援&FG&在宅
JKLM&不足

障<=O応QF福祉施設
&不足

家族,$介護者&体力的
負担

家族,$介護者&経済的
負担

家族,$介護者&精神的
負担d孤立感1孤独感i含
kl

就学1進学先&選択肢&不
足

就職先&選択肢&不足

学校1職場)&人間関係

結婚1子育~,$&家庭生
活

趣味�余暇活動,$

�&他

���,=

����

����

����

����

���

���

����

����

����

����

���

���

���

� �� �� �� �� �� �� �� :�
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問 お子さんが高等学校等を卒業した後、保護者様が希望する進路（％） 

「一般企業への就職（臨時を含む）」が 37.5％と多く、「通所施設での就労・生産活動（福祉的就労）」が

25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問"#高等学校等卒業後+保護者+希望進路345

678

9 :;<= >?<= ;=<@

@<@

:;<= :;<=

@A :@A ;@A >@A B@A =@A C@A ?@A 9@A D@A :@@A

専門学校G大学I+進学 一般企業I+就職O臨時R含TU

通所施設Z+就労\生産活動O福祉的就労U d+他

fghij 無 回 答
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４．計画策定における課題 

（１）各調査結果・施策評価からみられる現状・課題 

令和５年８⽉に実施したアンケート調査や地域共⽣ケア会議、住⺠意⾒交換会、施
設・サービス事業所意⾒交換会、また第３期障がい者計画中間評価、第６期障がい福
祉計画及び第２期障がい児福祉計画の施策評価等から提出された主な課題は次の通り
です。 

 できていること できていないこと 

アン

ケート

から 

・「相談機関の相談のしやすさ」につ

いては、47.1%が「相談しやすい」

と感じている。 

・「今後の就労意向」について、「職

業訓練を受講したい」と思ってい

る人は 40.0%と多い。潜在的な就

労意向のニーズはある。 

・「暮らしやすい町」に必要な、参加

しやすいスポーツの場を設ける

ことはできている。 

・「暮らしやすい町に必要なこと」へ

の問いに対し「相談窓口の体制の

充実、手続き等の簡素化」が最も

多く 51.5%。相談のしやすさを感

じている人は一定数いるものの、

より個のケースに応じた対応が

求められている。 

・「暮らしやすい町」にはスポーツに

限らず、サークルや文化活動等、

多様なテーマの集いの場も必要。 

地域

共生

ケア

会議 

・介護者の負担軽減の取組（介護者

同士の交流の機会、傾聴等）。 

・地域で支え合う仕組み、ボラン

ティアの導入、支援機関のネット

ワーク（構想まで） 

・障がいを抱える方、認知症の方、

生活困窮世帯等への支援として

社会参加、活動の場が必要だとい

うことへの気づき。 

・雇用にもつながるとよい。 

・本人の生きがいにもなる。 

・介護者の負担軽減にもなる。 

  

・住民が相談できる窓口の明確化。 

・成年後見制度の普及啓発。成年後

見制度の利用が必要と思われる

方に対し適切な対応がとれる体

制を整備し、サービス事業所や施

設、地域住民への普及啓発を行う

こと。 

・介護サービス利用を拒否する利用

者（家族以外との交流の機会がな

い引きこもりがちな認知症高齢

者や若者等）へのアプローチ。  

事業

所か

ら 

・障がいを持つ方への情報提供は比

較的できている。 

・買い物代行のサービスは、買い物

に行く行為そのものを楽しめる

ため、良いと思う。 

・事業所が少ない分、コミュニケー

ションを取りやすい側面はある。 

・隣近所がお互いを気にかけている

という感じはある。 

  

・情報提供できる窓口を教えてくれ

る総合窓口のようなものが必要。 

・相談があった際、障がいではなく

ひきこもりとしての対応になる

ことがある。こういった情報不足

や混乱を補うため、民生委員との

接点等があると良い。 

・障がい児向けのサービスの創出。 

・ひきこもり、不登校児の支援。 

・人材不足、資源不足がある。 

施策

評価

から 

・成年後見制度の利用支援の仕組み

づくり（普及啓発ではなく）、あん

しんサポートや地域連携ネット

ワークの効果的運用。 

・地域生活支援拠点の整備。 

・在宅サービスの充実。  

・双葉郡内の障がいに関する相談窓

口の周知。 

・しごと部会を活用した企業開拓や

多様な働く場の拡充。 

・移動や移送、福祉人材不足により

誰もが気軽に集える事業所が不

足。 

 

現状・課題 

相談窓口が 

明確でない、 

わからない 

社会資源の不足 

町のサービス・ 

取組みが 

求められている 

生きがい・役割 

（就労）が充実して

いない 

組織的な改革が 

必要 

町と住民が連携して

支える仕組みが必要 
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（２）高齢者・障がい者共通課題の整理 

現⾏計画をはじめ令和５年に実施したアンケート調査・地域共⽣ケア会議・福祉関係事業
所の意⾒交換会、施策評価等から提出された主な課題を整理します。 
⾼齢者・障がい者の現状から・課題から導かれる共通課題の整理し、重点施策に課題解決

の取組を⽰します。 
 

 

 

 

 

現 状・課 題 共 通 課 題 【高齢（意見等）】 【障がい(意見等）】 
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第３章 楢葉町の障がい者施策の方向 

１．基本理念 

「共⽣社会」の実現に向けては、分野や年齢で分けることなく町⺠⼀⼈ひとりを尊
重し、障がいのある⽅も⽀える⽅も誰もが安⼼して暮らし続けられるまちづくりが必
要です。 

そのため、関連計画となる「第８期楢葉町⾼齢者福祉計画及び介護保険事業計画本
計画」と第４次楢葉町地域福祉計画の基本理念である『みんなで⽀え合い 幸せを実感
できるまち』を共通の基本理念として定め、「〜みんながよろこびやつながりを感じな
がら安⼼して暮らせるまちならは〜」をサブタイトルとし、障がい福祉施策を推進し
ます。 

■楢葉町障がい者施策の理念 

〈基本理念〉 

<サブタイトル> 
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２．施策の体系 第３期障がい者計画 

楢葉町地域共⽣社会の実現に向け、第４次楢葉町地域福祉計画の３つの基本⽬標を掲げ、
さらに第３期障がい福祉計画と同じ重点施策を掲げその⽬標を実現させるための具体的な
重点施策及び施策を展開していきます。 

 

 
 
「整合性の有無」について、記載している計画名は以下になります。 
地︓第 4 次楢葉町地域福祉計画 
障︓第 3 期障がい計画 
⼦︓第２期⼦ども・⼦育て⽀援事業計画 
健︓健康づくり推進計画（にこにこ健幸プラン） 
地活︓地域福祉活動計画 
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第４章 障がい者福祉施策の推進 

基本目標１ 

みんなで助け合い支え合う仕組みがあるまちづく

り 

 

重点施策１ 誰もが相談できる支援体制の強化・充実 

（１） 相談窓口の充実 

＜背 景＞ 

複合的な課題を抱える世帯が増加傾向にあり、相談先が分野によって異なり、サービスに
つながるまでに時間がかかってしまう場合がありますが、地域包括⽀援センターを中⼼に各
所でだされた相談をつなぎ、連携して⽀援につなげる体制を確保してきています。しかし、
アンケートでは、相談窓⼝を知らないという回答が多く、相談窓⼝について周知を図ってい
くことが課題です。 

＜施策の方向＞ 

福祉に関する（⾼齢・障がい・⼦ども・⼦育て・教育・⽣活困窮・成年後⾒を含めた）
相談窓⼝の⼀本化を図り、抱える課題の整理や基幹相談⽀援センターをはじめとした専⾨
機関との連携等、総合的に対応できる窓⼝として関係機関との機能強化を図り、断らない
相談⽀援を実施します。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 相談窓⼝の周知  HP 広報・リーフ
レット掲載件数 

② 保育・⼦育て・教育・
福祉の連携強化 

 協議回数・件数 

③ 障がい者相談窓口・

制度等の周知 

 HP 広報・リーフ
レット掲載件数 
 
 
 

 

 
 

 

 

地
福 

高
齢 
子
&
' 

健
康 

地
活 

● ●  ● ● 

主担当課等：保健福祉課・地域包括支援センター 

相談窓口の周知の徹底 

基本目標１  

みんなで助け合い支え合う仕組みがある 

まちづくり 

主担当課等：保健福祉課・地域包括支援センター 

連携強化に向けた協議を推進（セルフプラン含む） 
を 

主担当課等：保健福祉課・相談支援事業所・ 
   基幹相談支援センター 

相談支援事業所等の窓口の周知徹底を図る。 
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（２） 地域包括支援センターの機能の充実 

＜背 景＞ 

⾼齢者・障がい者の総合相談、権利擁護⽀援、介護予防のケアマネジメント及び地域共⽣ケ
ア会議の運営等を業務とし、地域包括ケアシステム構築の深化へ向けた中核的な機関として地
域包括⽀援センターの機能の強化を図っていくことが必須となっています。 

＜施策の方向＞ 

⾼齢者・障がい者・⽣活困窮・成年後⾒等、福祉に関する様々な課題に総合的に対応でき
るよう、基幹相談⽀援センター等との連携・協働も図りながら、持続可能な地域包括⽀援セ
ンター機能の充実を図ります。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 地域包括⽀援セン
ターの機能の充実 

 相談範囲の拡充 

 

相談体制の構築 
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主担当課等：保健福祉課・地域包括支援センター 

地域包括支援センター運営協議会等による評価点検
の取り組みを強化 
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（３）相談支援事業所等の強化 

＜背 景＞ 

相談窓⼝の周知でも述べたように、「相談先が⾝近でないこと」「相談担当者の定着
が出来ていないこと」が課題としてあげられています。受付から相談⽀援が途切れる
ことなく、障がい者本⼈やご家族等からの⽣活全般のニーズにきめ細やかな相談対応
が求められています。 

＜施策の方向＞ 

楢葉町内においては、地域共⽣ケア会議を積極的に開催し、相談⽀援事業所、障が
い福祉サービス事業所、医療機関、地域包括⽀援センター、基幹相談⽀援センター等
と多機関連携を図っており、今後も複合的課題の事例に対応できるよう、連携強化の
必要があります。 

双葉郡内広域で取り組む相談⽀援事業については、より⼀層の相談⽀援体制の整備
が求められており、平成30年度には双葉地⽅地域⾃⽴⽀援協議会に相談⽀援体制検討
委員会が⽴ちあがりました。 

