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 第１章  計画の目的 

１ 計画の趣旨 

 

本町では、障害者基本法に基づき、平成16年に「おやま障害者福祉プラン（第１次）」を市町村障

害者計画として策定し、ユニバーサルデザインの社会を目指して、各種施策を推進してきました。

その後、障害者自立支援法の施行を受け、平成19年には「小山町障害福祉計画（第１期）」を策定し、

障がい者の自立を支援してきました。平成20年度には「おやま障害者福祉プラン（第１次）」と「小

山町障害福祉計画（第１期）」の見直し時期であることを受け、両計画を一体的に見直し、「おやま

障がい者福祉プラン（第２次小山町障害者計画・第２期小山町障害福祉計画）」を策定しました。 

平成26年には、障害者自立支援法から改正・改称された、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（障害者総合支援法）に則して、福祉サービスの提供体制を一新し、障が

い福祉サービス及び地域生活支援事業を推進するための体制の整備に取り組んできました。 

平成28年度には「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及び児童福祉法

の一部を改正する法律」が公布され、従来の障害者総合支援法の内容に加え、障がいのある方が自

分で思い描いた地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実と、

高齢の障がい者を対象に介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しが求められました。

また、ニーズが多様化している障がい児支援の内容について、個々のケース（障がいの状況）にき

め細かく対応するための支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上を図るための体制の整

備を進めるための目標が盛り込まれました。 

このような動向を踏まえ、社会環境の変化や障がいのある人の要望の変化、新たに生じた課題等

に対応し、本町における障がいのある人のための福祉施策の充実を図るとともに、計画の整合を図

るため、「第５次小山町障害者計画」と「第５期小山町障害福祉計画」及び「第１期障害児福祉計画」

を併せて策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■障害者基本法（第11条第３項）に 
 基づく、障がい者のための施策に 
 関する基本的な事項を定める基本計画 

■計画期間：６年間 
 

第５次 小山町障害者計画 

 

■障害者総合支援法（第88条）に基づく、 

障がい福祉サービス等の確保に関する計画 

■計画期間：３年間 

 

第５期 小山町障害福祉計画 

 

■児童福祉法（第33条の20）に基づく、 

障がい児支援サービスの提供体制の確保に 

関する計画 

■計画期間：３年間 

 

第１期 小山町障害児福祉計画 



 

2 

２ 基本理念 

 

本町は、金太郎生誕の地です。童話や童謡に伝えられるように、金太郎は山の動物たちと毎日元

気に遊び、困ったことがあれば互いに助け合う、強い力と優しいこころの持ち主というイメージを

多くの町民が持っています。誰に対しても分け隔てなく接し助け合う「共生」のイメージを発展さ

せ、障がいのある人もない人も誰もが相互に人格と個性を尊重しあう地域共生社会を目指します。 

 

地域共生社会においては、障がいの有無にかかわらず、すべての人が社会の対等な構成員として

人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加するとともに、社会の一員

としてその責任を担うことが求められます。こうした地域社会を形成していくために、障がいのあ

る人もない人も、全町民が協働してまちづくりを推進していく必要があります。 

また、障がいのある人を特別な存在として捉えるのではなく、障がいも含めてその人の個性とし

て捉え、お互いを尊重することが重要です。 

本町では、バリアフリーという考え方を発展させ、障がいのある方が社会に参加する支障となる

障壁をなくしていくとともに、誰もが地域のなかで豊かな暮らしを送ることができる社会の構築を

目指します。また支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や団体等が地域や個人の課題に

「我が事」として取り組み、人や団体がそれぞれの世代や分野を超えて「丸ごと」繋がりを持って

地域づくりに参画できる仕組みを作り、町や県の公的支援と協働して地域課題の解決と福祉の充実

に努めます。 

 

このような地域社会を実現するための指針として、下記のとおり基本理念を掲げて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地域住民の参画と協働による、 
ともに支え合うまちづくり 
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３ 計画の期間 

 

障害者基本法に基づく市町村障害者計画、及び障害者総合支援法に基づく市町村障害福祉計画の

見直し時期にあたり、第５次小山町障害者計画及び第５期小山町障害福祉計画を策定するとともに、

児童福祉法に基づく市町村障害児福祉計画として、第１期小山町障害児福祉計画を新たに策定しま

す。 

第５次小山町障害者計画は、平成30年度（2018年度）を初年度とし、平成35年度（2023年度）を

目標年次とする６か年を計画の期間とします。 

また、第５期小山町障害福祉計画及び第１期小山町障害児福祉計画は、平成30年度（2018年度）

を初年度とし、平成32年度（2020年度）を目標年次とする３か年を計画の期間とします。 

ただし、障がい者を取り巻く社会情勢の変化、関連する法律・制度などに変更があった場合は、

必要に応じて見直しを行います。 

 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 

  

 

   

 

  

第５期 小山町障害福祉計画 

第５次 小山町障害者計画 

第６期 小山町障害福祉計画 

第１期 小山町障害児福祉計画 第２期 小山町障害児福祉計画 
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４ 計画の位置づけ 

 

・第５次小山町障害者計画は、「障害者基本法」第11条第３項の規定による市町村障害者計画であ

り、今後進めていく障がい者施策の基本方向や目標を総合的に定める計画です。 

・第５期小山町障害福祉計画は、「障害者総合支援法」第88条第１項の規定による市町村障害福祉

計画であり、障害者計画に掲げる福祉施策を推進するための実施計画として、自立支援給付や

地域生活支援事業等の必要なサービスの確保に向けて、具体的な数値目標を定めるものです。 

・第１期小山町障害児福祉計画は、「児童福祉法」第33条の20第１項の規定による市町村障害児福

祉計画であり、障がい児支援に係るサービスの提供体制の確保及び向上を目的とするものです。 

・これらの計画は「小山町総合計画」を上位計画とし、その他関連計画との整合性を図りながら

障がいのある人を総合的に支援するため、障害者計画と障害福祉計画・障害児福祉計画を一体

的に策定し、施策の総合的な推進を図ります。 

・この計画に基づく事業は、各年度における予算の定めるところにより実施します。 
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５ 策定の方法 

