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２ 計画
けいかく

策定
さくてい

の経過
け い か

等
など

 

（１）計画
けいかく

策定
さくてい

の経過
け い か

 

年
ねん

   月
げつ

 策
さく

  定
てい

  内
ない

  容
よう

 

令和
れ い わ

3年
ねん

   9月
がつ

 ・策定
さくてい

委員会
いいんかい

委員
い い ん

各団体
かくだんたい

に推薦
すいせん

依頼
い ら い

 

    10月
がつ

 ・策定
さくてい

委員会
いいんかい

委員
い い ん

の市民
し み ん

公募
こ う ぼ

｢広報
こうほう

みかさ｣に掲載
けいさい

 

    11月
がつ

 ・アンケート調査
ちょうさ

の内容
ないよう

及
およ

び実施
じ っ し

方法
ほうほう

等
など

の検討
けんとう

 

    12月
がつ

 

・第
だい

1回
かい

 三笠市
み か さ し

ぬくもりハートプラン（三
み

笠
かさ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

）策定
さくてい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

 

   計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

スケジュール等
など

の説明
せつめい

 

・アンケート調査
ちょうさ

実施
じ っ し

 

令和
れ い わ

4年
ねん

   1月
がつ

 ・アンケート調査
ちょうさ

集計
しゅうけい

、結果
け っ か

分析
ぶんせき

 

       2月
がつ

 ・事務局
じむきょく

で素案
そ あ ん

の作
さく

成
せい

及
およ

び検
けん

討
とう

 

       3月
がつ

 

・第
だい

2回
かい

 三笠市
み か さ し

ぬくもりハートプラン（三
み

笠
かさ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

）策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

   アンケート調査
ちょうさ

集計
しゅうけい

結果
け っ か

について報告
ほうこく

 

   計画
けいかく

素案
そ あ ん

の提示
て い じ

、意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ
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（２）アンケート調査
ちょうさ

の概要
がいよう

 

 

  １ 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

 

    障
しょう

がい者
しゃ

やその方
かた

を介助
かいじょ

している家族
か ぞ く

の方
かた

などを対象
たいしょう

に、日常
にちじょう

生活
せいかつ

・社会
しゃかい

参加
さ ん か

などの

実態
じったい

やその問題点
もんだいてん

、具体的
ぐたいてき

な要望
ようぼう

を把握
は あ く

し、三
み

笠
かさ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

（ぬくもりハートプラン）

第
だい

5期
き

の策定
さくてい

に反映
はんえい

することを目的
もくてき

としています。 

 

  ２ 調査
ちょうさ

の対象者
たいしょうしゃ

 

    障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

（身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

・精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

）及
およ

びその家族
か ぞ く

等
など

 

    ※ 施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

及
およ

び 65歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

を除
のぞ

く 

   

  ３ 調査
ちょうさ

方法
ほうほう

 

    郵送
ゆうそう

により調査票
ちょうさひょう

の配付
は い ふ

・回収
かいしゅう

を行
おこな

い、書
か

き方
かた

などがわからない場合
ば あ い

などは窓口
まどぐち

や電話
で ん わ

等
など

にて聞
き

き取
と

りを行
おこな

った。新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

対策
たいさく

として自宅
じ た く

への訪問
ほうもん

は

控
ひか

えた。 

 

  ４ 調査
ちょうさ

期間
き か ん

 

    令和
れ い わ

3年
ねん

12月
がつ

15日
にち

から令和
れ い わ

4年
ねん

1月
がつ

11日
にち

まで（再周知
さいしゅうち

にて 1月
がつ

末
まつ

まで延長
えんちょう

） 

 

  ５ 回収
かいしゅう

結果
け っ か

 

区
く

  分
ぶん

 対象者数
たいしょうしゃすう

 回答者数
かいとうしゃすう

 回答率
かいとうりつ

 

障
しょう

がい者
しゃ

 158人
にん

 92人
にん

 58.2％ 

障
しょう

がい児
じ

 11人
にん

 3人
にん

 27.2％ 

計
けい

 169人
にん

 95人
にん

 56.2％ 
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《障がい者本人に対する質問》   

 

１ 本人
ほんにん

と家族
か ぞ く

について 

(1) 障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

について 

知的
ち て き

障
しょう

がいが 26.5％、精神
せいしん

障
しょう

がいが 24.8％で残
のこ

りは身体
しんたい

障
しょう

がい（上肢
じょうし

・下肢
か し

、視覚
し か く

障害
しょうがい

や

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

、内部
な い ぶ

障害
しょうがい

など）であった。 

身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

は、1級
きゅう

が35.0％、2級
きゅう

が22.5％、3級
きゅう

が7.5％、4級
きゅう

が20.0％、5級
きゅう

が10.0％、

6級
きゅう

が 5.0％であった。療育
りょういく

手帳
てちょう

は、Ａ判定
はんてい

（最重度
さいじゅうど

・重度
じゅうど

）が 20.0％、Ｂ判定
はんてい

（中度
ちゅうど

・軽度
け い ど

）

が 80.0％であった。精
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

手
て

帳
ちょう

は 1級
きゅう

が 7.1％、2級
きゅう

が 46.4％、3級
きゅう

が 46.4％で

あった。 

(2) 家族
か ぞ く

について 

家族
か ぞ く

構成
こうせい

は 2人
にん

が最
もっと

も多
おお

く 33.7％、3人
にん

が 27.2％、1人
り

暮
ぐ

らしが 18.5％であった。 

また、同居
どうきょ

家族
か ぞ く

は両親
りょうしん

が 50.9％、配偶者
はいぐうしゃ

が 24.6％であった。 

(3) 生計
せいけい

中心者
ちゅうしんしゃ

と収 入
しゅうにゅう

の状 況
じょうきょう

について 

生計
せいけい

中心者
ちゅうしんしゃ

は、本人
ほんにん

が 36.0％、両親
りょうしん

が 40.4％のほか配偶者
はいぐうしゃ

、兄弟
きょうだい

・姉妹
し ま い

などであった。 

本人
ほんにん

の収 入
しゅうにゅう

では、障害
しょうがい

年金
ねんきん

や労災
ろうさい

年金
ねんきん

の受給者
じゅきゅうしゃ

が 41.8％、会社
かいしゃ

等
など

での給与
きゅうよ

収入 者
しゅうにゅうしゃ

が13.5％、

障がい者
しょうがいしゃ

作業所
さぎょうじょ

に通所
つうしょ

し工賃
こうちん

を得
え

ている方
かた

が 25.5％であった。 

 