また、双葉郡内広域での避難が続いている状況のため、避難先に居住する⽅の相談
⽀援も同時に求められており、令和３年度より、中核市（いわき市、郡⼭市、福島市）
への相談⽀援事業を双葉郡内８町村が⼀体的に実施します。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 相談⽀援体制の構
築と相談⽀援事業の
強化及びサービスの
質向上 

 相談⽀援サービ
スの質の向上を
図るため検討を
⾏っていく。 

検討の場の開催
回数 

 

 

 

② 他機関との連携体制
の強化 

 相談⽀援事業
所と楢葉町地域
共⽣ケア会議の
連携機会の増加 
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楢葉町地域共生ケア会議等への積極的な参加を進
める。相談支援事業所・基幹相談支援センター・福祉
事業所・医療機関等との連携の強化を図る。 

主担当課等：保健福祉課・相談支援事業所・ 
地域包括支援センター・基幹相談支援 
センター 

双葉地方地域自立支援協議会等を活用し、相談支援
事業の整理を行う。総合的な援助方針や支援の課題
を踏まえ、利用者に寄り添った支援ができる事業とし
て体制整備と事業強化を図る。 

主担当課等：保健福祉課・相談支援事業所・ 
基幹相談支援センター 
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 関連する取組・事業 

 

関連する取組・事業 主な内容 

身近な相談支援体制の

充実 

障がい者の相談支援事業 

楢葉町地域包括支援センターでの40～64歳で障がいのある人の相

談、地域共生社会での個別ケース検討 

基幹相談支援センターふたばでの相談支援事業所に対する支援と関

係機関との連携、ネットワーク強化 

相談支援事業所 

双葉地方地域自立支援協議会 

高齢・障がい者総合相

談窓口の設置 
楢葉町地域包括支援センターを中心にした包括的相談支援体制の整

備 

地域における普及啓発

活動の実施 
地域での普及啓発活動（シンポジウム） 
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重点施策２ 誰もが支援を選択し利用できる支援体制の強化 

（４）地域共生ケア会議の充実 

＜背 景＞ 

地域共⽣ケア会議は、住⺠の総合的なケアに資するため、⾼齢者及び障がい者（児）のケ
ア会議を⼀体的に運⽤し、定例開催する地域共⽣ケア会議と、随時開催するケースケア会議
で構成されています。 
複合的な課題を抱えるケースが増加傾向となり、⾼齢者独居や⾼齢者のみ世帯の増加もみ

られ、⾼齢者の抱える課題に加え、⼦ども、⾼齢、障がい、⽣活困窮等の課題等も含めて世
帯全体を⽀援していくことが求められています。 

＜施策の方向＞ 

地域共⽣ケア会議では、事例検討を通じ地域課題の抽出及び把握から、政策形成につなげ
る役割とともに、⽀援を⾏う上での情報の共有及び技術の向上を図る場としての役割を担い
ます。 

ケースケア（個別）会議は、⾼齢・障がいに限らず⼦ども・⽣活困窮に加え、昨今増加傾
向にある若年⽣認知症や障がいを持つ親世代に関するケースについても、援助⽅針を検討、
整理する協議の場として活⽤し、地域課題を抽出する役割を担います。 

重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 地域共⽣ケア会議の
充実 

 関係機関の 

情報共有及び 

技術向上に向け 

た検討会の定期 

開催 
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福祉分野（こども・高齢・障がい・生活困窮、若年性認知
症、障がいを持つ親世代等）の様々なケースの協議の
場とするとともに、福祉分野全般にわたる動向や概要
の学び・情報共有の場とする。 
 

主担当課等：保健福祉課・地域包括支援センター 
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出典：保健福祉課 
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（５）障がい児支援体制の整備 

＜背 景＞ 

現在、双葉郡内には障がい児通所施設がなく、近隣の町村にある施設を利⽤してい
ます。しかし、住まいの⾝近な地域での⽀援体制と移動体制の確保や希望する利⽤⽇
数の確保が難しいといった課題があげられており、⾝近な地域で利⽤できる通所系施
設が求められています。 

＜施策の方向＞ 

町では、障がいを持つ⼦どもたちが、障がいのあるなしに関わらず地域の中で⾒守
られ、⼼⾝の健やかな発達が促されるよう、個々のニーズに応じた多様な⼦育て環境
や障がい児の家族を含めた⽀援体制の整備を保健、教育、⼦育て、福祉が連携して⾏っ
ていきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 障がい児通所施設

等の充実 

 障がい児通所施
設等を１か所整
備する 

 

 

 

② 障がい児の相談支

援体制の充実と活

用促進 

 ⼦どもの 

セルフプランのモニ
タリング体制の構
築 

 

③  保健・医療・福祉・ 
教育機関との連携 

 協議の場を 

１か所設置する 

④  放課後等の居場所 

の充実と活用を促 

進 

 居場所の選択肢
を拡充する 

⑤ 児童発達支援セン

ターの設置 

 センター設置の 

周知の充実 
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相談支援事業所、保健、教育機関、こども園、学校、

医療機関等と連携し相談支援体制を整備する。 
 

主担当課等：保健福祉課・相談支援事業所 

連携体制を確保するため、協議検討の場を設置する。 
 

主担当課等：保健福祉課・こども課 

日中一時支援事業や児童館を活用した場の提供 

主担当課等：保健福祉課、教育総務課 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター・ 
双葉地方地域自立支援協議会 

 

双葉地方地域自立支援協議会等を活用し、広域

での充実化を図る。 
 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター・ 
双葉地方地域自立支援協議会 

 
 

 
 
 
 

郡内児童発達支援センターを整備する。 
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（６）権利擁護の推進 

＜背 景＞ 

認知症⾼齢者や障がい者の権利擁護⽀援に関する相談が増えてきています。 
平成28年５⽉には成年後⾒制度利⽤促進法が施⾏されていますが、アンケートでは

成年後⾒制度について、「知らない」が52.9％、「知っている」が36.8％との結果が出て
おり、制度等の普及・利⽤⽀援等、関係機関が連携して努めることが求められていま
す。虐待対応についても同様に体制整備や普及啓発が求められています。 

＜施策の方向＞ 

障がいや⾼齢により判断機能が低下した⼈の権利擁護⽀援に関しては、地域連携
ネットワークを確⽴し成年後⾒制度、あんしんサポート（⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業）や、
⽣活困窮者⾃⽴相談⽀援事業、ヤングケアラー⽀援事業について、利⽤⽀援を権利擁
護⽀援センターや社会福祉協議会と連携して対応します。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 中核機関の体制強
化 

 権利擁護に関す
る研修会・勉強
会の開催件数 

② ⾼齢者・障がい者虐
待防⽌の強化 

 ⾼齢者・障がい
者共通の虐待対
応マニュアルの強
化 

③ 成年後⾒制度及び 
権利擁護⽀援セン
ターの周知普及 

 アンケート 

（５）差別解
消と権利擁護の
推進について 

（P30） 

権利擁護⽀援セ
ンターの認知度を
50％に増やす 

④ 成年後⾒制度の利
⽤⽀援 

 相談件数 
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ならは広報・はぴねす・Ｆｒｏｍほうかつ・地域ミニ
デイ等への出前講座の実施 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会・ 
権利擁護支援センター・地域包括支援 
センター 

ケースの早期発見、相談、制度利用支援 

主担当課等：相談支援事業所・地域包括支援センター・ 
社会福祉協議会・保健福祉課 
権利擁護支援センター 

主担当課等：保健福祉課・権利擁護支援センター・ 
社会福祉協議会・地域包括支援センター 

相談支援・広報啓発・受け皿の確保・モニタリング
の実施 

高齢者・障がい者共通の虐待対応マニュアルを強化 
効果的運用の検討 

主担当課等：保健福祉課・地域包括支援センター 
        基幹相談支援センター 
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⑤ あんしんサポートの推
進 

（⽇常⽣活⾃⽴⽀援事
業） 

 相談・利⽤件数 

⑥ 地域連携ネットワーク
の運⽤ 

 地域連携ネット 

ワーク会議の 

開催 

 

⑦ 生活困窮・ヤングケ

アラーに係る支援

機関との連携 

 相談件数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相談・利用支援 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 

地域共生ケア会議（地域連携ネットワーク会議）
の活用 

主担当課等：地域包括支援センター・保健福祉課・ 
権利擁護支援センター 

生活困窮者やヤングケアラーへの必要な 
支援機関との連携体制の強化 
 

主担当課等：県・保健福祉課・社会福祉協議会・ 
福島県社協 
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（７）在宅生活を支えるサービスの充実 

＜背 景＞ 

在宅サービスの種類や提供体制が不⾜している状況が窺えます。介護サービスや障
がい福祉サービス以外の⽣活⽀援や町独⾃の在宅福祉サービス等を活⽤しながら、こ
の地域で暮らし続けることができるよう⽀援するとともに、⽣活⽀援サービスや共⽣
型サービス等を整備する必要があります。 

＜施策の方向＞ 

楢葉町内においても、在宅⽀援のメニューの再評価、開発の必要性はあり検討を重
ねていきます。なお、居宅介護事業所（ヘルパー事業所）の不⾜については、双葉郡
内共通の課題となっており、⼈員体制の強化と福祉事業所間での連携体制の強化が必
要です。双葉地⽅地域⾃⽴⽀援協議会等を活⽤し、広域で整備できるよう検討を⾏い
ます。さらに、障がい児を対象に含むファミリーサポート等、休⽌事業の再開につい
ても推進していきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 居 宅 介 護 事 業 所
（ヘルパー事業所）
の確保 

 町内事業所の連
携体制の強化 

検討会の開催数 

② 町独⾃の在宅福祉
サービスの事業拡充 

 新たなサービスの 

開発と休⽌事業 

の再開 

 

 

 

 
  

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

● ● ● ● ● 

町独自の在宅福祉サービスを対象者のニーズに合わ
せ、基準緩和や移動を含めたサービスメニューを 
拡充。方向性を町・社会福祉協議会と協議し拡充して
いく。 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 

双葉地方地域自立支援協議会を活用し、双葉郡内広域
で体制を整備する。町内の事業所間で連携体制を強化
する。 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター 
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（８）法人間の協働・連携 

＜背 景＞ 

介護・福祉⼈材の不⾜が楢葉町及び双葉郡内でも⾒受けられることから、法⼈間、
事業所同⼠の情報共有や⼈事交流の必要性が⾼くなっています。 

＜施策の方向＞ 

介護・福祉⼈材不⾜や利⽤者への⽀援の充実と業務の効率化を図っていけるように、
町が調整等の役割を担っていきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 広域交流・多分野交
流を基盤とした法⼈
間の交流等の仕組み
づくり 

 検討会の回数 

 

事業の実施 

 
  