 

（１）意向把握 

この計画の審議に先立ち、障がいのある方等の現状を分析・整理し、計画策定に資する基礎資

料として把握するとともに、障がいのある方等の意見を計画に反映することを目的に、障害者手

帳所持者804人に郵送でアンケート調査を実施しました。 

 

発送数 804人 

有効回収数       409人 （50.9％） 

 

（２）策定経過・策定体制 

この計画は、本町の保健福祉及び教育・医療関係団体の代表者、有識者等で構成される「小山

町障害者計画策定委員会」及び庁内の人材を含めた「小山町障害者計画策定小委員会」にて審議

し、意見・提言を考慮して策定しました。 

また、現行計画に対する検証を行い、施策や事業の整理を行ったほか、自立支援給付における

見込量については、県と協議の上推計しています。 

さらに、町民の意向を把握するため、この計画の中間案を小山町ホームページなどで公表する

パブリックコメントを実施し、広く町民の意見を募るとともに、「御殿場・小山障害者自立支援協

議会」から計画策定について意見をいただきました。これらすべての意見を「小山町障害者計画

策定委員会」及び「小山町障害者計画策定小委員会」で審議し、計画に反映しています。 
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 第２章  障がいのある人の状況 

１ 人口の推移 

 

町の総人口は年々減少しており、平成23年度は20,584人であったのに対し、平成28年度は19,197

人となっています。 

年齢３区分別に人口の推移をみると、０～14 歳の年少人口と 15～64 歳の生産年齢人口が減少傾向

にある一方、65 歳以上の高齢者人口は増加傾向にあり、本町においても少子高齢化が進行している

ことがうかがえます。 

＜ 総人口 年齢３区分 ＞ （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

年少人口 
（０～14歳） 

2,835 2,735 2,635 2,491 2,424 2,384 

生産年齢人口 
（15～64歳） 

13,017 12,889 12,470 12,172 11,794 11,604 

高齢者人口 
（65歳以上） 

4,732 4,751 4,861 4,998 5,120 5,209 

総人口 20,584 20,375 19,966 19,661 19,338 19,197 

資料：住民基本台帳（各年度３月31日現在） 
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２ 身体障がい者の状況 

 

身体障害者手帳所持者数は減少傾向にあり、平成 28年度は 624人となっています。 

障がい種別にみると、平成 28年度は「肢体不自由」が 317人と最も多く、次いで、「内部障がい」

が 218人、「聴覚平衡機能障がい」が 46人などとなっています。 

＜ 障がい種別 身体障害者手帳の所持状況 ＞ （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

視覚障がい 34 37 40 39 35 35 
（１級） 15 17 18 16 14 12 
（２級） 7 7 8 9 9 11 
（３級） 5 4 4 5 3 3 
（４級） 5 4 4 4 4 3 
（５級） 1 4 4 2 2 3 
（６級） 1 1 2 3 3 3 

聴覚平衡機能障がい 34 39 41 42 42 46 
（１級）       
（２級） 8 10 10 10 12 13 
（３級） 8 8 6 5 5 6 
（４級） 4 5 10 13 12 12 
（５級） 1 1 1 1 0 0 
（６級） 13 15 14 13 13 15 

音声言語機能障がい 13 11 10 10 9 8 
（１級）       
（２級）       
（３級） 8 7 6 6 5 5 
（４級） 5 4 4 4 4 3 
（５級）       
（６級）       

肢体不自由 389 383 370 350 333 317 
（１級） 76 79 79 71 70 66 
（２級） 75 71 67 60 55 54 
（３級） 81 83 78 74 70 66 
（４級） 82 83 79 78 74 72 
（５級） 49 46 46 45 41 37 
（６級） 26 21 21 22 23 22 

内部障がい 200 199 204 213 214 218 
（１級） 142 141 146 154 151 159 
（２級） 0 0 0 1 1 1 
（３級） 27 24 20 22 23 21 
（４級） 31 34 38 36 39 37 
（５級）       
（６級）       

合計 670 669 665 654 633 624 

資料：住民福祉課（各年度３月31日現在） 
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身体障害者手帳所持者数を年齢別にみると、「65 歳以上」が多く、平成 28 年度には 461 人と、全

体の 73.9％を占めています。 

＜ 年齢別 身体障害者手帳の所持状況 ＞ 

 
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

人数 
（人） 

構成 
割合 

人数 
（人） 

構成 
割合 

人数 
（人） 

構成 
割合 

人数 
（人） 

構成 
割合 

人数 
（人） 

構成 
割合 

人数 
（人） 

構成 
割合 

18歳未満 18 2.7% 17 2.5% 18 2.7% 17 2.6% 16 2.5% 14 2.2% 

18歳～64歳 192 28.6% 182 27.2% 166 25.0% 163 24.9% 151 23.9% 149 23.9% 

65歳以上 460 68.7% 470 70.3% 481 72.3% 474 72.5% 466 73.6% 461 73.9% 

合計 670 100.0% 669 100.0% 665 100.0% 654 100.0% 633 100.0% 624 100.0% 

資料：住民福祉課（各年度３月31日現在） 
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３ 知的障がい者の状況 

 

療育手帳所持者数は増加傾向にあり、平成 28年度は 133人となっています。 

判定別にみると、中度・軽度の「Ｂ判定」が多く、平成 28年度は 85人となっています。 

＜ 判定別 療育手帳の所持状況 ＞ （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

Ａ判定 54 53 52 51 49 48 

Ｂ判定 51 60 65 73 81 85 

合計 105 113 117 124 130 133 

資料：住民福祉課（各年度３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

Ａ判定（最重度）：概ね IQ20以下 

（重 度）：IQ35以下、又は IQ50以下かつ身体障害者手帳１、２、３級程度 

Ｂ判定（中 度）：概ね IQ36～50 

（軽 度）：Ａに準じ、概ね IQ75以下（他の障がいにより社会適応能力が低いと認めら 

れる場合は IQ79以下）、IQ80～89で発達障がいの診断を受けた者 
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４ 精神障がい者の状況 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は平成 26年度まで減少傾向にありましたが、平成 27年度には増