２ 住
す

まいについて 

(1) 現在
げんざい

の住
す

まいと困
こま

りごと 

 60.9％が持
も

ち家
いえ

、35.6％が市営
し え い

・道営
どうえい

住宅
じゅうたく

の入
にゅう

居者
きょしゃ

、ほかは借家
しゃくや

などであった。 

 現在
げんざい

の住
す

まいでの困
こま

りごとは、「除雪
じょせつ

作業
さぎょう

が大変
たいへん

、除雪
じょせつ

の費用
ひ よ う

がかかる」が 30.2％、「家
いえ

の修理
しゅうり

や改
かい

修
しゅう

する費
ひ

用
よう

がかかる」が 17.0％、「将来
しょうらい

、家
いえ

を管理
か ん り

する人
ひと

がいないため処分
しょぶん

の費用
ひ よ う

がかかる」

が 14.2％などで除雪
じょせつ

や維持
い じ

管理
か ん り

などに関
かん

するものであった。 

(2) 除雪
じょせつ

について 

「障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

」が 76.2％、「同居
どうきょ

する家族
か ぞ く

」が除雪
じょせつ

している家庭
か て い

が 21.8％であった。 

「ぬくもり除雪
じょせつ

サービス」が 28.6％、「近所
きんじょ

や知人
ち じ ん

」が 7.1％、「シルバー人材
じんざい

センター」が 14.3％

であった。 

(3) 将来
しょうらい

の住
す

まいについて 

「自
じ

宅
たく

に住
す

み続
つづ

けたい」が 37.5％で、「グループホームや障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

に入りたい」が合
あ

わせ

て 33.8％、「市営
し え い

・道営
どうえい

住宅
じゅうたく

に住
す

みたい」が 20.0％であった。 

 また、「自宅
じ た く

や市営
し え い

・道営
どうえい

住宅
じゅうたく

に住
す

みたい」方のうち、「ヘルパーなどのサービスを使
つか

いながら

生活
せいかつ

したい」が 57.5％であった。住宅
じゅうたく

対策
たいさく

として市
し

に特
とく

に要望
ようぼう

したいことは、「住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

の助成
じょせい

の充実
じゅうじつ

」が 26.2％、「障
しょう

がい者
しゃ

グループホームの整備
せ い び

」が 16.8％、「障
しょう

がい者
しゃ

がいる世帯
せ た い

の市営
し え い

住宅
じゅうたく

への優先
ゆうせん

入居
にゅうきょ

」が 16.8％、「バリアフリーの市営
し え い

住宅
じゅうたく

の建設
けんせつ

」が 15.0％などであった。 
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３ 家事
か じ

や身
み

の回
まわ

りのことについて 

(1) 日常
にちじょう

生活
せいかつ

での困
こま

りごと 

「買
か

い物
もの

」が 11.6％、「調理
ちょうり

」が 10.7％、「お金
かね

の管理
か ん り

（支払
し は ら

いや預貯金
よちょきん

の出
だ

し入
い

れ）」が 9.1％、

「掃
そう

除
じ

・ゴミ出
だ

し」が 7.4％、「入浴
にゅうよく

」が 5.8％、「薬
くすり

の管理
か ん り

」が 5.0％であった。 

 

４ 通院
つういん

について 

82.8％の方
かた

が通院
つういん

していると回答
かいとう

し、「月
つき

に 1回
かい

くらい」が 43.7％、「3 か月
げつ

に 1回
かい

くらい」が

16.1％、「週
しゅう

に 1回
かい

以上
いじょう

」が 11.5％、「2か月
げつ

に 1回
かい

くらい」が 6.9％であった。 

また、通院
つういん

方法
ほうほう

は「自分
じ ぶ ん

が運転
うんてん

した車
くるま

で」が 23.4％、「家族
か ぞ く

が運転
うんてん

した車
くるま

で」が 27.3％、ほ

かはバスやタクシー、ＪＲなどであった。通院
つういん

時
じ

の困
こま

りごとは、「交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

が大変
たいへん

」34.0％、

「交通費
こうつうひ

が高
たか

く負
ふ

担
たん

になる」が 28.3％、「医師
い し

や看護師
か ん ご し

への説明
せつめい

が上手
う ま

くできない」が 11.3％で

あった。 

 

５ 障
しょう

がい者
しゃ

作業所
さぎょうしょ

などへの通所
つうしょ

について 

(1) 作業所
さぎょうしょ

などへの通所
つうしょ

の状 況
じょうきょう

と困
こま

りごとについて 

「通所
つうしょ

していない」と回答
かいとう

した方
かた

が 57.5％で「就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

に通所
つうしょ

している」が 35.0％、

「共同
きょうどう

作業所
さぎょうしょ

に通所
つうしょ

している」が 3.8％であった。通所
つうしょ

方法
ほうほう

は、「バス」が 48.7％、「施設
し せ つ

による

送迎
そうげい

」が 46.2％、「自家用車
じ か よ う し ゃ

」が 2.6％であった。通所
つうしょ

時
じ

の困
こま

りごとは、「通所
つうしょ

時
じ

にトラブルがあ

ったときにどうしたらいいのかわからない」が 23.8％、「人
ひと

混
ご

みが苦手
に が て

で交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

が大変
たいへん

」

が 19.0％、「家族
か ぞ く

が送迎
そうげい

できないときに代
か

わりに送
そう

迎
げい

してくれる人
ひと

がいない」が 16.7％であった。 

 

６ 福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

について 

(1) 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス 

回答
かいとう

のうち、48.0％の方
かた

が「知
し

っているが必要
ひつよう

ない」、「利用
り よ う

している」または「今後
こ ん ご

利用
り よ う

した

い」が合
あ

わせて 11.9％、一方
いっぽう

「知
し

らない」と回答
かいとう

した方
かた

は 38.6％であった。 

「利用
り よ う

している」では「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

」が 60.3％、続
つづ

いて「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

」が 9.4％、「居宅
きょたく

介護
か い ご

」が 20.7％であった。「今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい」では、「居宅
きょたく

介護
か い ご

」が 16.2％、「グループホーム」

が 11.6％、「行動
こうどう

援護
え ん ご

」が 9.3％、「ショートステイ」が 13.9％、「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

」が 18.6％であ

った。 

(2) 補
ほ

装具
そ う ぐ

 

回答
かいとう

のうち、48.6％の方
かた

が「知
し

っているが必要
ひつよう

ない」、「利用
り よ う

している」または「今後
こ ん ご

利用
り よ う

した

い」が合
あ

わせて 15.2％、一方
いっぽう

「知
し

らない」と回答
かいとう

した方
かた

は 36.1％であった。 

(3) 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

 