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

● ●   ● 

町・福祉事業所・社会福祉協議会等、関係機関と 
仕組みづくり（人事交流・研修会等）について検討 

主担当課等：保健福祉課・福祉事業所 
社会福祉協議会 
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（９）福祉施設・サービス等の柔軟な活用の検討 

＜背 景＞ 

地域の社会資源には限りがあり、福祉サービス等の提供体制も脱「縦割り」が必要です。
町内の福祉施設が相互に連携しあい、各種サービスを柔軟に活⽤して必要なサービスが利⽤
できるように検討が必要です。 

＜施策の方向＞ 

福祉サービス（⾼齢・障がい）を限られた資源で有効に提供できるように、福祉施設・各
種福祉サービス等を関係機関で柔軟に活⽤することで、共⽣型サービスに寄与しうる有効な
サービス提供ができるよう、模索・検討します。 

重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 福祉施設・サービス
等の柔軟な活⽤の検
討 

 検討会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

● ●   ● 

検討会の開催 

主担当課等：社会福祉協議会・福祉事業所・ 
保健福祉課・地域包括支援センター 

出典：保健福祉課 

高齢者のデイサービスセンター 障がい福祉サービス事業所

母
（82歳：要介護１）

娘
（54歳：障害手帳２級）

共生型サービス

高齢者も
利用できます！

障がい者も
利用できます！

母と別々の
サービスなの
かな？ ケアマネージャー

が２人？

関係者がいっぱいで
役割がわからない…

身近な相談
先って？

出典：厚⽣労働省 
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（10）健康づくりの充実・推進 

＜背 景＞ 

アンケート結果から、若年性認知症対策や障がい者ご本⼈だけでなくその家族の健
康管理と疾病予防対策が重要な課題としてあげられます。また、⽇本における⾼齢化
は障がいを持った⽅についても同様に進んでおり、 それに伴う服薬⽀援の増加や煩雑
化が課題になっているため、適正な服薬管理指導も今後ますます必要になってくると
考えられます。 

⽀え合いにおいては⽀える側と⽀えられる側と両⽅が重要です。認知症については
若年性のものもあり、計画の中でも触れていく必要があると思われます。そして近年
では⼦育て中の若い親御さんが発達障がい等を持つケースも少なくありません。よっ
て家庭⼀世帯丸ごと⽀えていく、という視点と意識が重要です。そこには、⾷事・運
動・⽣活習慣病等、総合的な健康づくりの知識の普及が求められています。 

＜施策の方向＞ 

ライフステージにあった健康管理、健康づくりを⽀援するため、健康診断の結果を
踏まえてフォローを⾏います。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① ⾃⽴⽀援と重度化を
防⽌した健康管理と 
体⼒づくり 

 登録者数 

② インクルーシブで誰も
が参加しやすい健康
づくりの場の創出 

 定期的な開催 

 

新規参加者の 

増加 

③ 保健事業と介護予
防の⼀体的事業の
実施 

 対応件数 

 

 

 

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

● ●  ● ● 

健幸チャレンジ・元気アップ教室・ 
スポーツクラブの活用・ヘルシークッキング 

主担当課等：保健福祉課・楢葉町スポーツ協会 

一般介護予防事業・地域交流サロン 
保健指導等との連携 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 

訪問栄養指導・訪問歯科指導・訪問服薬指導・
出前講座・フレイル予防・通いの場における健
康教育、健康相談 

主担当課等：保健福祉課 
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（11）地域生活の継続と施設入所者等の地域生活への移行 

＜背 景＞ 

障がい者の⼊所、⻑期⼊院について、地域⽣活への移⾏促進を⽬指した取り組みが
進められており、国の⽅針としては、令和５年度末時点の施設⼊所者数を令和元年度
末時点の施設⼊所者数から1.6％以上削減することが求められています。 

地域において、本⼈が望む⽣活を送ることができるよう体制を構築する必要があり
ます。特に精神の障がいがある⽅については、医療関係機関との連携も必要な状況で
す。 

＜施策の方向＞ 

地域⽣活への移⾏や施設に⼊所せず在宅や地域での⽣活を維持・継続すること（施
設⼊所したとしてもあくまで地域内で）、地域での⽣活継続やグループホームでの⽣活
等、本⼈の望む⽣活を選択できるような⽀援体制を構築していきます。 

楢葉町では、精神障がい者にも対応した「にも包括」を含む地域包括ケアシステム
構築の深化と共に検討を重ね、地域づくりの観点も踏まえて、⽀援体制を整備してい
きます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 地域⽣活⽀援拠点
の整備・充実 

 双葉郡内に 
1 か所整備、 
充実化を図る 

② 親亡き後の支援の

充実 

 ⽀援・サービスの 
検討回数 
 

③ 「にも包括」等、精神
障がい者にも対応し
た地域包括ケアシス
テムの構築 

 広域で協議の 
場を設置 
 
地域共⽣ケア会
議の開催を年１
回以上 

④ 精神障がい者で長

期入院していた方

の地域移行支援 

 退院調整フロー
の整備と施⾏ 
 

 

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

     

支援拠点の充実と点検・モニタリング体制の整備 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター 

主担当課等：保健福祉課・地域包括支援センター 
基幹相談支援センター 

双葉地方地域自立支援協議会や楢葉町地域共生ケ

ア会議を活用し、且つ点検体制も構築する。 

退院調整フローの整備と地域理解の形成 

主担当課等：保健福祉課・双葉地方地域自立支援 
協議会・相双保健福祉事務所 

親が亡くなった後でも本人が地域生活を 

維持・継続できるような支援・サービスの検討 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター 
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関連する取組・事業 

 

関連する取組・事業 主な内容 

日中活動と生活できる

場づくり 
グループホームの確保 
日中活動系サービスの推進 

地域生活への支援 地域共生ケア会議での個別サービス会議 
地域共生ケア会議の充

実 
地域共生ケア会議へ多機関の参加を促進し、連携できる関係づくりを

進める。 
健康づくり・心の健康の

充実 
生活習慣の改善等保健事業に関する情報発信 

成年後見制度について

の窓口の充実と強化 
権利擁護支援の推進（成年後見制度の啓発、利用促進、地域連携

ネットワークの構築） 
障がい児の発達等にお

ける子育て相談 
障がい児と保護者への切れ目ない支援の推進 

リンクノートの活用 リンクノートの活用 
保健、医療、福祉、教育

との情報共有と協議の

場の設置 

要保護児童対策地域協議会 

受け入れ体制の強化 障がい児の通園・通学にあわせた加配保育の実施 
放課後等の居場所づく

り 
日中一時支援事業の実施 

移送サービスの充実 自立支援協議会での移送支援の課題協議 
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基本目標２ 

みんなが参加しやすくつながりが持てるまちづく

り 

 

重点施策３ 誰もが活動・参加できる機会の充実 

（12）ワーキンググループの効果的運用 

＜背 景＞ 

⾼齢者・障がい者の活躍・就労できる場づくり、ボランティア活動等、様々なテーマでワー
キンググループ*を開催していますが、ワーキンググループでの議論の結果を有効に施策に
結び付けられるようにしていくことが課題です。 

＜施策の方向＞ 

ワーキンググループの運⽤を充実させ、具体的な⽀援体制を構築します。 
 

重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① ワーキンググループの
継続的実施 

 

 

 

開催件数 

 

テーマ別⽬的の 

設置・実⾏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ワーキンググループ：具体的な地域の課題解決に向けた協議や関係機関との連携、情報共有や取り組みを行い協 

議会へつなげる役割 

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

● ● ● ● ● 

主担当課等：保健福祉課・地域包括支援センター 

ワーキンググループの効果的運用 

基本目標２ 

みんなが参加しやすくつながりが持てる 

まちづくり 
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（13）就労の場・収入機会の開拓 

＜背 景＞ 

障がいがある⽅の就労⽀援として「就労先の開拓が必要」「収⼊を得られる機会を創
出すべき」といった課題が策定委員会であげられています。アンケートからも働くた
めに必要なこととして、「障がいのある⼈に適した仕事であること」と「近くに働く場
所があること」が約30％と多くなっており、就労訓練や作業内容の拡充、就労先及び
収⼊機会の開拓が求められています。 

＜施策の方向＞ 

障がいのある⽅の社会的・経済的・精神的な⾃⽴を促進し、地域での⽣活が営める
よう、農福連携（農業と福祉で障がい者の就労⽀援のために連携）を先進的事例とし
た障がい者の就労への⽀援や、就労先の開拓を進め、企業等の受け⼊れ先の開拓を図
ります。また、教育機関との連携の仕組みづくりも検討し、特別⽀援学校等に通う⽣
徒の将来を⾒据え、職業体験等の場を提供するため検討を図ります。さらに、就労と
は異なる「収⼊機会」という観点からも社会活動への参加を⽀援します。 

重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 障がいのある⽅の就
労に向けた検討機会
の創出 

 
 

 検討機会の回数 

 

 
 
 

② 障がいのある⽅の就
労に向けた体験機会
の創出 

 検討及び 
体験機会の件数 
 
 
 
 

③ 障がいのある⽅の収
⼊機会の開拓 

 検討機会の回数 
 
 
 
 

④ 障がいのある⽅の資
格取得⽀援の検討 

 検討機会の回数 
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●    ● 

ワーキンググループ・双葉地方地域自立支援協議会

の効果的活用 

主担当課等：保健福祉課・農林水産課・基幹相談支援センター・ 

地域包括支援センター・双葉地区特別支援学校・相双 

障害者就業・生活支援センター 

 

ワーキンググループ・双葉地方地域自立支援協議会

の効果的活用 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター・地域包括支援セン 

ター・双葉地区特別支援学校・相双障害者就業・生活 

支援センター 

 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター・地域包括支援セン 

ター・双葉地区特別支援学校・相双障害者就業・生活 

支援センター 

 

優先調達・販路開拓の検討 

自動車運転免許や職業に応じた技能資格取得の 

推奨を検討 

 

主担当課等：保健福祉課・農林水産課・基幹相談支援センター・ 

地域包括支援センター・双葉地区特別支援学校・相双 

障害者就業・生活支援センター 
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（14）誰もが参加しやすい集いの場の推進 

＜背 景＞ 

障がい者福祉計画策定委員会では「地域活動⽀援センターのような機能の場所があ
ると良い」といった声があげられています。 

町内には就労系の通所施設はありますが、就労以外の⽇中活動の場は無く、通所先
以外でも過ごせるような機会や場所が求められています。 

第３次地域福祉計画で位置づけた、地域共⽣拠点としての「あおぞらこども園」や
「まなび館」が、園児・児童の増加に伴い施設利⽤ができなくなっていくことから、
⾼齢者や障がい者、若い世代等の多世代交流のできる新たな拠点整備の検討が必要で
す。 