加に転じ、平成 28年度は 73人となっています。 

等級別にみると、「２級」が多く、平成 28年度は 40人となっています。 

＜ 等級別 精神障害者保健福祉手帳の所持状況 ＞ （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

１
級 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 

18歳～64歳 8 8 8 7 6 5 

65歳以上 0 0 2 1 2 2 

合計 8 8 10 8 8 7 

２
級 

18歳未満 0 0 0 0 0 0 

18歳～64歳 33 27 21 23 26 35 

65歳以上 3 7 8 7 5 5 

合計 36 34 29 30 31 40 

３
級 

18歳未満 0 0 3 0 0 0 

18歳～64歳 15 12 10 13 23 25 

65歳以上 1 0 2 0 0 1 

合計 16 12 15 13 23 26 

合
計 

18歳未満 0 0 3 0 0 0 

18歳～64歳 56 47 39 43 55 65 

65歳以上 4 7 12 8 7 8 

合計 60 54 54 51 62 73 

資料：健康増進課（各年度３月31日現在） 
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５ 幼児・児童・生徒の状況 

 

特別支援学校における小山町からの幼児・児童・生徒の数はほぼ横ばいで、平成 28 年度は「静岡

県立御殿場特別支援学校」が 15人、「静岡県立沼津聴覚特別支援学校」が１人となっています。 

＜ 特別支援学校における小山町からの幼児・児童・生徒の数 ＞ （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

知
的
・ 
肢
体 

静岡県立 
御殿場 

特別支援学校 

幼稚部 0 0 0 0 0 0 

小学部 7 10 12 12 15 12 

中学部 3 5 4 3 2 3 

高等部 0 0 0 0 0 0 

計 10 15 16 15 17 15 

聴
覚 

静岡県立 
沼津聴覚 

特別支援学校 

幼稚部 0 0 0 0 0 0 

小学部 1 1 1 1 0 0 

中学部 0 0 0 0 1 1 

高等部 0 0 0 0 0 0 

計 1 1 1 1 1 1 

病
弱 

静岡県立中央 
特別支援学校 
病弱学級 

幼稚部 0 0 0 0 0 0 

小学部 0 0 0 0 0 0 

中学部 1 0 0 0 0 0 

高等部 0 0 0 0 0 0 

計 1 0 0 0 0 0 

資料：こども育成課（各年度５月１日現在） 
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６ 保健サービス受診状況 

 

基本（特定）健康診査の受診状況は減少傾向にあり、平成 28年度は 1,618人となっています。 

平成 28年度のがん検診の受診状況は、「大腸がん検診」が 2,267人と最も多く、次いで「肺がん検

診」が 1,929 人、「胃がん検診」が 1,323 人、「子宮がん検診」が 1,309 人、「乳がん検診」が 982 人

となっています。 

＜ 保健サービス受診状況 ＞ （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

基本（特定）健康診査 1,769 1,701 1,758 1,738 1,691 1,618 

胃がん検診 1,422 1,506 1,437 1,430 1,367 1,323 

子宮がん検診 1,465 1,601 1,502 1,521 1,317 1,309 

乳がん検診 801 779 802 810 997 982 

大腸がん検診 1,950 2,197 2,224 2,273 2,249 2,267 

肺がん検診 2,017 2,178 2,125 2,107 2,061 1,929 

資料：住民福祉課・健康増進課（各年度３月31日現在） 
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７ 医療費助成の状況 

 

医療費助成の状況をみると、「重度心身障害者（児）医療費助成」の件数が多く、平成 28 年度は

313件となっています。 

＜ 医療費助成の状況 ＞ （件） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

重度心身障害者（児） 
医療費助成 

341 329 319 312 303 313 

精神障害者通院医療費 
公費負担制度 

138 171 167 177 141 162 

更生医療給付 4 4 4 4 4 3 

精神障害者入院費助成 17 13 13 8 8 12 

資料：住民福祉課・健康増進課（各年度３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341 329 319 312 303 313

138
171 167 177

141
162

4 4 4 4 4 317 13 13 8 8 12

0件

100件

200件

300件

400件

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

重度心身障害者（児）医療費助成 精神障害者通院医療費公費負担制度

更生医療給付 精神障害者入院費助成



 

14 

８ 相談員及び相談支援事業所の設置状況 

 

平成 28 年度の相談員の設置状況は、「民生委員・児童委員」が 44 人、「身体障害者相談員」が２

人、「知的障害者相談員」と「精神保健福祉相談員」が１人ずつとなっています。 

＜ 平成28年度 相談員の設置状況 ＞ （人） 

職 種 人 員 

民生委員・児童委員 44 

身体障害者相談員 2 

知的障害者相談員 1 

精神保健福祉相談員 1 

資料：住民福祉課 

 

相談員への相談件数は、平成 23年度の 1,675件が最も多く、平成 24年度に大幅に減少して以降は

増減を繰り返しており、平成 28年度は 338件となっています。 

＜ 相談員への相談内容 ＞ （件） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

障害者手帳 246 118 96 205 211 257 

更生医療 2 0 2 2 4 5 

職業 74 22 39 7 26 14 

医療保険 18 8 18 5 11 19 

生活 117 82 90 91 45 4 

その他 1,218 3 0 342 351 39 

合計 1,675 233 245 652 648 338 

資料：住民福祉課（各年度３月31日現在） 
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９ 障がい者の施設利用状況 

 