更生
こうせい

医療
いりょう

は回答
かいとう

のうち、52.1％の方
かた

が「知
し

らない」、「利用
り よ う

している」または「今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい」

が合
あ

わせて 9.8％、一方
いっぽう

「知
し

っているが必要
ひつよう

ない」と回答
かいとう

した方
かた

は 38.0％であった。精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう
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は回答
かいとう

のうち、41.6％の方
かた

が「知
し

らない」、「利用
り よ う

している」または「今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい」が合
あ

わせ

て 25.0％、一方
いっぽう

「知
し

っているが必要
ひつよう

ない」と回答
かいとう

した方
かた

は 33.3％であった。 

(4) 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

回答
かいとう

のうち、50.5％の方
かた

が「知
し

らない」、「利用
り よ う

している」または「今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい」が合
あ

わせ

て 6.1％、一方
いっぽう

「知
し

っているが必要
ひつよう

ない」と回答
かいとう

した方
かた

は 43.2％であった。 

「利用
り よ う

している」では「日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

」が 40.0％、続
つづ

いて「日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

」が 30.0％で

あった。「今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい」では、「日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

」が 50.0％、続
つづ

いて「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

」、

「移動
い ど う

支援
し え ん

」がそれぞれ 16.6％であった。 

(5) 三笠市
み か さ し

の独自
ど く じ

事業
じぎょう

 

回答
かいとう

のうち、52.4％の方
かた

が「知
し

らない」、「利用
り よ う

している」または「今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい」が合
あ

わせ

て 5.5％、一方
いっぽう

「知
し

っているが必要
ひつよう

ない」と回答
かいとう

した方
かた

は 41.9％であった。 

「利用
り よ う

している」では「福祉
ふ く し

タクシー利用券
りようけん

交付
こ う ふ

」が 50.0％、続
つづ

いて「ぬくもり除雪
じょせつ

サービス」

が 37.5％、「ななかまど共同
きょうどう

作業所
さぎょうじょ

」が 12.5％であった。「今後
こ ん ご

利用
り よ う

したい」では、「ぬくもり除雪
じょせつ

サービス」が 41.6％、続
つづ

いて「福祉
ふ く し

タクシー利用券
りようけん

交付
こ う ふ

」が 25.0％であった。 

 

７ 余暇
よ か

活動
かつどう

、地域
ち い き

交流
こうりゅう

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

について 

(1) 外出
がいしゅつ

の目的
もくてき

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

について 

外出
がいしゅつ

の目的
もくてき

のうち一番
いちばん

多
おお

かったのが、「買
か

い物
もの

」で 32.0％、続
つづ

いて「病院
びょういん

への通院
つういん

」が 29.9％、

「施設
し せ つ

や作業所
さぎょうしょ

への通所
つうしょ

」が 13.9％、「会社
かいしゃ

などへの通勤
つうきん

」が 10.3％であった。 

参加
さ ん か

してみたいものは、「地域
ち い き

のお祭
まつ

りなどのイベント」が 23.5％、「講演会
こうえんかい

」や「スポーツク

ラブ・運動
うんどう

教室
きょうしつ

」がそれぞれ 13.7％、「障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

での活動
かつどう

」が 11.8％、であった。 

(2) 手話
し ゅ わ

や点字
て ん じ

について 

手話
し ゅ わ

、点字
て ん じ

ともに「まったくできない」、「まったく読
よ

めない」が 90％以上
いじょう

であった。 

(3) 参加
さ ん か

しにくい交流
こうりゅう

しにくいと感
かん

じること 

回答
かいとう

のうち一番
いちばん

多
おお

かったのが、「開催
かいさい

の情報
じょうほう

がわからない」で 30.1％、続
つづ

いて「周囲
しゅうい

の目
め

が気
き

に

なる、障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

が足
た

りない」が 19.3％、「行事
ぎょうじ

や活動
かつどう

の数
かず

が少
すく

ない」が 16.9％であっ

た。 

(4) 公共
こうきょう

施設
し せ つ

で利用
り よ う

しにくいと感
かん

じるところ 

市立
し り つ

病院
びょういん

が 22.2％、市
し

役所
やくしょ

が 19.4％、ふれあい健康
けんこう

センターが 16.7％であった。 

内容
ないよう

としては、 

・市立
し り つ

病院
びょういん

 → 「靴
くつ

を履
は

きかえるのが不便
ふ べ ん

」、「医者
い し ゃ

や看護師
か ん ご し

の対応
たいおう

が悪
わる

く障
しょう

がい者
しゃ

や病人
びょうにん

に

対
たい

する配慮
はいりょ

が欠
か

けており、思
おも

いやりが全
まった

く感
かん

じられない、態度
た い ど

が傲慢
ごうまん

」 

・ふれあい → 「場所
ば し ょ

が悪
わる

い、坂
さか

の上
うえ

にあるので利用
り よ う

しづらい」 

・市
し

役所
やくしょ

 → 「照明
しょうめい

が暗
くら

く歩
ある

きづらい」、「説明
せつめい

不足
ぶ そ く

で一度
い ち ど

で用事
よ う じ

が済
す

まない」、「バスを降
お

りて

から距離
き ょ り

がある」など 



 - 47 - 

８ 災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

について 

(1) 災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

方法
ほうほう

と不安
ふ あ ん

に感
かん

じていること 

「自力
じ り き

で避難
ひ な ん

できる」が 46.7％、「同居
どうきょ

の家族
か ぞ く

や近所
きんじょ

の方
かた

が助
たす

けてくれる」が 42.6％であった。

一方
いっぽう

、「自力
じ り き

で避難
ひ な ん

できず助
たす

けてくれる人
ひと

も思
おも

いつかない」が 6.7％であった。 

不安
ふ あ ん

に感
かん

じていることでは、「災害
さいがい

の情報
じょうほう

を得
え

られるか」が 16.3％、「避難所
ひなんじょ

まで移動
い ど う

できるか」

が 15.0％、「避難所
ひなんじょ

に使
つか

いやすい設備
せ つ び

があるか」14.3％、「周囲
しゅうい

の人
ひと

に助
たす

けてもらえるか」が 13.6％

であった。 

 

９ 悩
なや

み事
ごと

や相
そう

談
だん

について 

(1) 普段
ふ だ ん

、特
とく

に不安
ふ あ ん

に感
かん

じていること 

「健康
けんこう

・病気
びょうき

」が 19.2％、「老後
ろ う ご

」が 18.7％、「生活費
せいかつひ

」が 16.8％であった。一方
いっぽう

、「特
とく

に不安
ふ あ ん

は

ない」は 4.7％であった。 

 困
こま

ったことや相談
そうだん

したいときの相談
そうだん

相手
あ い て

は、「家族
か ぞ く

」が 36.6％、「障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

職員
しょくいん

」が 10.5％、

「ふれあい健康
けんこう

センター」が 9.8％、「知人
ち じ ん

や友人
ゆうじん

」が 8.5％であった。 

 