＜施策の方向＞ 

地域共⽣社会の実現に向けて、誰もが参加しやすい機会、場所を検討し、⽣きがい
づくりや社会参加ができる環境づくりを⾏います。また、地域住⺠が主体的に運営で
きるリーダー育成も推進していきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 地域活動⽀援セン
ターの整備 

 広域で協議の 

場を設置 

② ⼦育て世代から⾼齢
者まで、障がいのある
⽅も含めたインクルー
シブな集いの場の創
出 

 

 

 

誰もが集える場
の開催件数 

③ 地域の拠点的機能
の充実と有効活⽤ 
の促進 

町全体として拠点機能の確保を図る。 

 

 

 

検討会開催 

 

 

 

 

 

④ 広域レベルで親の会
や体験等の多様な
テーマの集いの場をつ
くる 

 

 

 

 

広域での協議の
場の開催 

 

 

 

 

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

● ● ● ● ● 

地域ミニデイと「No border in ...」事業等の活用。
高齢者、障がい者、幅広く通える集いの場を 
推進する。 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 

   地域包括支援センター 

障がい者の相談対応を行い、通いやすい場を双葉郡内
広域で整備する。 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター 

主担当課等：保健福祉課・教育総務課・総務課・ 
         政策企画課・（一社）ならはみらい・ 

福祉施設 

評価指標② 

要検討 

主担当課等：保健福祉課・双葉地方地域自立支援 
協議会 

 

双葉地方地域自立支援協議会の活用と 
推進を検討する。 
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（15）福祉人材の育成・確保 

＜背 景＞ 

アンケートでは、地域の⼈による⽀援や協⼒について、「受けたい」が13.8％となっ
ています。また、地域の⼈に⽀援や協⼒してほしいこととして、「相談相⼿」、「あいさ
つや安否確認等の声かけ」がともに30.8％と多く回答されています。 

「他⼈事」になりがちな福祉の取組を、地域住⺠⼀⼈ひとりが「我が事」として意
識づけていくことが重要であり、ボランティア活動を通じて福祉への関⼼を⾼めてい
くことが必要です。福祉⼈材を多く育成・確保するという観点から移住⼈⼝にも⽬を
向け、窓⼝との連携を前提とした施策を講じていきます。 

＜施策の方向＞ 

当事者や町⺠がボランティア活動や福祉体験ができる機会を創出し福祉⼈材の育成
を図ります。また、⽀援学校や教育機関と連携をして福祉教育の推進を図ります。 
⼈材の育成・確保においては、「福祉の専⾨職の確保とその育成」と 「障害児者や

その家族をあたたかい⽬で⾒守り・気にかけ・ちょっとした⼿助けをして⽀えてくれ
る⼈づくり・地域づくり」とがいずれも必要であるため、両⽅の視点をもって取組み
を推進していきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① ⾼齢者、障がい者⽀
援施設による専⾨的
福祉体験の機会の
開催を検討 

 

 

検討会の開催 

 

福祉体験事業の
実施件数 

② 障がいを持つ方と

その家族をあたた

かく見守り支える

人・地域づくり 

 検討会の開催 

③ 移住窓口との連携  検討会の 

開催件数 

 

 

 

  

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

● ●   ● 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 

双葉地方地域自立支援協議会 

専門職としての福祉人材確保に向けた 
福祉体験の開催機会の検討 

移住窓口との連携等の検討 

主担当課等：保健福祉課・ 

（一社）ならはみらい・政策企画課 

障がいを持つ方とその家族を見守る・気にかける・ 
支える人・地域づくりを検討する機会の創出 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 

双葉地方地域自立支援協議会 
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（16）ボランティア活動の推進・強化 

＜背 景＞ 

アンケートでは、地域での⼿助けを望む先について、「友⼈・知⼈」が20.0％、「ボ
ランティア」が12.7％となっています。 

地域共⽣ケア会議からの地域課題の中には、ボランティア活動に関する内容が多く、
ボランティアを必要とする⽅やボランティア活動をしたい⽅のニーズが⾒えています。
単に福祉⼈材不⾜の解消の位置付けではなく、「互助」の意識を⼤切にした取組みが必
要です。 

＜施策の方向＞ 

ボランティアセンターを中⼼にボランティアを取り扱う関係機関と連携し、ボラン
ティア登録者及び活動の活性化を図ります。また、住⺠の⽣きがいや役割の創出につ
ながるよう事業を実施します。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① ボランティア活動の推
進 

 

 

 

登録者数の増加 

 

活動メニューの 

開発 

 

マッチング数の 

増加 

② 有償ボランティア・

人材バンクの導入

に向けた実施検討 

 検討会の 

開催件数 

 

 

 
 
 
 
 

 

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

● ●   ● 

ボランティア活動の推進 
窓口一本化に向けて関係機関との協議 

主担当課等：社会福祉協議会（ボランティアセンター） 

      保健福祉課・地域包括支援センター 

有償ボランティア・人材バンクの 
導入に向けた実施検討を行う。 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 

    （ボランティアセンター） 
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（17）活動をとおした心身の充実 

＜背 景＞ 

健康づくりの充実・推進でも「健康管理と疾病と予防対策」の課題があげられ、検
討委員会でも「⽣涯学習との連携も可能では」といった意⾒もあげられました。 

また、⼼⾝の健康管理と併せて、障がいのある⽅にとって芸術等の表現活動も、⽣
きる喜びや⾃尊⼼向上の上では⾮常に⼤切です。⽣涯学習、スポーツや⽂化体験等か
らの交流や参加、そして活動を通し、社会参加を果たしながら⼼⾝の充実を図ること
のできる場が必要とされています。 

＜施策の方向＞ 

教育機関、体育協会、保健担当者、⽣涯学習担当課とも連携しながら協議を⾏い、
⽣涯学習やスポーツ・⽂化活動・芸術等をテーマとしたワークショップやレクリエー
ション活動の拡充を図り、社会参加や⼼⾝ともに充実するような体験の機会を作って
いきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 参加／体験しやすい
スポーツ活動、⽂化
活動の場の創出 

 

 

 

協議と 

体験機会の 

実施件数 

 

 

 

 

関連する取組・事業 

 

関連する取組・事業 主な内容 

食事の提供や服薬管理がで

きる場の確保 

居宅介護での食事の提供 
訪問看護 
町内の薬局の服薬管理指導 

就労定着支援の体制整備 
就労機会の確保、働く場と作業の開拓 
通所者や就業者が集まれる場所づくり（サロン等） 

スポーツ・レクリエーション・交

流活動の充実 
スポーツ振興基本計画に基づく、障がいのある方が参加しやす

いスポーツ活動やレクリエーション活動の推進 
健診体制の充実・フォロー体

制の確立 
健診体制及びフォロー体制の充実 

障がい者（児）の保護者の「交

流の場」の確保 
親の会（家族会・きょうだい会）等の活動支援 

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

●   ●  

町と自立支援協議会の連携による体験の場の創出 

主担当課等：保健福祉課・生涯まなび課・ 
双葉地方地域自立支援協議会 
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基本目標３ 

みんなが安心して共に暮らせるまちづくり 

 

重点施策４ つながりが持てる地域づくり 

（18）継続可能な地域包括ケアシステムの推進 

＜背 景＞ 

⼦どもから⾼齢者、障がいのある⽅も⽀える⽅も誰もが⾃分らしく地域で暮らし続
けられるために、⽀え合いの地域づくりについての意識を幅広く普及していくことを
継続する必要があります。 

＜施策の方向＞ 

町⺠が「まじわる・つながる・⽀えあう」地域づくりをテーマに楢葉のこれからを
共に考える地域包括ケアシステム構築推進シンポジウムの開催（ならはコミュニティ
コレクション）を継続して実施します。地域の課題を掘り起こし、課題解決に向けて
町⺠が思いを伝え合い、これからの楢葉町を話し合う協議の場を設置し、⽣活の⽀援
体制づくりに取り組みます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 地域包括ケアシステ
ム構築推進シンポジ
ウムの開催 

 

 

年１回開催 

② 住⺠と協議・活動す
る機会の検討 

 

 

 

検討会の開催 
 
ミニデイの協議の
場 

③ 地域包括ケア推進協
議会の効率的な活
⽤ 

 
 

 

 

定期的な開催 
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● ● ● ● ● 

シンポジウムの開催 
 

主担当課等：保健福祉課 

住民との意見交換・活動する機会の検討 
健康福祉まつりの再開等の検討 
 

主担当課等：保健福祉課・地域包括支援センター 
社会福祉協議会 

主担当課等：保健福祉課・地域包括支援センター 
社会福祉協議会 

地域包括ケア推進協議会の定期的な開催 

基本目標３ 

みんなが安心して共に暮らせるまちづくり 
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（19）在宅医療介護福祉連携の推進 

＜背 景＞ 

医療と介護福祉の両⽅を必要とする状態の障がい者が、住み慣れた地域で暮らし続
けられるため、在宅医療と介護福祉を⼀体的に提供する仕組みを構築し、在宅⽣活を
充実させるため医療関係機関と連携し、在宅⽣活の⽀援体制を構築していく必要があ
ります。 

＜施策の方向＞ 

地域における医療・介護福祉の関係機関が連携し、包括的かつ継続的な在宅医療介
護福祉を提供できるように連携を図ります。 

また、ケアマネジャー・相談⽀援専⾨員及び医療関係機関との連携を強化し、⽀援
内容（サービス等利⽤計画案等）を充実していきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 在宅介護医療の充
実 

 

 

協議の場の 
件数 

② 退院調整フローの 
推進 

 

 

対応件数 

③ 在宅での服薬⽀援  

 

訪問件数 

 

 

 

 

 

 

 

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

● ●  ● ● 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会・ 
             地域包括支援センター・ならは薬局 

ケアマネジャー・相談支援専門員及び 
医療関係機関の連携 
 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 
相談支援事業所・地域包括支援センター 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 
        地域包括支援センター・相談支援事業所 

在宅にて、服薬管理指導を実施できる体制を整備する。 

医療関係機関、福祉関係機関の連携 
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（20）支え合い活動（見守り）の充実 