障がい者の施設利用状況をみると、いずれの障がいにおいても増減を繰り返してはいるものの、

平成 23年度に比べて増加傾向にあります。 

平成 28 年度の施設利用者数は、身体障がい者が 14 人、知的障がい者が 64 人、精神障がい者が 30

人となっています。 

＜ 身体障がい者の施設利用状況 ＞ （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

入所施設 10 10 8 6 6 8 

通所施設 0 2 3 4 6 6 

合計 10 12 11 10 12 14 

資料：住民福祉課（各年度３月31日現在） 

＜ 知的障がい者の施設利用状況 ＞ （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

入所施設 31 31 35 37 37 37 

通所施設 23 25 26 31 29 27 

合計 54 56 61 68 66 64 

資料：住民福祉課（各年度３月31日現在） 

＜ 精神障がい者の施設利用状況 ＞ （人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

入所施設 1 3 7 8 5 5 

通所施設 17 17 19 25 28 25 

合計 18 20 26 33 33 30 

資料：住民福祉課（各年度３月31日現在） 
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 第１章  施策の体系 
 

１ 理解と交流の促進 

（１）啓発・広報活動の充実 

（２）ボランティア活動の推進 

（３）交流活動の促進 

（４）障がい者団体の育成と連携 

（５）権利擁護と虐待の防止 

２ 保育・教育の充実 

（１）障がい児保育の充実 

（２）障がい児教育の充実 

（３）放課後児童対策の充実 

（４）生涯学習の推進 

（５）子どもの頃からの福祉学習の推進 

３ 生活環境の整備 

（１）福祉のまちづくりの推進 

（２）外出支援の充実 

（３）安全・安心対策の充実 

４ 福祉サービスの充実 

（１）情報提供・相談体制の充実 

（２）人材の確保・育成 

（３）在宅福祉サービスの充実 

（４）福祉施設の充実 

５ 保健・医療サービスの充実 

（１）障がいの早期発見・早期療育の充実 

（２）健康づくり・保健サービスの推進 

（３）障がい者医療とリハビリテーションの充実 

６ 生活の安定と自立への支援 

（１）生活安定のための施策の周知 

（２）一般就労の促進 

（３）福祉的就労の促進 

７ 障害福祉計画に係る成果目標
と今後の見込み 

（第５期小山町障害福祉計画） 

（１）障害福祉計画の成果目標 

（２）障がい福祉サービスの見込量 

８ 障害児福祉計画に係る成果
目標と今後の見込み 
（第１期小山町障害児福祉計画） 

（１）障害児福祉計画の成果目標 

（２）障がい児支援サービスの見込量 

９ 計画の推進に向けて 
（１）推進体制の整備 

（２）計画の点検・評価方法 
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 第２章  基本計画 

１ 理解と交流の促進 

 

■□ 現状と課題 □■ 

障がいのある人が住み慣れた地域のなかで、安心して自立した日常生活及び社会生活を送るた

めには、障がいの有無にかかわらず互いの個性を尊重し、互いを理解することが大切です。 

障がいのある人の社会参加が進む一方、障がいのある人に対する理解が十分とは言えない状況

となっており、それぞれの障がいの特性や必要とされる配慮について、正しい知識を得たうえで

理解を深めていく必要があります。 

小山町では、障がいのある人に対する誤解や偏見を取り除くため、広報誌や講演会の開催を通

じて正しい知識の普及と権利擁護のための啓発を行っていきます。特に啓発事業を行っていく上

では、社会福祉協議会、福祉施設や障害者自立支援協議会といった関係機関との協働による企画

立案や事業の推進に努めます。 

また、障がいのある人の社会参加の機会を拡充するためには、ボランティアや障がい者団体と

の連携が重要になります。地域住民が身近なところで気軽にボランティア活動に参加できる環境

をつくるとともに、小地域単位での意見交換を通じて障がいのある人の生活課題を共有する等、

各地域の課題解決に向けて、障がい者団体、企業、地域住民、行政等が団結して、地域社会全体

で継続的な活動・協議ができる体制を整備します。 

 

■□ 施策の方向と事業の展開 □■ 

１．理解と交流の促進 

 （１）啓発・広報活動の充実 

 （２）ボランティア活動の推進 

 （３）交流活動の促進 

 （４）障がい者団体の育成と連携 

 （５）権利擁護と虐待の防止 
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（１）啓発・広報活動の充実 

本町では、広報「おやま」や地域福祉活動情報紙「つながり」を活用し、障がいのある人を支

援する制度の内容や障がいについての正しい知識の普及を図るとともに、障害者週間（12月３日

～12月９日）を中心とした啓発事業や交流会を通じ、地域福祉への理解を促進しています。 

また、ふくし井戸端会議等を通じて、各地域の課題・ニーズを把握するとともに、本町のホー

ムページを活用した情報の掲載等、より細やかな情報収集・情報提供体制を構築して地域住民と

のコミュニケーションの場を充実させていきます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 広報「おやま」の充実 

毎月発行される広報紙「広報おやま」において、
障がい分野の掲載を定期的に行い、ノーマライゼ
ーション等の正しい知識や情報提供の充実を図り
ます。 

拡充 

２ 
地域福祉活動情報紙「つなが
り」の年６回発行 

地域福祉活動情報紙「つながり」において、地域
福祉に関する情報提供機会の充実を図ります。 

拡充 

３ 
福祉啓発映画会や福祉講演会
の開催 

12月第１週の障害者週間に合わせた御殿場・小山
障害者自立支援協議会と御殿場・小山社会福祉協
議会の主催による福祉講演会の実施等を行いま
す。 

継続 

４ 障がい者施設等の情報提供 
健康福祉会館（ふじみセンター）等の展示スペー

スを活用した情報提供を行います。 
継続 

５ 
「障害者週間（12月３日～
12月９日）」啓発事業 

障害者週間に合わせた講演会や福祉体験会の開

催、及び福祉施設のＰＲを行うとともに、講演会

等の開催に伴い広報の回覧や無線放送を利用し、

周知を図ります。 

継続 

６ 町社会福祉大会の開催 
福祉に貢献した関係者の表彰を行います。開催時
期の近い障害者週間と併せて障がい福祉分野での
啓発に努めます。 

継続 

７ ふくし井戸端会議の開催 
「みんなのシアワセ懇談会」事業等の小地域ごと
の意見交換を実施し、各地域のニーズの把握、福
祉情報の収集を図ります。 

継続 

８ 
インターネットによる情報収
集・提供事業 

小山町ホームページに障がい福祉に関する内容を
掲載する等、ホームページによる情報提供と電子
メールによる情報収集を図ります。 

拡充 

  