１０ 自由
じ ゆ う

な意見
い け ん

（困
こま

りごとや不安
ふ あ ん

なこと、要望
ようぼう

など） 

・将
しょう

来
らい

障
しょう

がいに合
あ

ったグループホームに入所
にゅうしょ

できるか不安
ふ あ ん

。 

・自分
じ ぶ ん

の障害
しょうがい

手帳
てちょう

区分
く ぶ ん

だと三笠
み か さ

はほぼ何
なに

もサービスがない。岩見沢
いわみざわ

なら同
おな

じ区
く

分
ぶん

で公共
こうきょう

施設
し せ つ

や交
こう

通
つう

機関
き か ん

のサービスや割引
わりびき

が他
ほか

の地域
ち い き

だと一
ひと

つはあるのに三笠
み か さ

は本当
ほんとう

に何
なに

もない。三笠
み か さ

に住
す

むなと

言
い

われているように感
かん

じる。 

・コロナ禍
か

のいま、なかなか仕事
し ご と

に就
つ

けることができておりません。新
あら

たな作業所
さぎょうしょ

へ通所
つうしょ

したい

のですがまだ決
き

まってなく毎日
まいにち

不安
ふ あ ん

です。日々
ひ び

の生活
せいかつ

もですが正直
しょうじき

大変
たいへん

です。市
し

の一般
いっぱん

企業
きぎょう

で障
しょう

がいがある人
ひと

でも働
はたら

ける企業
きぎょう

が一
ひと

つでもあれば嬉
うれ

しいです。あと知
ち

的
てき

障
しょう

がいの人
ひと

たちでも福祉
ふ く し

灯油
と う ゆ

の支援
し え ん

が受
う

けられると助
たす

かります。 

・消防
しょうぼう

署
しょ

からの午前
ご ぜ ん

8時
じ

・午後
ご ご

5時
じ

・7時
じ

の市内
し な い

放送
ほうそう

が何
なに

を言
い

っているのか聞
き

こえない。先日
せんじつ

の道路
ど う ろ

陥没
かんぼつ

で通行止
つうこうど

めの放送
ほうそう

も聞
き

こえず理解
り か い

することができなかった。今後
こ ん ご

、地震
じ し ん

・災害
さいがい

時
じ

等
など

もっと緊急
きんきゅう

時
じ

に情報
じょうほう

を得
え

られるのか心配
しんぱい

。 

・年金
ねんきん

も受
じゅ

給
きゅう

してないので収 入
しゅうにゅう

がありません。障害
しょうがい

3級
きゅう

でも市
し

から生活費
せいかつひ

の援助
えんじょ

を受
う

けられた

らいいです。 

・冬
ふゆ

になると家
いえ

が雪
ゆき

に埋
う

まってしまい家
いえ

から出
で

られないことが何度
な ん ど

かありました。腰痛
ようつう

持
も

ちの自分
じ ぶ ん

には除雪
じょせつ

がつらいです。 

・読
よ

み書
か

きが出来
で き

ず対応
たいおう

に困
こま

ることがあり、詳
くわ

しい説明
せつめい

が必要
ひつよう

です。なかなか理解
り か い

できず説明力
せつめいりょく

も問題
もんだい

あります。 

・道路
ど う ろ

の除雪
じょせつ

が遅
おそ

すぎる。もっと早
はや

くしてほしい。キレイに除雪
じょせつ

してほしい。 
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《家族
か ぞ く

や介護
か い ご

している方
かた

に対
たい

する質問
しつもん

》 

 

１ 介護
か い ご

（介助
かいじょ

）について 

（1）障
しょう

がいのある方
かた

は介護
か い ご

（介助
かいじょ

）を必要
ひつよう

としていますか 

 「必要
ひつよう

としている」が 50.0％、「必要
ひつよう

としていない」が 50.0％ 

（2）主
おも

に介護
か い ご

（介助
かいじょ

）をしているのは 

 「父
ちち

・母
はは

」が 68.0％、ほか夫
おっと

や子
こ

（息子
む す こ

・娘
むすめ

）など 

（3）主
おも

にどのような介護
か い ご

（介助
かいじょ

）をしていますか 

 「病院
びょういん

や施設
し せ つ

等
など

への送迎
そうげい

」や「病
びょう

院内
いんない

での介助
かいじょ

」など「外出
がいしゅつ

時
じ

の介助
かいじょ

」が 80.5％のほか「食事
しょくじ

や入浴
にゅうよく

、排
はい

せつの介
かい

助
じょ

」が 19.5％であった。 

（4）介護
か い ご

（介助
かいじょ

）をしている方
かた

が留守
る す

のときは誰
だれ

（どこ）に頼
たの

んでいますか 

 「家族
か ぞ く

に依頼
い ら い

」が 50.0％、「身内
み う ち

に依頼
い ら い

」が 8.3％、「知人
ち じ ん

や友人
ゆうじん

に依頼
い ら い

」4.2％のほかヘルパー

の利用
り よ う

など 

（5）介護
か い ご

（介助
かいじょ

）をしていての困
こま

りごとは 

 「精神的
せいしんてき

に疲
つか

れる」が 14.1％、「代
か

わりに介護
か い ご

してくれる人
ひと

がいない」、「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

が大
おお

き

い」がそれぞれ 9.4％、「身近
み ぢ か

に相談
そうだん

できる人
ひと

がいない」が 6.3％、「買
か

い物
もの

などの外出
がいしゅつ

ができな

い」が 3.1％、であった。一方
いっぽう

、「特
とく

にない」が 17.2％であった。 

（6）今後
こ ん ご

、家族
か ぞ く

以外
い が い

に介護
か い ご

（介助
かいじょ

）を手伝
て つ だ

ってもらうと助
たす

かるものは 

「病院
びょういん

や施設
し せ つ

等
など

への送迎
そうげい

」や「病
びょう

院内
いんない

での介助
かいじょ

」など「外出
がいしゅつ

時
じ

の介助
かいじょ

」が 41.2％のほか「食事
しょくじ

や入浴
にゅうよく

、排
はい

せつの介
かい

助
じょ

」、「外出
がいしゅつ

時
じ

の留守番
る す ば ん

」や「話
はな

し相
あい

手
て

」などであった。 

「特
とく

にない」は 19.0％であった。 

 