＜背 景＞ 

（15）福祉⼈材の育成・確保、（18）継続可能な地域包括ケアシステムの推進にもあ
げたように、「助け合い」「⽀え合える」地域づくりが求められています。 

アンケートでは、家族が不在の場合や⼀⼈暮らしの場合、近所に助けてくれる⼈が
いるかについて、「いない」が54.4％と半数を超えて多くなっています。 

また、現在障がい者、ご家族等の親の会も休⽌中であり、再整備の必要性があります。 
＜施策の方向＞ 

⺠⽣児童委員や⽣活⽀援相談員による訪問を継続しつつ、住⺠同⼠の⽀え合い活動
にも着⽬し地域づくりを⾏っていきます。併せて、広域的な親同⼠のつながり・集い
等、障がいのある⽅、家族同⼠の⽀え合いの活動についても再検討していきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① ⺠⽣児童委員や⽣
活⽀援相談員等によ
る⾒守りの推進 

 

 

訪問件数 

② 近隣住⺠による⾒守
り体制の仕組みづくり 

 

 

⾏政区活動の 

件数 
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● ● ● ● ● 

主担当課等：保健福祉課・総務課・ 
       くらし安全対策課・ 

権利擁護支援センター・ 
地域包括支援センター 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会 

地域（行政区等）による見守りの推進 
郵便局・パトロール隊との連携 

民生児童委員・生活支援相談員による巡回訪問 
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（21）支え合い町づくり推進機能の仕組みづくり 

＜背 景＞ 

各地域で⾏政区と協働しながら、住⺠と⼀緒に地域づくりをしていくことが必要で
あり、地域づくりの関⼼を⾼め住⺠相互に活動できる拠点を整備していくことが求め
られています。 

＜施策の方向＞ 

⽣活⽀援コーディネーターを中⼼としてボランティア活動や就労の場の創出等、地
域の活性化を図る町づくり推進機能の整備を実施していきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 住⺠と地域づくりを取
り組む体制の更新 

 

 

拠点の整備 
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● ● ● ● ● 

主担当課等：保健福祉課、社会福祉協議会 
地域包括支援センター 

町づくり推進機能の拠点整備 

出典：保健福祉課 
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（22）災害や感染症対策に係る体制整備 

＜背 景＞ 

災害発⽣時における障がいのある⽅への対応⽅針や感染症対策を明確にして体制づくり
に取り組むことが必要です。 

＜施策の方向＞ 

災害時避難⾏動要⽀援者名簿の整備について、GIS*の活⽤を視野に⼊れながら進めます。 
福祉避難所の指定や緊急時の役割分担の再確認、町内福祉施設と協働の要⽀援者の避難訓
練等も実施していきます。 

重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 避難⾏動要⽀援者
名簿の整備 

 

 

名簿作成 
名簿定期更新 

② 災害時や感染症対
策に関する対応⽅針
の明確化 

 

 

 

避難訓練 
災害対応マニュ
アル作成 

③ 相談⽀援事業所や
障がい福祉サービス
事業所等と連携し、
防災や感染症等の
対策を周知啓発 

 

 

対応⽅針整備 
事 業 所への 周
知 

④ 災害・感染症発⽣時
の⽀援・応援体制の
構築 

 

 

 

組織体制整備 

⑤ 発達⽀援・⾏動⽀援
に対応した福祉避難
所の設置検討 

 検討会の 
開催件数 
 
 
 
 

 

 

* GIS：地理情報システム（GIS：Geographic Information System）は、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を

持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にす

る技術 
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● ● ● ● ● 

主担当課等：保健福祉課・くらし安全対策課・ 
社会福祉協議会 

主担当課等：保健福祉課・くらし安全対策課・ 
         社会福祉協議会・地域包括支援センター 
 

災害時における避難訓練及び対応マニュアルの作成 

主担当課等：保健福祉課・くらし安全対策課 

感染症等発生時における必要物資の備蓄及び 
輸送体制整備 
感染症対策方針の周知 

主担当課等：保健福祉課 

県、町、関係団体が連携した災害・感染症発生時の
支援・応援体制の構築 

避難行動要支援者名簿の継続的な更新 

 

発達支援・行動支援が必要な子どもたちにも 
対応した避難所の検討 

主担当課等：保健福祉課・社会福祉協議会・ 
 くらし安全対策課・ 

           双葉地方地域自立支援協議会 
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（23）地域における普及啓発の実施 

＜背 景＞ 

平成28年に障害者差別解消法が施⾏され、「不当な差別的取り扱いの禁⽌と合理的
配慮の提供」が⽰されています。 

アンケートでは、障がいがあることで差別や嫌な思いをした経験について、「ある」
が25.0％となっており、差別や嫌な思いをした場所については、「学校・仕事場」が
52.9%、「仕事を探すとき」が23.5％と多くの回答がありました。福祉のサービス等に
関する情報伝達では、『伝わってこない（「あまり伝わってこない」「伝わってこない」
の合計）』が58.5％と半数を超えて多くなっています。その中で必要な情報は、「各種
サービスの情報」「医療に関する情報」「相談できる場所の情報」との回答が30％台と
多くありました。 

障がいのある⽅がこの地域で安⼼して⽣活していくため、障がいに対する理解や合
理的配慮といった普及啓発の活動継続が必要となっています。 

＜施策の方向＞ 

差別解消法の取組みの⼀環として広報誌等で周知を図ります。加えて、（14）誰もが
参加しやすい集いの場の推進、（15）福祉⼈材の育成・確保、（20）⽀え合い活動（⾒
守り）の充実と⼀体的に検討し、場、⼈、活動の視点から障がいに対する理解や合理
的配慮の普及啓発を福祉、教育機関と連携して⾏っていきます。 

 
重点事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 評価指標 

① 障がい者差別解消
法の普及啓発 

 

 

要領の整備 
 
HP 広報等の 
掲載件数 

② 意思疎通⽀援事業
の継続と拡⼤ 

 協議の場や 
研修会の件数 
 
 
 

③ 情報保障の推進  

 

アンケート（３）
相談⽀援体制と
情 報 提 供
（ P25 ） 福 祉
サービス等に関す
る情報伝達「伝
わってきている」を
60％まで増やす 

 

地
福 

高
齢 

子
&
' 

健
康 

地
活 

●  ●  ● 

知りたい情報が分かりやすく得られるよう、方法、 
体制、広報物等の検討を行う。 

主担当課等：保健福祉課 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター・ 
相談支援事業所 

障がい者差別解消法の要領の整備及びその普及啓発 

R5年度より実施「手話通訳者や要約筆記者等の派遣」
を継続しつつ、新たな養成に向け研修等の場も設ける。 

主担当課等：保健福祉課・基幹相談支援センター・ 
相談支援事業所 
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関連する取組・事業 

 

関連する取組・事業 主な内容 

地域生活支援拠点の整

備 
地域生活支援拠点整備の体制づくりの推進 

障がい者虐待防止の強

化 
障害者虐待防止マニュアルの整備 
障害者虐待防止事業 

差別解消の強化 障害者差別解消に関する普及・啓発 

地域防災対策の推進 
要支援者管理システムの活用 
要支援者個別計画の見直し、登録シートの見直し 

防犯・安全対策の推進 緊急通報システムの利用促進 

情報保障の推進 
障がい者のしおり 
手帳交付時のサービス説明・周知 
双葉郡社会資源マップの活用 
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第５章 障がい福祉サービス・障がい児福祉サース

の推進 

１．第 7 期障がい福祉計画 

（１）基本指針の見直し 

令和４年１0⽉から令和5年2⽉にかけて開催された「社会保障審議会障害者部会」では、
「障害福祉計画及び障害児福祉計画等の⾒直し」について⽅向性やポイントが⽰されま
した。 
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出典：厚⽣労働省 
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（２）障がい福祉サービスの成果目標の設定 

国の⽰す⽬標設定、それに対する本町の⽬標設定と考え⽅は、それぞれ次の通りで
す。 

①福祉施設の入所者の地域生活への移行 

■国の目標設定 

令和４年度末時点での施設⼊所者数の６％以上が地域⽣活へ移⾏するとともに、こ
れに合わせて令和８年度末の施設⼊所者数を令和４年度末時点の施設⼊所者から
1.6％以上削減する。 

■本町の目標設定と考え方 

福祉施設⼊所者の地域⽣活の移⾏については、国が定める基本指針に基づいて令和
５年度における数値⽬標を設定します。双葉郡の現状として在宅に対応できるヘル
パー事業所の不⾜、グループホーム等の不⾜を考慮し、数値⽬標を設定しました。 

項 目 数値 数値の説明 

令和 5 年 3月 31 日時点の施設入所者数 10 人 令和４年度末の全施設入所者数 

【目標値】 地域生活移行者数 １人 
施設入所からグループホーム等への

地域移行者数 

【目標値】 削減見込者数 １人 令和８年度末時点の削減見込者数 

① 入所等から地域生活への移行、 

地域生活の継続の支援 

② 精神障害にも対応した 

地域包括ケアシステムの構築 

③ 福祉施設から一般就労への移行等 

④ 障害児のサービス提供体制の計画的な 

構築 

⑤ 発達障害者等支援の一層の充実 

⑥ 地域における相談支援体制の充実強化 

 

障害福祉計画及び障害児福祉計画等の見直しのポイント 

基本方針の見直しの主なポイント 
⑦ 障害者等に対する虐待の防止 

⑧ 「地域共生社会」の実現に向けた取組 

⑨ 障害福祉サービスの質の確保 

⑩ 障害福祉人材の確保・定着 

⑪ よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた 

障害(児)福祉計画の策定 

⑫ 障害者による情報の取得利用・ 

意思疎通の推進 
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②地域生活支援の充実 

■国の目標設定 

令和８年度末までの間、各市町村⼜は各圏域に１つ以上の地域⽣活⽀援拠点等を確
保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運⽤状況を検証及び検討することを基
本とする。 

 

（１）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

■本町の目標設定と考え方 

 

相談、体験の機会・場の提供、緊急時の受け⼊れと対応、専⾨的な対応、地域の体
制づくりを⾏う地域⽣活拠点を双葉郡内で１か所の設置を⽬標とします。 

 

（２）強度行動障がいを有する者に対する支援体制の整備 

■本町の目標設定と考え方 

 

 

項 目 数値 数値の説明 

令和 5 年 3月 31 日時点の設置数 1 か所 令和４年度末時点の設置か所数 

【目標値】 地域生活支援拠点等の確保・充実 １か所 令和８年度末時点の設置か所数 

令和 5 年 3月 31 日時点のコーディネーターの

配置人数 
０人 令和 4 年度末時点の配置人数 

【目標値】コーディネーターの配置人数 １人 令和 8 年度末時点の配置人数 

令和 5 年 3 月 31 日時点の運用状況の検証・

検討回数 
１回 令和元年度末時点の検証・検討回数 

【目標値】 年１回以上の運用状況の検証及び

検討 
２回 令和５年度末時点の検証・検討回数 

項 目 数値 数値の説明 

令和 5 年 3月 31 日時点 

強度行動障がいを有する者の状況や支援ニー

ズの把握の有無 

０ 
令和 4 年度末時点の支援ニーズ等

の把握の有無（有り：1,無し：0） 

【目標値】状況や支援ニーズの把握の有無 １ 
令和 8 年度末時点の支援ニーズ等

の把握の有無（有り：1,無し：0） 

令和 5 年 3月 31 日時点の支援体制整備の有

無 
０ 
令和 4 年度末時点の支援体制整備

の有無（有り：1,無し：0） 

【目標値】支援体制整備の有無 １ 
令和 8 年度末時点の支援体制整備

の有無（有り：1,無し：0） 
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③福祉施設から一般就労への移行等 