 

20 

 

（２）ボランティア活動の推進 

ボランティア活動は、地域における障がいのある方への支援、及び障がいに対する理解を深め

る啓発事業であると同時に、障がいの有無にかかわらず地域の住民が交流できる場であり、障が

いのある方にとっては社会参加の機会となります。 

今後はより多くの参加者を募るため、ボランティア団体だけでなく教育機関・企業等とも連携

し、行政の支援のもとで地域全体が協働できるボランティアを実施できるよう体制を強化してい

きます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 
福祉体験学習へのゲストティ
ーチャーの派遣 

小中学校や高校、及び地域団体や企業主催の体験
学習への講師派遣を行います。 

拡充 

２ 
ボランティア・ビューローの
設置 

ボランティア団体の活動拠点となるボランティ
ア・ビューローを提供します。 

継続 

３ 
精神保健福祉ボランティア育
成事業の実施 

御殿場市と合同で、精神保健福祉ボランティア講
座を開催します。 

拡充 

４ 
福祉教育プログラム集の作
成・発行 

静岡県と合同で、福祉教育プログラム集の作成を

行い、教育の場での活用を図ります。 
拡充 

５ 
「福祉おたすけグッズ」の無
料貸出しと整備 

ボランティア活動に必要な活動用機材を無料で貸

し出すとともに、貸出し機材の充実を図ります。 
継続 

６ 
知的障がい者のためのステッ
プアップ活動プログラム研
究・開拓 

知的障がい者の親亡き後の自立へ繋がるよう、本
町の障がい者団体「手をつなぐ育成会」等と連携
して、知的障がい者のための支援を行います。 

継続 

７ 
視覚障がい者等に対する広報
等の音声録音実施 

視覚障がい者に対し、１日３回の無線放送や、ボ
ランティア団体による広報紙等の音声録音テープ
の提供を行い、広報の周知に努めます。 

継続 

 

（３）交流活動の促進 

地域福祉への理解の促進、また地域住民の交流の場を提供するため、「ふれあい広場」において

関係団体の企画・運営によるイベントを実施します。 

また、商工会が主催する産業祭と同時開催することにより、ボランティア団体や障がい者団体、

企業の交流を図り、様々な分野で活躍する人々を身近に感じられる場へと昇華していきます。 

今後、実行委員となる社会福祉協議会の支援のもと、地域福祉や障がい者への理解に繋がる

様々なイベントを企画・立案していきます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 
ふれあい広場「福祉まつり」
事業 

障がい者団体やボランティア団体による企画・運
営でイベントを実施します。産業祭との同時開催
により、多分野の人たちとの交流を図ります。 

継続 
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（４）障がい者団体の育成と連携 

小山町では、健康福祉会館（ふじみセンター）を拠点として、「身体障害者福祉会」や「手をつ

なぐ育成会」等の様々な障がい者団体の積極的な事業の実施、及び各団体の連携を深めるため障

がい者団体のネットワーク化を推進しています。 

今後は広報「おやま」や地域福祉活動情報紙「つながり」、各種イベント等を通じて障がい者団

体の活動内容をＰＲするとともに、障がいのある方の障がい者団体への加入促進を図ります。 

また、障がい者団体で実施が可能な業務については、積極的に行政から委託を推進しつつ、そ

の他の人的・経済的支援を行うなど、行政と障がい者団体が連携して多角的に事業を展開してい

きます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 
障がい者団体の活動ＰＲ及び
会員募集広報 

広報紙への情報掲載や、活動ＰＲ誌の作成、窓口へ

の設置により、障がい者団体の活動をＰＲし、会員

の増員を図ります。 

拡充 

２ 
ボランティア・ビューローの
活用促進 

障がい者団体も含め、ボランティア団体の活動拠
点の整備を図ります。 

継続 

３ 障がい者団体委託事業 
障がい者就労支援施設への封筒の封入作業委託
等、委託可能な事業について継続を図り、優先調
達を推進します。 

継続 

４ 障がい者団体への助成 
障がい者団体への補助金の支給等、人的・経済的

な援助を行います。 
継続 

 

（５）権利擁護と虐待の防止 

平成27年に施行された難病の患者に対する医療等に関する法律（難病医療法）、平成28年に施行

された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）、障害者の雇用の促

進等に関する法律（障害者雇用促進法）等、障がいのある方の社会参加や就労における差別的な

取り扱いの禁止、障壁を取り除くことを定めた法律の整備が進んでいます。これに合わせ、権利

擁護、及び虐待の未然の防止に努めるため、警察や事業所との連携を強化していきます。 

また、現行の制度では対応できないケースについても、関係機関や専門家による協議の上で対

応を検討する「個別ケア会議」を通じ、個々の状況に応じた柔軟な支援体制を構築していきます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 日常生活自立支援事業の実施 

福祉サービスの利用手続きや通帳預かり等の日常

的な金銭管理の支援を行うとともに、事業の周知

を図ります。 

拡充 

２ 成年後見制度の推進 
判断能力に不安のある人の財産や権利を保護する
ための制度について、情報提供等を図ります。 

拡充 

３ 
障害者虐待防止支援センター
の設置 

障害者虐待防止支援センターの窓口を設置した24
時間体制での対応、及び社会福祉法人への委託を
検討します。また、障がい者の虐待が発生した場
合、身体障がい者は「御殿場十字の園」、知的障
がい者は「駿東学園」で一時的に緊急受け入れで
きるように協定を結んでいます。 

継続 
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２ 保育・教育の充実 

 