２ 自由
じ ゆ う

な意見
い け ん

（困
こま

りごとや不安
ふ あ ん

なこと、要望
ようぼう

など） 

・多種多様
た し ゅ た よ う

な障
しょう

がい者
しゃ

、重
じゅう

複
ふく

障
しょう

がい者
しゃ

、重
じゅう

度
ど

障
しょう

がい者
しゃ

が市外
し が い

に通所
つうしょ

通勤
つうきん

は大変
たいへん

です。そうい

う方
かた

たちと家族
か ぞ く

がともに働
はたら

けるような施設
し せ つ

や場所
ば し ょ

が必要
ひつよう

に思
おも

います。三笠
み か さ

の作業所
さぎょうしょ

や育成会
いくせいかい

は

知的
ち て き

の障
しょう

がい者
しゃ

中
ちゅう

心
しん

に感
かん

じます。障
しょう

がい者
しゃ

も様々
さまざま

です。 

・今年
こ と し

バス時間帯
じかんたい

が変
か

わりました。そのために勤務
き ん む

時間帯
じかんたい

との差
さ

が出
で

て少
すこ

し不便
ふ べ ん

になりました。

市民
し み ん

全員
ぜんいん

に行
い

き渡
わた

る事
こと

は難
むずか

しいとは思
おも

いますが、今後
こ ん ご

もっと細
こま

やかな所
ところ

に考
かんが

えていただければ

幸
さいわ

いです。 

・市外
し が い

の医療
いりょう

機関
き か ん

に定期
て い き

通院
つういん

しており、雪害
せつがい

で不安
ふ あ ん

を感
かん

じることが多々
た た

ある。また、車
くるま

の運転
うんてん

が

難
むずか

しくなった場合
ば あ い

、通院
つういん

の方法
ほうほう

がなくなるため、市
し

の助成
じょせい

が広
ひろ

がることを望
のぞ

みます。 
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《障
しょう

がい児
じ

に対
たい

する質
しつ

問
もん

》 

 

１ 家族
か ぞ く

について 

(1) 何人
なんにん

家族
か ぞ く

ですか 

「2人
にん

家族
か ぞ く

」、「3人
にん

家族
か ぞ く

」、「6人
にん

家族
か ぞ く

」であった。 

(2) 障
しょう

がいのあるお子
こ

さんはどなたと一緒
いっしょ

に暮
く

らしていますか（同居
どうきょ

している方
かた

すべて） 

 「父母
ふ ぼ

や兄弟
きょうだい

」、「祖父
そ ふ

や祖母
そ ぼ

」と同居
どうきょ

であった。 

(3) 世帯
せ た い

の収 入
しゅうにゅう

状 況
じょうきょう

は 

「給与
きゅうよ

収 入
しゅうにゅう

」が 40.0％、「年金
ねんきん

」が 20.0％であった。 

また、生計
せいけい

の中心者
ちゅうしんしゃ

は「父
ちち

」、「母
はは

」であった。 

(4) 障
しょう

がいがわかった時期
じ き

はいつ頃
ごろ

ですか 

3人
にん

とも「0～6歳
さい

」であった。 

(5) どのような障
しょう

がいかあてはまるものは 

「身
しん

体
たい

障
しょう

がい」1人
にん

、「知
ち

的
てき

障
しょう

がい」が 3人
にん

であった。 

(6) 障
しょう

がいはどの程度
て い ど

か、お持
も

ちの手帳
てちょう

と等級
とうきゅう

等
など

は 

「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

2級
きゅう

」が 1人
にん

、「療育
りょういく

手帳
てちょう

Ａ判定
はんてい

（最重度
さいじゅうど

・重度
じゅうど

）」が 1人
にん

、「療育
りょういく

手帳
てちょう

Ｂ判定
はんてい

（中度
ちゅうど

・軽度
け い ど

）」が 2人
にん

であった。 

(7) 障
しょう

がいの原因
げんいん

はなんですか 

3人
にん

とも「先天性
せんてんせい

（生
う

まれつき）」であった。 

 

２ 就学
しゅうがく

等
など

の状 況
じょうきょう

について 

(1) 現在
げんざい

の就学
しゅうがく

等
など

の状 況
じょうきょう

について 

中
ちゅう

学
がく

生
せい

または高
こう

校
こう

生
せい

であった。 

 

３ 通園
つうえん

（所
しょ

）・通学
つうがく

の状 況
じょうきょう

について 

(1) 通園
つうえん

（所
しょ

）・通学
つうがく

している地域
ち い き

と通学
つうがく

方法
ほうほう

は 

1人
にん

が「市内
し な い

」2人
にん

が「市外
し が い

」で、通学
つうがく

方法
ほうほう

は「自家用車
じ か よ う し ゃ

」であった。 

(2) 通園
つうえん

（所
しょ

）・通学
つうがく

時
じ

の付
つき

添
そ

いの状 況
じょうきょう

と困
こま

りごとは 

3人
にん

とも「父母
ふ ぼ

が付
つ

き添
そ

っている」であった。 

 

４ 介護
か い ご

（介助
かいじょ

）について 

(1) 障
しょう

がいのあるお子
こ

さんが介護
か い ご

（介助
かいじょ

）を必要
ひつよう

としていますか 

「必要
ひつよう

としている」が 2人
にん

、「必要
ひつよう

としていない」が 1人
にん

であった。 

 

 



 - 50 - 

※ 以下
い か

「介護
か い ご

を必要
ひつよう

としている」方
かた

への質問
しつもん

 

(2) 障
しょう

がいのあるお子
こ

さんからみて、主
おも

に介護
か い ご

（介助
かいじょ

）している方
かた

は 

「母
はは

」が 2人
にん

であった。 

(3) 介護
か い ご

（介助
かいじょ

）している方
かた

の健康
けんこう

状態
じょうたい

は 

「定期的
ていきてき

に通院
つういん

している」が 2人
にん

であった。 

(4) 主
おも

にどのような介護
か い ご

（介助
かいじょ

）していますか（あてはまるもの） 

「病院
びょういん

や施設
し せ つ

等
など

への送迎
そうげい

」や「病
びょう

院内
いんない

での介助
かいじょ

」などの「外出
がいしゅつ

時
じ

の介助
かいじょ

」のほか「食事
しょくじ

や入浴
にゅうよく

、

排
はい

せつの介助
かいじょ

」 

(5) 介護
か い ご

（介助
かいじょ

）している方
かた

が留守
る す

のときは誰
だれ

（どこ）に頼
たの

んでいますか 

「他
た

の同居
どうきょ

家族
か ぞ く

に依頼
い ら い

」 

(6) 介護
か い ご

（介助
かいじょ

）していての困
こま

りごとは 

「精神的
せいしんてき

に疲
つか

れる」、「腰痛
ようつう

など身体的
しんたいてき

に疲
つか

れる」、「睡眠
すいみん

不足
ぶ そ く

になりがち」、「買
か

い物
もの

などの外出
がいしゅつ

ができない」、「経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

が大
おお

きい」など 

(7) 今後
こ ん ご

、家族
か ぞ く

以外
い が い

に介護
か い ご

（介助
かいじょ

）を手伝
て つ だ

ってもらうと助
たす

かるものは 

「留守番
る す ば ん

」「送迎
そうげい

・介助
かいじょ

全般
ぜんぱん

」など 

 