■国の目標設定 

●福祉施設利⽤者の⼀般就労への移⾏者の増加 
令和３年度の⼀般就労への移⾏実績の1.27倍以上とすることを基本とする。この

うち、就労移⾏⽀援事業については1.30倍以上、就労継続⽀援Ａ型事業については
概ね1.26倍以上、就労継続⽀援Ｂ型事業については概ね1.23倍以上を⽬指すことと
する。 

●⼀般就労への定着 
令和８年度における就労移⾏⽀援事業等を通じて⼀般就労に移⾏する者のうち、

７割が就労定着⽀援事業を利⽤することを基本とする。さらに、就労定着率が８割
以上の事業所を全体の７割以上とすることを基本とする。 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 3 年度の一般就労移行者数 ２人 
令和 3 年度の福祉施設を退所した一

般就労者数 

【目標値】一般就労移行者数 ４人 
令和 8 年度の福祉施設を退所した一

般就労者数 

令和 3 年度の就労移行支援事業移行者数 ２人 
令和 3 年度の就労移行支援事業移

行者数 

【目標値】就労移行支援事業移行者数 ３人 
令和 8 年度の就労移行支援事業移

行者数 

令和 3 年度の就労継続支援 A 型事業移行者

数 
０人 

令和 3 年度の就労継続支援 A 型事

業移行者数 

【目標値】就労継続支援 A 型事業移行者数 １人 
令和 8 年度の就労継続支援 A 型事

業移行者数 

令和 3 年度の就労継続支援 B 型事業移行者

数 
０人 

令和 3 年度の就労継続支援 B 型事

業移行者数 

【目標値】就労継続支援 B 型事業移行者数 １人 
令和 8 年度の就労継続支援 B 型事

業移行者数 

令和 3 年度の就労移行支援事業利用終了者

に占める一般就労移行者が５割以上の事業所

数 

０か所 
就令和 8 年度の就労移行支援事業

所数（見込） 

令和 8 年度の就労移行支援事業所数（見込） ０か所 

就労定着支援事業所のうち、令和元

年度の就労定着率が８割以上の事

業所数 

【目標値】一般就労移行者が 5割以上になる就

労移行支援事業所数 
０か所 

令和 8 年度の就労移行支援事業利

用終了者に占める一般就労移行者

が 5割以上になる就労移行支援事業

所数 

令和 3 年度の就労定着支援事業利用者数 １人 
令和 3 年度の就労定着支援事業利

用者数 
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福祉施設から⼀般就労への移⾏を図るという考えに基づき、就労移⾏の⽀援が円滑に
⾏われるように、⽀援の体制を整備し、今後⼀般就労へスムーズに移⾏ができるよう努
めます。 

 

④相談支援体制の充実・強化等 

■国の目標設定 

相談⽀援体制を充実・強化するため、令和８年度末までに、各市町村⼜は各圏域
において、基幹相談⽀援センター等による総合的・専⾨的な相談⽀援の実施及び地
域の相談⽀援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。 

 

（１）基幹相談支援センターの設置 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度までの設置の有無 有：１ 
令和４年度までの設置の有無 

（有り：1,無し：0） 

【目標値】設置の有無 有：１ 
令和８年度までの設置の有無 

（有り：1,無し：0） 

 

（２）基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対する専門的な指導・助言 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度の指導・助言件数 ６件 令和 4 年度の指導・助言件数 

【目標値】指導・助言件数 ５件 令和 8 年度の指導・助言件数 

 

 

 

 

 

【目標値】就労定着支援事業利用者数 ２人 
令和 8 年度の就労定着支援事業利

用者数 

令和 8 年度の就労定着支援事業所数（見込） ０か所 
令和 8 年度の就労定着支援事業所

数（見込） 

【目標値】就労定着率が 7割以上になる就労定

着支援事業所数 
０か所 

令和 8 年度の就労定着率が 7 割以

上となる就労定着支援事業所数 
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（３）基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者の人材育成の支援 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度の支援件数 ２８件 令和 4 年度の支援件数 

【目標値】支援件数 ３０件 令和 8 年度の支援件数 

 

（４）基幹相談支援センターによる地域の相談機関との連携強化の取組の実施 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度の実施回数 １４１回 令和 4 年度の実施回数 

【目標値】実施回数 １５０回 令和 8 年度の実施回数 

 

（5）基幹相談支援センターによる個別事例の支援内容の検証の実施回数 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度の実施回数 ３８回 令和 4 年度の実施回数 

【目標値】実施回数 ３５回 令和 8 年度の実施回数 

 

（6）基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置人数 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度の配置数 １人 令和 4 年度の配置数 

【目標値】配置数 ３人 令和 8 年度の配置数 

 

（7）協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度の実施回数 ０回 令和 4 年度の事例検討実施回数 

【目標値】実施回数 １回 令和 8 年度の事例検討実施回数 

令和 4 年度の参加事業者・機関数 ６か所 令和 4 年度の参加事業者・機関数 

【目標値】参加事業者・機関数 ６か所 令和 4 年度の参加事業者・機関数 
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（8）協議会の専門部会の設置 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度の設置数 ５部会 令和 4 年度の設置数 

【目標値】専門部会の設置数 ５部会 令和 8 年度の設置数 

令和 4 年度の専門部会の実施回数 ２５回 令和 4 年度の実施回数 

【目標値】専門部会の実施回数 ２５回 令和 8 年度の実施回数 

⑤障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

■国の目標設定 

県及び市町村の職員は、障害者総合⽀援法の具体的な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、障がい者等が真に必要とする障
害福祉サービス等が提供できているのか検証を⾏っていくことが望ましい。また、
利⽤者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和５年度末ま
でに、障害福祉サービス等の質の向上に向けた体制を構築することを基本とする。 

 

（１）都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度の参加人数 ２人 令和 4 年度の参加人数 

【目標】参加人数 ３人 令和 8 年度の参加人数 

 

（２）障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業

所や関係自治体等と共有する体制 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 数値の説明 

令和 4 年度の体制の有無 有：１ 令和 4 年度の体制の有無（有り：1,無し：0） 

【目標】体制の有無 有：１ 令和 8 年度の体制の有無（有り：1,無し：0） 

令和 4 年度の実施回数 ０回 令和 4 年度の実施回数 

【目標】実施回数 １回 令和 8 年度の実施回数 
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（３）障がい福祉サービス等の全体像  
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（４）障がい福祉サービスの見込み量と確保策 

①訪問系サービス 

それぞれのサービス内容は次の通りです。 
サービス名 内容 

居宅介護 居宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の障がいがあり常に介護を必要とする人が対象となります。居

宅で入浴、排せつ、食事の介護等から、外出時の移動支援等を総合

的に行います。 

同行援護 

移動に著しい困難を有する視覚障がいのある人が対象となります。

移動時、または、外出先において必要な情報提供や援助を行いま

す。 

行動援護 

自己判断能力が制限されている人が対象となります。行動する時に

生じ得る危険を回避するための必要な支援や、外出時の移動支援

等を行います。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性が高い人が対象となります。居宅介護をはじめとする

複数のサービスを包括的に行います。 
 

（第６期計画は上段：計画／下段：実績（年間）、第７期計画は見込み（１月当たり）） 

  
第６期計画 第７期計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

居宅介護 

時間分 
157 157 162 

160 160 160 
147 139 162 

人分 
13 13 14 

10 10 10 
10 8 14 

重度訪問介護 

時間分 
139 254 254 

85 85 85 
69 99 254 

人分 
1 2 2 

1 1 1 
1 1 2 

同行援護 

時間分 
11 11 22 

0 0 0 
0 0 22 

人分 
1 1 2 

0 0 0 
0 0 2 

行動援護 

時間分 
35 50 65 

35 35 35 
35 35 65 

人分 
1 2 3 

1 1 1 
1 1 3 

重度障害者等包

括支援 

時間分 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

人分 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

合計 
時間分 342 472 503 292 292 292 

人分 16 18 21 

 

 

 



 77 

【訪問系サービスの見込み方・確保策】 

現在の訪問系サービスの利用人数・利用時間数をもとにして、サービスの利用の見込み時間数、精

神障がい者の地域生活への移行に伴う見込み時間数などから、各年度の目標値時間数を見込み

ました。 

利用希望者に対してヘルパー事業所の数と人材の不足により、十分なサービス体制が確保できて

いないことが課題となっていることから、ヘルパー事業所の人材確保、研修等を行い、スムーズな提

供が行われるよう努めます。 

障がいをお持ちの方が、地域で安心した生活を送るために必要な障がい福祉サービスが受けられ

るよう、事業者に対し、積極的に各種事業の実施を引き続き働きかけていきます。 

②日中活動系サービス 

それぞれのサービス内容は次の通りです。 
サービス名 内容 

生活介護 
常に介護が必要な人に、おもに昼間に施設で入浴や排せつ、食事の

介護や創作的活動などの機会を提供します。 

自立訓練（機能訓練） 
身体障がい者等に対して、理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーション、相談及び助言、必要な支援を行います。 

自立訓練（生活訓練） 

知的障がい者や精神障がい者等に対して、入浴、排せつ及び食事

等の日常生活に必要な訓練、相談及び助言、必要な支援を行いま

す。 

就労移行支援 
一般企業などで働きたい人に、一定の期間、就労に必要な知識及び

能力の向上のための訓練を行います。 

就労継続支援（Ａ型＝雇

用型・Ｂ型＝非雇用型） 

一般企業などで働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活

動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を

行います。 

就労定着支援 
一般就労した人の職場定着に向けて、就業に伴う生活面の課題に

対応できるよう、事業所・家族との連絡調整などを行います。 

療養介護 
医療と常に介護を必要とする人に、医療機関において機能訓練、療

養上の管理、看護などを提供します。 

短期入所 
介護する人が病気の場合などに、施設に短期間入所し、入浴、排せ

つ、食事の介護などを行います。 
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（第６期計画は上段：計画／下段：実績（年間）、第７期計画は見込み（１月当たり）） 