■□ 現状と課題 □■ 

障がいのある児童がその持てる能力や可能性を最大限に伸ばしていくためには、一人ひとりの

障がいの特性及び発達段階に応じた療育・保育・教育が大切です。そのためには、行政の保健・

福祉・教育部門や学校、医療機関などが連携し、乳幼児期における障がいの早期発見から就学中

の適切な教育的・医療的支援、卒業後の就職や一人暮らしに至るまでの一貫した支援が行える体

制づくりが必要になります。 

本町では、障がいのある児童への切れ目のない支援を充実させるとともに、幼少期から障がい

や福祉に対する正しい知識を持って、障がいの有無にかかわらずお互いの個性を尊重できる人間

を育てられるよう、特別支援学校や臨床心理士、スクールカウンセラー等専門員と連携して福祉

学習の推進に努めていきます。 

また障がいのある児童だけでなく、その保護者も含めて進路や就職に関する悩みや負担を軽減

できるよう、必要な場面に応じて適切な相談を受けられる体制を整備していきます。 

 

■□ 施策の方向と事業の展開 □■ 

２．保育・教育の充実 

 （１）障がい児保育の充実 

 （２）障がい児教育の充実 

 （３）放課後児童対策の充実 

 （４）生涯学習の推進 

 （５）子どもの頃からの福祉学習の推進 
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（１）障がい児保育の充実 

現状の福祉制度下における障がいのある児童を預けられる施設は、障害児通所支援サービスを

行う施設、又は障がいのある児童にも対応できる保育施設となっています。本町では保護者との

保育・教育相談、関係機関との連携を図り、最終的には保護者の意向に合わせて児童を預ける施

設を案内します。 

また、一般の保育園及び幼稚園での障がいのある児童の受け入れを促進するため、各施設にお

ける設備の充実を進めるとともに、障がいのある児童に対応できる専門員の確保に努めます。施

設へ入った後でも、集団生活に適応するための支援を継続するとともに、就学に向けた教育相談

事業を特別支援学校と連携して実施していきます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 
障がい児の保育園及び幼稚園
への受け入れ 

障がい児の保育園及び幼稚園への受け入れ体制の
充実を図ります。 

継続 

２ 
保育園及び幼稚園職員の専門
研修 

各種団体の講演会等に参加し、特別支援教育に関
する研修内容・機会の充実を図ります。 

継続 

３ なのはな相談 

相談員が各保育園・幼稚園等を定期的に訪問し、

職員への支援や保護者との面談を行う等、相談支

援を行います。 

継続 

４ 保育所等訪問支援事業 

障がい児の保護者からの申請に応じて、保育所等

における集団生活の適用のための支援を行いま

す。 

継続 

５ 
近隣特別支援学校の教育相談
事業広報 

特別支援学校からの学校見学会や講演会の案内を
各学校へ配信する等、教育相談利用の促進を図り
ます。 

継続 
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（２）障がい児教育の充実 

就学指導委員会の指導により、乳幼児の障がいや発達に関する課題の程度に応じて、適切な就

学を促進します。 

また、学校での生活においてはトイレの改修やスロープの設置等、バリアフリーの観点から必

要に応じて学校施設の改善・充実に努め、障がいの有無にかかわらず学業に専念できる環境を整

えるとともに、学校の職員やスクールカウンセラーに対しても障がいのある児童・生徒に対する

理解を深めるための研修会を実施する等、学校の支援体制を充実させていきます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 就学指導事業 

就学指導委員会を中心に、適切な就学の指導を行
うとともに、今後は病院と学校との連携が一層重
要となることが予測されることから、連携役を担
う臨床心理士の配置を検討します。 

拡充 

２ 
学校施設の改善、特別支援教
育設備の充実 

トイレの改修や出入口等の段差の解消、スロープ
の設置等、学校施設の計画的な改善・充実を図り
ます。 

拡充 

３ 特別支援教育の充実 

要望に応じて、特別支援学級の設置を検討し、県
教育委員会への積極的な働きかけを行います。 

継続 

各学校の特別支援コーディネーター等が中心とな
り、主治医やスクールカウンセラー等を交えたケ
ース会議を行う等、通常学級における軽度発達障
がい等のある児童・生徒の教育的支援を行いま
す。 

拡充 

４ 
特別支援学級指導者等による
定期連絡会 

年に３回、各学校・各園の特別支援コーディネー

ターを集めた研修会を行い、定期的な情報交換の

場を確保します。 

継続 

５ 特別支援教育研修会 

毎年、町内の小中学校・幼稚園・保育園・こども

園の教員で集まり研修会を行う等、特別な支援を

必要とする児童・生徒に関する研修の実施を行い

ます。 

継続 

６ 特別支援教育体制の充実 

障がいのある児童・生徒別に、関係機関と検討会
を実施し、教育的支援の充実を図ります。今後は
各機関の連携が一層重要となることが予測される
ことから、町教育委員会への臨床心理士の配備も
検討します。 

継続 
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（３）放課後児童対策の充実 

学校の授業終了後及び長期休暇中における児童の健全育成を推進するため、放課後等デイサー

ビスの充実と併せて、一般の放課後児童クラブ等での障がい児の受け入れ体制を整備します。 

また、障がいの程度に応じて様々な活動に取り組めるよう、放課後等デイサービスのプログラ

ムの充実を図るとともに、専門的な教育支援を必要とする児童のための療育プログラムの実現に

向けて近隣市町と協議を進めます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 
障がい児の放課後児童クラブ
への受け入れ 

障がい児の放課後児童クラブへの受け入れ体制の
充実を図ります。 

継続 

２ 日中一時支援事業の拡充 
御殿場・小山障害者自立支援協議会により、各事
業所の受け入れ状況を調査し、支援を必要とする
障がい児等の受け入れ拡充等を実施します。 

継続 

 