５ 交流
こうりゅう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

について 

(1) 地域
ち い き

の子供会
こどもかい

等
など

の行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

したことは 

「ときどき参加
さ ん か

する」が 1人
にん

、「ほとんど参加
さ ん か

しない」が 2人
にん

であった。 

(2) 「ほとんど参加
さ ん か

しない」、「参加
さ ん か

したことがない」場合
ば あ い

の理由
り ゆ う

は 

「特
とく

にはないけれど日常
にちじょう

、車椅子
くるまいす

での散歩
さ ん ぽ

しながら地域
ち い き

の方
かた

と交流
こうりゅう

。お祭
まつ

り、盆踊
ぼんおど

り、花火
は な び

大会
たいかい

へ参加
さ ん か

など。騒
さわ

いでも大丈夫
だいじょうぶ

な場所
ば し ょ

は参加
さ ん か

しやすい」 

(3) お子
こ

さんは手話
し ゅ わ

や点字がわかりますか 

手話、点字ともに「まったくできない」、「まったく読めない」 
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（３）策定
さくてい

委員会
いいんかい

設置
せ っ ち

規程
き て い

 

三
み

笠
かさ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

規則
き そ く

 

(平成
へいせい

28年
ねん

3月
がつ

31日
にち

規
き

則
そく

第
だい

10号
ごう

) 

(趣旨
し ゅ し

) 

第
だい

1条
じょう

 この規則
き そ く

は、三笠市
み か さ し

附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

設置
せ っ ち

条例
じょうれい

（平
へい

成
せい

28年
ねん

条
じょう

例
れい

第
だい

5号
ごう

。以下
い か

「条例
じょうれい

」という。）

第
だい

7条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づき、三
み

笠
かさ

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

委
い

員
いん

会
かい

（以下
い か

「委員会
いいんかい

」という。）の組織
そ し き

及
およ

び

運営
うんえい

に関
かん

し、必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

める。 

 (委員
い い ん

の選考
せんこう

) 

第
だい

2条
じょう

 条
じょう

例
れい

第
だい

4条
じょう

第
だい

3項
こう

の執行
しっこう

機関
き か ん

等
とう

が適当
てきとう

と認
みと

める者
もの

は、次
つぎ

の各号
かくごう

に定
さだ

めるものとする。 

(1) 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 

(2) 保健
ほ け ん

衛生
えいせい

関係
かんけい

団体
だんたい

の代表者
だいひょうしゃ

 

(3) 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

の代表者
だいひょうしゃ

 

(4) 障
しょう

がい者
しゃ

関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

の代表者
だいひょうしゃ

 

(5) 高齢者
こうれいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

の代表者
だいひょうしゃ

 

(6) 経済
けいざい

関係
かんけい

団体
だんたい

の代表者
だいひょうしゃ

 

(7) 教育
きょういく

関係
かんけい

団体
だんたい

の代表者
だいひょうしゃ

 

(8) 市民
し み ん

 

2 委員
い い ん

の選考
せんこう

方法
ほうほう

は、市内
し な い

の関係
かんけい

団体
だんたい

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

からの推薦
すいせん

並
なら

びに公募
こ う ぼ

とする。 

(委員長
いいんちょう

及
およ

び副委員長
ふくいいんちょう

の互選
ご せ ん

等
とう

) 

第
だい

3条
じょう

 委員会
いいんかい

に委員長
いいんちょう

1人
り

及
およ

び副委員長
ふくいいんちょう

1人
り

を置
お

き、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により定
さだ

める。 

2 委員長
いいんちょう

は、委員会
いいんかい

を代表
だいひょう

し、会務
か い む

を処理
し ょ り

する。 

3 副委員長
ふくいいんちょう

は、委員長
いいんちょう

を補佐
ほ さ

し、委員長
いいんちょう

に事故
じ こ

があるときは、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

(委員会
いいんかい

の招 集
しょうしゅう

) 

第
だい

4条
じょう

 委員会
いいんかい

は、必要
ひつよう

に応
おう

じて委員長
いいんちょう

が招 集
しょうしゅう

する。 

(事務局
じむきょく

の設置
せ っ ち

) 

第
だい

5条
じょう

 委員会
いいんかい

の事務局
じむきょく

は、障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

担
たん

当
とう

課
か

に置
お

く。 

(委任
い に ん

) 

第
だい

6条
じょう

 この規則
き そ く

に定
さだ

めるもののほか、委員会
いいんかい

の運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、委員長
いいんちょう

が委員会
いいんかい

に

諮
はか

って定
さだ

める。 

附
ふ

 則
そく

 

この規則
き そ く

は、平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

1日
にち

から施行
し こ う

する。 
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（４）策定
さくてい

委員会
いいんかい

委員
い い ん

 

選 考 分
せ ん こ う ぶ ん

野
や

 団 体
だ ん た い

・ 機 関 名
き か ん め い

 推薦者
すいせんしゃ

職
しょく

氏名
し め い

 

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 三 笠 市 医 師 会
み か さ し い し か い

 会
かい

 長
ちょう

 石
いし

 黒
ぐろ

 敏
とし

 史
ふみ

 

障
しょう

がい者
しゃ

関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

 

三
み

笠
かさ

身
しん

体
たい

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふく

祉
し

協
きょう

会
かい

 会
かい

 長
ちょう

 中
なか

 川
がわ

  稔
みのる

 

三
み

笠
かさ

市
し

身
しん

体
たい

障
しょう

がい者
しゃ

相
そう

談
だん

員
いん

 相談員
そうだんいん

 福
ふく

 士
し

 節
せつ

 子
こ

 

三
み

笠
かさ

市
し

知
ち

的
てき

障
しょう

がい者
しゃ

相
そう

談
だん

員
いん

 相談員
そうだんいん

 髙
たか

 橋
はし

 文
ふみ

 子
こ

 

三笠市
み か さ し

ななかまど共同
きょうどう

作業所
さぎょうじょ

 指導員
しどういん

 星
ほし

 野
の

 あけみ 

社 会
し ゃ か い

福 祉
ふ く し

法 人
ほ う じ ん

明 日 佳
あ す か

 
ワークトピア 

あすか三笠
み か さ

管理者
かんりしゃ

 