  
第６期計画 第７期計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

生活介護 

時間 
498 506 529 

484 506 506 
466 476 529 

人分 
21 22 23 

22 23 23 
22 22 23 

自立訓練 

（機能訓練） 

人日分 
0 0 23 

0 0 0 
0 0 23 

人分 
0 0 1 

0 0 0 
0 0 1 

自立訓練 

（生活訓練） 

人日分 
46 69 69 

0 0 0 
0 0 69 

人分 
2 3 3 

0 0 0 
0 0 3 

就労移行支援 

人日分 
46 46 46 

0 0 0 
0 23 46 

人分 
2 2 2 

0 0 0 
0 1 2 

就労継続支援 

（Ａ型） 

人日分 
0 0 23 

0 0 0 
0 0 23 

人分 
0 0 1 

0 0 0 
0 0 1 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

人日分 
820 840 860 

900 940 1000 
712 789 860 

人分 
41 42 43 

45 47 50 
37 40 43 

就労定着支援 人分 
2 3 3 

1 2 2 
1 1 3 

療養介護 人分 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

短期入所 

（医療型） 

人日分 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

人分 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

短期入所 

（福祉型） 

人日分 
8 8 14 

0 0 0 
0 2 14 

人分 
4 4 7 

0 0 0 
0 1 7 
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【日中活動系サービスの見込み方・確保策】 

生活介護：現在の利用者と地域生活への移行者から、見込み量を算出しました。 

機能訓練：現在の施設入所者等を勘案して、１人の利用を見込みます。 

生活訓練：新たに利用が見込まれる人数を含めた、地域生活への移行者等を勘案して見込み

量を設定しました。 

就労移行支援：現在の利用者と実績を勘案して算出しました。 

就労継続Ａ型：今後の利用希望者、就労の相談の状況から第５期期間中の利用を見込みまし

た。 

就労継続Ｂ型：現在のサービス利用者を基本に算出しました。 

就労定着支援：就労移行支援事業所等からの一般就労者への定着支援を想定して数値を見

込みました。 

療養介護：近年の利用状況から見込みを算出しました。 

短期入所医療型：現在までの利用者はみられないため、見込んでいません。 

短期入所福祉型：現在の利用者数を基本として利用者数の伸びや、新たに必要となったこと

を勘案して見込みました。 

③居住系サービス 

それぞれのサービス内容は次の通りです。 
サービス名 内容 

共同生活援助 

（グループホーム） 

主として夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上

の援助を行います。 

施設入所支援 
主として夜間に、施設に入所する人に対し、入浴、排せつ、食事の介

護などの支援を行います。 

自立生活援助 
障がい者支援施設やグループホームなどから一人暮らしを希望する

人に、定期的な巡回訪問などをし、相談・助言などを行います。 

 

（第６期計画は上段：計画／下段：実績（年間）、第７期計画は見込み（１月当たり）） 

  
第６期計画 第７期計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

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） 
人分 

14 15 16 
15 16 17 

15 14 16 

施設入所支援 人分 
10 10 9 

10 10 9 
10 10 9 

自立生活援助 人分 
0 0 1 

0 0 1 
0 0 1 
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【居住系サービスの見込み方・確保策】 

共同生活援助：現在のサービス利用者を基礎として、サービス利用者の伸びや、地域移行を目指

す方を勘案して算定しました。 

施設入所支援：現在の施設入所者数を基礎として将来の地域生活への移行に見込まれる利

用者等を勘案して算定しました。 

自立生活援助：これまで利用はみられませんが、地域移行の状況を勘案し設定しました。 

今後の地域移行を目指し、まずは相談支援体制を整備すること、また、サービス実施事業所による

グループホームの施設整備を促進し、事業者と協力して進めていきます。 

④相談支援 

それぞれのサービス内容は次の通りです。 
サービス名 内容 

計画相談支援 
障害福祉サービスの利用にあたって必要となるサービス等利用計画

を作成するとともに、定期的にサービスの利用状況を検証します。 

地域移行支援 
施設や精神科病院等からの退所・退院にあたり、地域移行支援計画

を作成するとともに、住居の確保その他必要な支援を行います。 

地域定着支援 
単身での地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、

緊急の事態等における相談や訪問等を行います。 

 

（第６期計画は上段：計画／下段：実績（年間）、第７期計画は見込み（１月当たり）） 

  
令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

計画相談支援 人分 
63 67 74 

25 28 30 
24 22 74 

地域移行支援 人分 
6 12 12 

0 0 1 
0 0 12 

地域定着支援 人分 
12 12 12 

0 0 1 
1 0 12 

 

【相談支援事業の見込み方・確保策】 

計画相談支援：訪問系及び日中活動系サービスの利用状況などから見込みました。 

地域移行支援：利用はみられませんが、精神科病院からの地域移行及びグループホーム等へ

の入居者等の支援の必要があることから、１人の利用を見込みました。 

地域定着支援：現在の利用状況から同程度を見込みました。 

障がい福祉サービスの利用を希望する障がいのある人が、本人に適したサービスを選択でき、生

活の状況も含めて適切にアドバイスが受けられるように相談支援事業所と連携をします。 
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⑤地域生活支援事業 

【必須事業】 

それぞれのサービス内容は次の通りです。 
サービス名 内容 

理解促進研修・啓発事

業 

障がいのある人が、日常生活や社会生活を営む上で生じる生活のし

づらさを除去するため障がい等に関する理解を深めるための研修や

啓発を行い、共生社会の実現を図る事業です。 

自発的活動支援事業 

障がいのある人が自分に自信を持ち、仲間と話し合い、自分たちの

権利や自立のために社会に働きかける等の活動を支援する事業で

す。法定の福祉サービスの利用が困難な人等へ個別のニーズに合

うプログラムなどの提供等を行います。 

相談支援事業 

障がいのある人や介助者（介護者）等からの相談に応じ、必要な情

報提供及び助言、障がい福祉サービスの利用支援等を行うととも

に、虐待防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整、地

域のネットワークづくりを行うための事業を実施しています。 

成年後見制度利用支援

事業 

成年後見制度の利用を促進するため、成年後見制度の申し立てに

要する経費（登録手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬の全

部、または一部を助成する事業を実施しています。 

成年後見制度法人後見

支援事業 

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体

に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職によ

る支援体制の構築等を行う事業です。 

意思疎通支援事業 

聴覚・言語機能に障がいのある人に対して、手話通訳者や要約筆記

者を派遣する事業を通して、意思疎通の仲介等のコミュニケーション

支援を行うサービスです。 

手話奉仕員養成事業 

手話の学習経験がない者等を対象に、聴覚障がい、聴覚障がいの

ある人の生活及び関連する福祉制度等についての理解と認識を深

め、手話で日常会話を行うのに必要な技術を取得するための講座を

開催し、手話奉仕員を養成する事業です。 

日常生活用具給付等事

業 

点字を使用して情報入手をしている視覚障がいのある人に対して点

字図書を給付する事業や、重度障がいのある人であり、かつ当該用

具を必要とする人に対し、ストーマ等の日常生活用具を給付する事

業です。 

移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がいのある人等に対し、社会参加を促進

するためヘルパー等を派遣し、外出の際の移動を支援するサービス

です。 

地域活動支援センター

等機能強化事業 

障がいのある人を通わせ、創作活動または生産活動の機会の提

供、社会との交流の促進等の支援を行うサービスです。 
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（第６期計画は実績（年間）、第７期計画は見込み（１月当たり）） 

  
第６期計画 第７期計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

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 有無 無 無 無    

自発的活動支援事業 有無 無 無 無    

相談支援事業 

 
基幹相談支援センター

等機能強化事業 
有無 有 有 有    

 住宅入居等支援事業 有無 無 無 無    

成年後見制度利用支援事

業 
人 1 1 1    

成年後見制度法人後見支

援事業 
有無 無 無 無    

意思疎通支援事業 

 

 

事 

手話通訳者・要約筆記者 

派遣事業 
人 0 0 1    

手話通訳者設置事業 人 0 0 0    

日常生活用具給付等事業

（合計） 
件 141 118 156    

 ① 介護・訓練支援用具 件 1 0 2    

 ② 自立生活支援用具 件 0 0 1    

 ③ 在宅療養等支援用具 件 0 1 1    

 
④ 情報・意思疎通支援用

具 
件 0 1 2    

 ⑤ 排泄管理支援用具 件 146 116 150    

 
⑥ 居宅生活動作補助用

具（住宅改修費） 
件 0 0 1    

手話奉仕員養成研修事業 人 0 0 0    

移動支援事業 

人 11 12 3    

利用 

時間 
705 570 640    

地域活動支援センター機能強化事業 

 地域活動支援センターⅠ型 有無 無 無 無    

 地域活動支援センターⅡ型 有無 無 無 無    

 地域活動支援センターⅢ型 有無 無 無 無    
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【地域生活支援事業（必須事業）の確保策】 

理解促進研修・啓発事業：必要性等を勘案し、計画期間に実施します。 

自発的活動支援事業：必要性等を勘案し、計画期間に実施します。 

相談支援事業：基幹相談支援センター等機能強化事業については、郡内８か町村の負担金に

より、公益法人に委託をして引き続き事業を実施します。 

成年後見制度利用支援事業：相談があった場合に対応し、利用を支援します。 

成年後見制度法人後見支援事業：必要性等を勘案し、実施を検討します。 

意思疎通支援事業：手話奉仕員養成事業などは必要性等を勘案し、実施を検討します。 

日常生活用具給付等事業：排泄管理支援用具の利用を主に見込みます。 

移動支援事業：利用実績をもとに、微増を見込ます。 

地域活動支援センター等機能強化事業：１日あたりの利用人員が 15名以上の地域活動支援

センターⅡ型の整備を令和４年度目標とし、1か所整備することを目指します。 

関係機関や周辺市町と連携し、事業実施に努めます。また、障がいのある人が安定した日常生活

を送ることができるよう、事業の周知を図るとともに、障がいの特性に合わせたサービスの実施及び

給付に努めます。 

【任意事業】 

サービス名 内容 

日中一時支援事業 

障がいのある人や発達の支援が必要な児童に対して、日中における

活動の場の提供や就労支援、日常的に介護している家族の一時的

な負担軽減を図る事業です。 

（第６期計画は実績（年間）、第７期計画は見込み（１月当たり）） 

  
第６期計画 第７期計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

日中一時支援事業 

実利用者 

（人） 
11 11 12    

実利用回数 

（件） 
927 873 600    

 