（４）生涯学習の推進 

社会参加や日中活動の場の提供のため、障がいの有無や年齢にかかわらず取り組めるニュース

ポーツの教室や講習会を生涯学習として取り入れるとともに、小山町生涯学習施設を活用した環

境の整備・充実を図り、地域の住民同士の交流を促進します。 

また、静岡県点字図書館との連携を強化し、ニーズに応じて点字図書等の図書館サービスの充

実に努めます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 障がい者スポーツ啓発事業 

年２回、「スポーツ推進の日」に、障がいの有無
を問わずにできるニュースポーツの推進を行いま
す。また、依頼に応じてスポーツ推進委員を派遣
し、ニュースポーツの指導・普及に努めます。 

継続 

体育館の指定管理者との協議を進め、講習会等に
より誰でも参加できるスポーツ種目への取り組み
の啓発に努めます。 

継続 

２ 障がい者ふれあい運動会 
年１回、障がい者団体の主催による開催に努めま
す。 

継続 

３ 
小中学校運動会への障がい児
参加・交流事業 

小中学校との連携を進め、運動会への障がい児の
参加・交流を図ります。 

継続 

４ 
スポーツ介助ボランティアの
育成 

スポーツを安全に楽しめるよう、スポーツ推進委

員の育成を行い、各所に派遣して、活動の普及を

図ります。 

継続 

５ 文化活動成果発表機会の充実 

「生涯学習フェスティバル」において１年間の活

動発表の機会を設ける等、障がいの有無にかかわ

らず発表できる機会の確保を図ります。 

継続 
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（５）子どもの頃からの福祉学習の推進 

障がい及び障がいのために必要とされる支援について、正しい知識を得るためには幼少期から

の福祉に関する教育と、障がいや福祉を身近な問題として考えられる環境づくりが必要になりま

す。 

本町では障がい者団体、福祉施設等と連携して児童向けの福祉体験プログラムを実施するほか、

特別支援学校との交流会や、社会科見学、地域行事等、学校内外での学習・交流の場を通して、

思いやりのこころに満ちた地域づくりに取り組みます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 
「福祉教育出張セミナー」の
開催 

小中学生及び高校生を対象とした、出前型福祉体
験プログラムを実施します。 

拡充 

２ 児童・生徒の相互理解教育 
社会科見学等、学校行事等を通じた相互交流・相
互理解を促進します。 

拡充 

３ 福祉施設との交流 
地域行事や福祉体験、総合的な学習等を通じて、

相互交流を促進します。 
継続 

４ 特別支援学校生の居住地交流 
児童の状況により、特別支援学校と居住地の学校

とが協議を進め、相互交流を促進します。 
継続 

５ 
特別支援学級と通常学級の交
流 

教科に応じた同学年の親学級での学習、また給食
や行事等を通し、児童間の理解教育のための交流
を促進します。 

継続 
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３ 生活環境の整備 

 

■□ 現状と課題 □■ 

障がいのある人が地域で安心して生活していくためには、住宅、公共施設、公共交通機関、歩

道など屋内外のあらゆる生活空間において、物理的バリアを取り除くことが必要です。 

本町では、これまで多目的トイレの設置や駐車場への障がい者用スペースの確保、施設への手

すりの設置など、バリアフリーの観点から施設の改善・充実を推進してきました。今後も地域共

生社会の実現に向けて、障がいのある方の社会参加の障壁を取り除きながら、建物や歩道、鉄道

及びバス等の公共交通機関、その他公共施設がすべての人にとって利用しやすい施設となるよう

整備、改善を継続していきます。また、環境面での整備だけでなく、地域住民に対しても、障が

い者用駐車場に駐車しない、歩道に自転車を放置しないなど、障がいのある人が安心して外出で

きるようなマナーの普及のため、啓発事業や指導に努めます。 

また平成23年の東日本大震災以降、平成26年の広島市土砂災害、平成28年の熊本地震等、大規

模な災害が立て続けに発生しており、日頃の生活環境だけでなく、緊急時の互助体制を確立する

ため、自主防災組織単位での障がいのある方への対応の仕方や連絡方法等日頃からのコミュニケ

ーションを通して対策を進めるよう、広報と周知に努めます。 

 

■□ 施策の方向と事業の展開 □■ 

３．生活環境の整備 

 （１）福祉のまちづくりの推進 

 （２）外出支援の充実 

 （３）安全・安心対策の充実 
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（１）福祉のまちづくりの推進 

障がいの有無にかかわらず、誰もが生活しやすい町づくりを推進するため、障がいのある人と

ともに商店街や公共施設の利便性について点検し、今後の既存施設・歩道の改修及び、新たな公

共施設の設置に反映します。 

また、必要に応じて障がいのある人のための居室整備資金等の融資制度の実施を検討します。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 都市公園維持管理事業 近隣公園や地区公園の維持管理を行います。 継続 

２ 豊門公園活性化事業 
障がいのある人が安心して使用できる多目的トイ
レや園内通路の維持管理、及び交流の場としての
活用を行います。 

継続 

３ 民間事業者への指導・啓発 
沼津土木事務所と連携し、「静岡県福祉のまちづ
くり条例及び同施設マニュアル」や「移動円滑化
法」等に基づく指導・啓発を行います。 

継続 

４ 幹線道路への歩道設置等 
滑りにくい材料を使用した２ｍ以上の幅員のある

歩道や、点字ブロック等の設置を行います。 
継続 

５ 公営住宅のバリアフリー化 
ニーズに対応しながら、町営住宅等のバリアフリ

ー化を行います。 
拡充 

 

（２）外出支援の充実 

公共交通機関の整備については、障がいのある方だけでなく、体の不自由な高齢者等の買い物

弱者への対策として様々な分野で共通の課題となっています。障がい福祉サービスの移動支援事

業として、町内巡回バスの運行や送迎ボランティア等の支援を充実させるとともに、高齢者、買

い物弱者への対策について関係機関と協議を進め、サービス利用対象者の範囲拡大を検討します。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 福祉巡回バスの運行 
町内巡回バス（小山町コミュニティバス）を運行
します。 