田
た

 中
なか

  亮
りょう

 

ひ だ ま り 企 業
き ぎ ょ う

組 合
く み あ い

 
サービス提供

ていきょう

 

責任者
せきにんしゃ

 

森
もり

  和
かず

  恵
え

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

 

三 笠 市
み か さ し

社 会
し ゃ か い

福 祉
ふ く し

事 業 団
じ ぎ ょ う だ ん

 三
さん

楽
らく

荘
そう

施設
し せ つ

長
ちょう

 中
なか

 島
じま

 晃
こう

 一
いち

 

三 笠 市
み か さ し

社 会
し ゃ か い

福 祉 協
ふ く し き ょ う

議 会
ぎ か い

 会
かい

 長
ちょう

 北
きた

 山
やま

 一
かず

 幸
ゆき

 

三 笠 市 手
み か さ し て

を つ な ぐ 育 成 会
いくせいかい

 会
かい

 長
ちょう

 安
あん

 藤
どう

 雄
ゆう

 一
いち

 

三笠市
み か さ し

ボランティア連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 会
かい

 長
ちょう

 山
やま

 名
な

 義
よし

 晴
はる

 

保健
ほ け ん

衛生
えいせい

関係
かんけい

団体
だんたい

 三 笠 市
み か さ し

保 健
ほ け ん

推 進 員 会
す い し ん い ん か い

 副婦人
ふくふじん

部長
ぶちょう

 大
おお

 村
むら

 町
まち

 子
こ

 

高齢者
こうれいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

 三 笠 市
み か さ し

老 人
ろ う じ ん

ク ラ ブ 連 合 会
れんごうかい

 会
かい

 長
ちょう

 富
とみ

  沢
ざわ

   忍
しのぶ

 

経済
けいざい

関係
かんけい

団体
だんたい

 三 笠 市
み か さ し

商 工 会
し ょ う こ う か い

 理
り

 事
じ

 岡
おか

 本
もと

 政
まさ

 人
と

 

市民
し み ん

公募
こ う ぼ

   河
かわ

 上
かみ

 友
ゆ

 梨
り
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３ 用語
よ う ご

の解説
かいせつ

 

【あ行
ぎょう

】 

アクセシビリティ    ～ 特
とく

にウェブサイト上
じょう

における情報
じょうほう

やサービスへのアクセスの

しやすさのことで高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

なども含
ふく

めたあらゆる人
ひと

が、どのような環境
かんきょう

においても柔軟
じゅうなん

にウェブサイトを利用
り よ う

で

きるように構築
こうちく

すること 

 

【か行
ぎょう

】 

ケアマネジメント    ～ 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するために、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

のほ

か、教育
きょういく

・就労
しゅうろう

などの幅広
はばひろ

いニーズを適切
てきせつ

に結
むす

びつけ調整
ちょうせい

を

図
はか

るとともに、総合的
そうごうてき

かつ継続的
けいぞくてき

なサービスの供 給
きょうきゅう

を確保
か く ほ

す

る 

 

グループホーム     ～ 地域
ち い き

社会
しゃかい

の中
なか

にある住宅
じゅうたく

において、数人
すうにん

の障
しょう

がい者
しゃ

が一定
いってい

の

経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を負
お

って共同
きょうどう

で生活
せいかつ

する形態
けいたい

で、同居
どうきょ

又
また

は近
きん

隣
りん

に

居住
きょじゅう

している専任
せんにん

の世話
せ わ

により、食事
しょくじ

の提供
ていきょう

、相談
そうだん

、その他
ほか

の

日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

が行
おこな

われている 

 

コーディネート     ～ 各部
か く ぶ

を調整
ちょうせい

し、全体
ぜんたい

をまとめること 

 

 コミュニケーション   ～ 気持
き も

ちや意見
い け ん

を言葉
こ と ば

などを通
つう

じて相手
あ い て

に伝
つた

えること 

 

 雇用
こ よ う

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

      ～ 雇用
こ よ う

に係
かか

る諸問題
しょもんだい

の情報
じょうほう

交換
こうかん

、個々
こ こ

の問題
もんだい

に対応
たいおう

する体制
たいせい

整備
せ い び

等
など

についての連絡
れんらく

調整
ちょうせい

の場
ば

 

 

【さ行
ぎょう

】 

 ショートステイ     ～ 一時的
いちじてき

に居宅
きょたく

において介護
か い ご

することが困難
こんなん

になった時
とき

に、

利用者
りようしゃ

に施設
し せ つ

へ短期間
たんきかん

入所
にゅうしょ

していただき、入浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

、食事
しょくじ

な

どの介護
か い ご

その他
た

の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

のお世話
せ わ

及
およ

び機能
き の う

訓練
くんれん

を行
おこな

う

在宅
ざいたく

サービス 

 

 障
しょう

がい者
しゃ

雇用率
こようりつ

制度
せ い ど

   ～ 「障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
など

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

」により、雇用
こ よ う

する

労働者
ろうどうしゃ

に占
し

める身
しん

体
たい

障
しょう

がい者
しゃ

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の割合
わりあい

が一定
いってい

以上
いじょう

となるよう義務付
ぎ む づ

けられている制度
せ い ど
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※ 民間
みんかん

企業
きぎょう

は 1.8%以上
いじょう

の障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

する義務
ぎ む

がある。 

 

 生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

       ～ これまで学校
がっこう

中心
ちゅうしん

に考
かんが

えられてきた学習
がくしゅう

活動
かつどう

を、人
ひと

の一生
いっしょう

全体
ぜんたい

に拡
かく

大
だい

した考
かんが

え方
かた

で人
ひと

は死
し

ぬまで成長
せいちょう

を続
つづ

けるという

視点
し て ん

から、幼児
よ う じ

に始
はじ

まり高齢者
こうれいしゃ

に至
いた

る一貫
いっかん

した学習
がくしゅう

を展開
てんかい

する

こと 

 

【た行
ぎょう

】 

 共同
きょうどう

作業所
さぎょうじょ

       ～   在宅
ざいたく

の障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

を促進
そくしん

するため、通所
つうしょ

による訓練
くんれん

を行
おこな

うとともに、障
しょう

がい者
しゃ

、親
おや

、職員
しょくいん

等
など

が共同
きょうどう

で働
はたら

く場
ば

をつくり、

運営
うんえい

している。 

 

【な行
ぎょう

】 

 ニーズ          ～ 必要
ひつよう

、要求
ようきゅう

、需要
じゅよう

 