【地域生活支援事業の確保策】 

日中一時支援事業：現在の利用状況をふまえつつ、放課後や訓練の後の過ごす場の必要性な

どを勘案して見込みました。 

事業の周知を図るとともに、障がいの特性に合わせたサービスの実施及び給付に努めます。 
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【その他】 

（第６期計画は実績（年間）、第７期計画は見込み（１月当たり）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第６期計画 第７期計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

発達障害児者地域生

活支援モデル事業 
有無 無 無 無    

障害者虐待防止対策

支援事業 
有無 無 無 無    

医療的ケア児等総合

支援事業 
有無 無 無 無    

成年後見制度普及啓

発事業 
有無 無 無 無    

発達障害児者及び家

族等支援事業 
有無 無 無 無    

地域生活支援事業の

効果的な取組推進事

業 
有無 無 無 無    

重度訪問介護利用者

の大学修学支援事業 
有無 無 無 無    

障害者ＩＣＴサポート総

合推進事業 

※指定都市・中核市

に限る。 

有無 無 無 無    

意思疎通支援従事者

キャリアパス構築支援

事業 

※指定都市・中核市

に限る。 

有無 無 無 無    

地域における読書バ

リアフリー体制強化事

業 

※指定都市・中核市

に限る。 

有無 無 無 無    

（上記の他実施する事

業） 
有無 無 無 無    
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２．第３期障がい児福祉計画 

（１）多様なニーズに対応するための障がい児福祉サービスの推進 

この計画は、児童福祉法第33条の20第１項の規定に基づく障がい児を対象とした計
画であり、平成28年６⽉の児童福祉法の改正に伴い、平成30年度から新たに策定が義
務付けられています。町では「⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」の中でも、障がい児の
⽀援に関して触れていることから、「⼦ども・⼦育て⽀援事業計画」との整合性を持ち、
更には、障がい児⽀援の供給体制の整備については、国が定める基本指針に基づき⽬
標を設定します。 

なお、策定にあたっては、「障害福祉サービス等及び障害児通所⽀援等の円滑な実施
を確保するための基本的な指針」に基づき、策定にあたっての留意点を考慮します。 

①健診体制の充実・フォロー体制の確立 

平成30年度から町内での乳児健診を再開しました。４か⽉児、10か⽉児を「乳児健
診」として実施、１歳６か⽉児、２歳児、３歳児を対象に「幼児健診」を実施し、成
⻑発達の確認や保護者等からの⼦育て相談にも応じます。 

発育と発達が気になるお⼦さん、その保護者等の⼦育ての悩みや不安に対しては、
関係機関と連携し、より専⾨的で継続的な⽀援体制の確⽴に努めます。 

なお、避難先での健診やフォロー体制については、今後も避難先⾃治体との調整を
図ります。 

②お子さんの発達等における子育て相談 

乳幼児期、学童期、思春期に⾄るまで、障がいを持つお⼦さんの⼼⾝の発達が促さ
れるよう、⼦育て相談をはじめ、発達相談、療育相談、就学相談などその時期に応じ
て、保健・医療・福祉・教育機関等が連携し、専⾨的な相談を受けることができるよ
う、「⼦育て世代包括⽀援センター」を中⼼に⽀援体制を構築します。 

③障がい児通所施設等の整備 

現在、双葉郡内に療育関係の通所施設がないため、近隣の町村にある施設を利⽤して
います。そのような状況から、双葉郡内の町村と連携をし「発達相談会」を実施してい
ます。今後も各関係機関や双葉郡内の町村と連携・調整しながら、療育⽀援の在り⽅を
検討していき、双葉地⽅地域⾃⽴⽀援協議会等と連携を図りながら整備に努めます。 

④放課後等の居場所づくり 

放課後過ごせる場所や余暇、⻑期休暇に安⼼できるサポートを⾏います。障がい児の
放課後預かりや⻑期休業時の預かりを⾏います。また、ファミリーサポート事業の再開
等、ちょっとした負担感のない⼿助けができるようなサービスの創出を実現するため、
地域での相互援助の仕組みを再構築できるよう進めます。 
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（２）障がい福祉サービスの成果目標の設定 

国の⽰す⽬標設定、それに対する本町の⽬標設定と考え⽅は、それぞれ次の通りで
す。 

■国の目標設定 

●児童発達⽀援センターの設置 
各市町村に１か所以上（圏域設置可） 

●保育所等訪問⽀援の充実 
すべての市町村において体制を構築 

●重症⼼⾝障がい児を⽀援する児童発達⽀援事業所及び放課後等デイサービス事業所
の確保 
各市町村に１か所以上（圏域設置可） 

●医療的ケア児⽀援のための関係機関の協議の場の設置 
令和５年度末までに、県、各圏域、各市町村において、保健、医療、障害福祉、

保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的
ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 

■本町の目標設定と考え方 

項 目 数値 整備時期 

児童発達支援センターの整備 ０か所 令和 4 年度末の整備か所数 

【目標値】 整備数 １か所 令和 8 年度末までの整備か所数 

障がい児の地域社会への参加・包

容（インクルージョン）を推進する体

制の構築（保育所等訪問支援事業

所の整備） 

０か所 令和 4 年度末の整備か所数 

【目標値】 整備数 １か所 令和 8 年度末までの整備か所数 

重症心身障がい児を主たる支援の

対象としている児童発達支援事業所 
０か所 令和 4 年度末の整備か所数 

【目標値】 整備数 ０か所 令和 8 年度末までの整備か所数 

重症心身障がい児を主たる支援の

対象としている放課後等デイサービ

ス事業所 
０か所 令和 4 年度末の整備か所数 

【目標値】 整備数 ０か所 令和 8 年度末までの整備か所数 

医療的ケア児支援のための関係機

関の協議の場の設置 
1 か所 令和 4 年度末の整備か所数 

【目標値】 協議の場の数 １か所 令和 8 年度末までの整備か所数 

医療的ケア児等に関するコーディ

ネーターの配置 
０人 令和 4 年度末の整備か所数 

【目標値】 配置数 2 人 令和 8 年度末までの整備か所数 
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児童発達⽀援センターを中核とした地域⽀援体制の構築を⽬指す必要性は認識して
いますが、現⼈⼝や町の状況等を考えると、町独⾃で児童発達⽀援センターを設置す
ることは極めて困難です。そこで、双葉地⽅地域⾃⽴⽀援協議会等を活⽤しながら、
広域的な整備のあり⽅を模索していきます。また、当⾯は、現在ある関係施設や社会
資源を有効、有機的に結びつけたり、新たな社会資源を開発することにより、⽀援セ
ンター機能に近づけた体制を整備していきます。 
専⾨職員による幼稚園や保育所等への訪問⽀援を⾏う保育所等訪問⽀援について、

郡内でサービスを提供できる事業所がないことから、基幹相談⽀援センターや障害児
通所⽀援事業所等と協⼒体制を図りながらサービス体制の構築にむけて検討します。 

町内及び郡内の復興状況を考慮した場合、新たに事業所を整備することは困難な状
態にあると考えられます。今後郡内町村及び相双保健福祉事務所との協議、また双葉
地⽅地域⾃⽴⽀援協議会等内で協議していきます。 

町においては、障がい児の個別ケースについてのケア会議については、通常のサー
ビス担当者会議や要保護児童対策地域協議会を活⽤しておりますが、「⼦育て世代包括
⽀援センター」をより充実・強化し、保健・医療・福祉・教育機関が連携できるよう
な⽀援体制を構築します。 

 

（３）障がい児福祉サービスの全体像 
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（４）障がい児福祉サービスの見込み量と確保策 

それぞれのサービス内容は次の通りです。 
サービス名 内容 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生

活への適応訓練などを行います。 

医療型児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生

活の適応訓練などに加え、治療を行います。 

放課後等デイサービス 
放課後や学校休業日に、生活能力の向上のための訓練や、社会と

の交流の促進などの支援を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、障がい児及び保育所などのスタッフに対し、障が

い児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、

知識や技能の付与等の支援を行います。 

障害児相談支援 
障がい児福祉サービスを利用する児童に、障がい児支援利用計画

案を作成するとともに、定期的にサービスの利用状況を検証します。 

 

（第２期計画は上段：計画／下段：実績（年間）、第３期計画は見込み（１月当たり）） 

  
第２期計画 第３期計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

児童発達支援 

人日分 29 27 60    

人分 7 8 15    

医療型児童発達支援 
人日分 0 0 0    

人分 0 0 0    

放課後等デイサービス 
人日分 115 135 222    

人分 13 14 22    

保育所等訪問支援 
人日分 0 0 3    

人分 0 0 3    

居宅訪問型児童発達支

援 

人日分 0 0 0    

人分 0 0 0    

福祉型障害児入所施設 人分 0 0 0    

医療型障害児入所施設 人分 0 0 0    

障害児相談支援 人分 6 5 26    

医療的ケア児調整コー

ディネーター配置人数 
人 0 0 1    
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第２期計画 第３期計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

保育所の利用を必要とす

る障がい児数 

人日分 0 0 0    

人分 0 0 0    

認定こども園の利用を必

要とする障がい児数 

人日分 56 60 46    

人分 5 5 2    

放課後児童健全育成事

業を必要とする障がい児

数 

人日分 0 4 8    

人分 0 3 2    

短期入所(医療型) 

※児童のみ 

人日分 0 0 3    

人分 0 0 1    

短期入所(福祉型) 

※児童のみ 

人日分 0 0 10    

人分 0 0 5    

 

【障がい児福祉サービスの確保策】 

児童発達支援：サービス事業所不足やマンパワーの不足により、利用が難しいケースも予想さ

れますが、相談のニーズは高いことから増加を見込みました。各事業所の状況を把握しなが

ら、一層のサービス提供の整備、充実を図るよう努めます。 

医療型児童発達支援：実績はありませんが、今後の利用相談を見込んで設定しました。 

放課後等デイサービス：高等部卒業となる利用者と現在の実績及び今後の就学状況を踏まえ

て設定しました。 

保育所等訪問支援：実績は少ない状況ですが、こども園等との連携強化から、今後の利用相談を見

込んで設定しました。こども園・教育機関・事業所等と連携しながら、サービスを利用しやすい体制整

備に努めます。 

居宅訪問型児童発達支援地：地域における重度の障がい児の動向を勘案し、設定しました。

サービスの周知とともに、支援が必要な重症心身障がい児等の適切な把握に努めます。 

障害児相談支援：児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用増加、子どものセルフプラン

率の減少を目標としていることから、増加傾向として見込みました。 
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【その他】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
第２期計画 第３期計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

発達障害児者地域生

活支援モデル事業 
有無 無 無 無    

医療的ケア児等総合

支援事業 
有無 無 無 無    

発達障害児者及び家

族等支援事業 
有無 無 無 無    
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