 

 ノーマライゼーション  ～  障
しょう

がいのある方
かた

も家庭
か て い

や地域
ち い き

で通常
つうじょう

の生活
せいかつ

ができるようにす

る社会
しゃかい

づくりで障
しょう

がい者
しゃ

を特別視
とくべつし

するのではなく、一般
いっぱん

社会
しゃかい

の

中
なか

で普通
ふ つ う

（ノーマル）の生活
せいかつ

が送
おく

れるような条件
じょうけん

を整
ととの

えるべき

であり、共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

こそノーマルであるという考
かんが

え方
かた

 

 

【は行
ぎょう

】 

 バリアフリー        ～  障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を困難
こんなん

にしている制度的
せいどてき

・心理的
しんりてき

な障
しょう

が

いの除去
じょきょ

という意味
い み

（バリア（障壁
しょうへき

）をなくすことを意味
い み

し、

建築用語
けんちくようご

では、建物内
たてものない

の段差
だ ん さ

を無
な

くしたり、出入口
でいりぐち

や廊下
ろ う か

の幅
はば

を

広
ひ

げるなど、障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者
こうれいしゃ

などが生活
せいかつ

するのに支障
ししょう

のない

デザインを導入
どうにゅう

すること） 

 

ハローワーク         ～ 無料
むりょう

で就 職
しゅうしょく

紹介
しょうかい

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

のサービスを行
おこな

っている国
くに

の 

（公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

）    機関
き か ん

 

 

 

 ホームヘルプ      ～ 障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者宅
こうれいしゃたく

にヘルパーを派遣
は け ん

し、清掃
せいそう

・洗濯
せんたく

・食事
しょくじ

の

世話
せ わ

などの家事
か じ

援助
えんじょ

や入浴
にゅうよく

介助
かいじょ

などの身体
しんたい

介助
かいじょ

を行う在宅
ざいたく

サ

ービス 
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 ホットライン１１９   ～ 急 病
きゅうびょう

や火災
か さ い

等
など

の突発的
とっぱつてき

事態
じ た い

が発生
はっせい

した時
とき

に、緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

に 

（緊急
きんきゅう

通報
つうほう

装置
そ う ち

）       より消防
しょうぼう

署
しょ

に緊
きん

急事態
きゅうじたい

を通報
つうほう

する仕組
し く

み 

 

 北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

職 業
しょくぎょう

  ～ 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して、ハローワークと協 力
きょうりょく

して、就 職
しゅうしょく

に向
む

け 

  てセンターの相談
そうだん

、職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

等
など

の評価
ひょうか

、就職 前
しゅうしょくまえ

の支援
し え ん

から、 

  就職後
しゅうしょくご

の職場
しょくば

適応
てきおう

のための援助
えんじょ

まで、個々
こ こ

の障
しょう

がい者
しゃ

の状 況
じょうきょう

 

  に応
おう

じた継続的
けいぞくてき

なサービスを提供
ていきょう

する。 

 

【ま行
ぎょう

】 

 三笠市
み か さ し

市営
し え い

住宅
じゅうたく

等
とう

    ～ 三笠市
み か さ し

の居住
きょじゅう

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、高齢化
こうれいか

社会
しゃかい

、住宅
じゅうたく

ニ 

長寿
ちょうじゅ

命化
みょうか

計画
けいかく

        ーズへの対応
たいおう

を踏
ふ

まえ、三笠
み か さ

市内
し な い

の公共
こうきょう

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

について、 

総合的
そうごうてき

な再生
さいせい

の検討
けんとう

を目的
もくてき

とした計画
けいかく

 

 

 三笠市
み か さ し

高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

  ～ 三笠市
み か さ し

の高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

に関
かん

する基
き

本
ほん

的
てき

な施
し

策
さく

方
ほう

針
しん

及
およ

び介
かい

護
ご

保
ほ

 

計画
けいかく

・三笠市
み か さ し

介護
か い ご

保険
ほ け ん

    険
けん

事業
じぎょう

に係
かか

る円
えん

滑
かつ

な保険
ほ け ん

給付
きゅうふ

の確保
か く ほ

に関
かん

する指針
し し ん

を定
さだ

めた計画
けいかく

 

 事業
じぎょう

計画
けいかく

  

 

 三
み

笠
かさ

市
し

子
こ

ども・子
こ

育
そだ

て   ～ 三笠
み か さ

の次代
じ だ い

を担
にな

う子
こ

ども達
たち

たちが、のびのびと健
すこ

やかに育
はぐく

むこ 

支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

        とができるまちづくりを目
め

指
ざ

すと共
とも

に、子
こ

どもを持
も

ちたいと思
おも

 

うすべての人
ひと

が安心
あんしん

して子
こ

どもを産
う

み育
そだ

てることができる地域
ち い き

 

社会
しゃかい

を築
きず

くことを目的
もくてき

とした計画
けいかく

 

 

 ライフステージ     ～ 年齢
ねんれい

にともなって変化
へ ん か

する生活
せいかつ

段階
だんかい

（乳幼児期
にゅうようじき

、学齢期
がくれいき

、青
せい

壮年期
そうねんき

、高齢期
こうれいき

など人間
にんげん

の一生
いっしょう

を発展
はってん

段階
だんかい

に応
おう

じて区分
く ぶ ん

） 

 

 リハビリテーション   ～ 心身
しんしん

に障
しょう

がいをもつ人
ひと

の人権的
じんけんてき

復権
ふっけん

を理念
り ね ん

として、身体
しんたい

のみな

らず、精神的
せいしんてき

、社会的
しゃかいてき

、経済的
けいざいてき

、職業 的
しょくぎょうてき

に可能
か の う

な限
かぎ

り回復
かいふく

を図
はか

る取
と

り組
く

み 

 

  リフレッシュ      ～ 元気
げ ん き

を回復
かいふく

させること、気分
き ぶ ん

を一新
いっしん

すること 

 

 療育
りょういく

          ～ 医療
いりょう

と、養育
よういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

を合わせた言葉
こ と ば

 

 

 レクリェーション    ～ 主
しゅ

として自由
じ ゆ う

時間
じ か ん

に行
おこな

われる自発的
じはつてき

、創造的
そうぞうてき

な人間
にんげん

活動
かつどう
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【や行
ぎょう

】 

ユニバーサルデザイン  ～ 障
しょう

がいの有無
う む

や性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、言語
げ ん ご

、文化
ぶ ん か

などにかかわらず、

すべての人
ひと

が使
つか

いやすいように製品
せいひん

や建造物
けんぞうぶつ

、生活
せいかつ

空間
くうかん

など

をデザインすること 