継続 

２ 身体障がい者用車両の貸出し 身体障がい者用車両の貸出しを行います。 拡充 

３ 
福祉車両による外出支援サー
ビスの充実 

運転ボランティアによる送迎サービスの実施、及
び福祉有償運送事業の促進を図ります。 

拡充 

４ 
超低床ノンステップバス導入
事業の推進 

民間事業所が進める超低床ノンステップバスの導

入事業を、国や県等と調整して支援します。 
拡充 
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（３）安全・安心対策の充実 

小山町は山と川に囲まれた地域の特性上、かねてより土砂崩れ、川の氾濫や洪水等の災害に見

舞われてきました。こうした災害でインフラを断たれることがないよう、予防保守的な管理を徹

底するため、平成24年に「小山町橋梁長寿命化修繕計画」を策定しました。こうした道路・施設

の補修・点検だけでなく、緊急時には地域の住民同士で助け合うことができるよう、自主防災組

織において障がいのある方を含めた互助体制の確立を推進し、町も連携して避難行動要支援者名

簿をはじめとした災害時支援マニュアルの作成を進めます。 

また、障がいのある人自身の防災意識を深めるとともに、地域の防災訓練への参加等、積極的

な働きかけを通じて、避難誘導や避難経路の見直し等を進めます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 障がい者防災訓練 

９月と12月の総合防災訓練・地域防災訓練に合わ
せて実施し、障がい者の防災意識を深めるととも
に、障がい者等の避難所での配慮事項の周知を図
ります。 

継続 

２ 避難行動要支援者防災訓練 

９月と12月の総合防災訓練・地域防災訓練に合わ
せて実施し、避難行動要支援者等の避難所での配
慮事項の周知を図るとともに、避難支援などの訓
練を行います。 

継続 

３ 土砂災害に関する防災訓練 
６月に土砂災害が想定される地区において、避難
行動要支援者を含め、福祉施設とも連携しながら
防災訓練を行います。 

継続 

４ 
避難行動要支援者名簿マップ

の整備 

地震・風水害等の災害時や防災訓練における避難

支援に役立てるため、避難行動要支援者名簿マッ

プの整備を行います。 

継続 

６ 避難行動要支援者名簿の整備 

年１回の定期更新のほか随時登録を受け付けると
ともに、個人情報の保護については登録者に同意
を得るほか、自主防災会長に個人情報の保護につ
いて注意喚起を行う等、プライバシーに配慮した
台帳の整備・更新を行います。 

継続 

７ 
災害時支援マニュアル作成・
配布 

災害時の救出・ケア等を盛り込んだ支援マニュア
ルの作成・配布を行います。 

継続 

８ 
配達業者協力による高齢者等
見守り事業 

見守り事業の周知を進めるとともに、新たに郵便
局と協定を結ぶ等、協力業者の拡大に努めます。 

拡充 
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４ 福祉サービスの充実 

 

■□ 現状と課題 □■ 

平成25年４月から施行された障害者総合支援法により、それまでの支援体制が一新され、自立

支援給付と地域生活支援事業を柱とする新たな支援制度が実施されました。 

同法では福祉サービスの体系が変更されただけでなく、住み慣れた地域で必要な支援が受けら

れる体制の整備や、社会参加の機会の確保、障がいのある方自身の意思を尊重して、どこで誰と

暮らすかを選択する機会の確保等、障がいのある方が保障されるべき権利が、基本的理念として

より明確に打ち出されています。 

このように、障がいのある人が住み慣れた地域でその人らしく、主体的に豊かな生活を送るた

めには、障がいや日常生活における課題について気軽に相談できるとともに、就学前から就学、

就業支援に至るまで、生涯にわたる一貫した相談支援体制が必要です。 

本町では、障がいのある人が住み慣れた居宅において安心して生活を送ることができるよう、

障がいの種類や生活状況に応じた在宅福祉サービスの充実を図るとともに、事情により在宅では

対応できない方を受け入れるため、施設サービスの充実や事業者との連携を強化します。 

また、誰もが気軽に相談できるとともに適切な情報提供が行われるよう、相談体制や窓口等に

ついて様々な機会や媒体を通じ、障がいのある人やその家族等に周知するほか、今後予定されて

いる法改正、制度改正等についても迅速かつ正確に周知を徹底するよう努めていきます。 

さらに、御殿場・小山障害者自立支援協議会での協議を通じて、相談支援体制の強化を図ると

ともに、地域の課題に応じて専門部会の設立を検討していきます。 

今後も一人ひとりの障がいの状況や能力、本人の意向の把握に努め、各分野の関係機関と情報

を共有し、必要に応じた情報提供及びサービス利用に関する支援、適切な相談支援を充実させて

いきます。 

 

■□ 施策の方向と事業の展開 □■ 

４．福祉サービスの充実 

 （１）情報提供・相談体制の充実 

 （２）人材の確保・育成 

 （３）在宅福祉サービスの充実 

 （４）福祉施設の充実 
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（１）情報提供・相談体制の充実 

障がいのある方が日常生活における悩みや不安を気軽に相談でき、適切な助言を得られるよう、

相談支援事業の充実を図るとともに、パンフレットの配布や行政窓口での案内を通じて既存の相

談支援事業の周知に努めます。 

また、個別の相談だけではなく定期的な懇話会を開催する等、地域の課題の把握に努め、得ら

れた情報や提案事項は、必要に応じて民生委員・児童委員、障害者相談員、地域包括支援センタ

ー等の関係機関と共有して対応を協議します。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 福祉総合相談所の週５日開設 週５日、福祉総合相談所を開設します。 継続 

２ 障害者相談支援事業所の充実 

身体障がい者は「御殿場十字の園」、知的障がい
者は「駿東学園」「富岳」、精神障がい者は「やま
いも倶楽部」と、障がい種に応じて相談支援事業
業務の委託契約をし、適切な相談体制を図りま
す。 

継続 

３ 
福祉総合相談ＰＲパンフレッ
トの作成・配布 

各相談支援事業所が作成したパンフレットを関係
窓口等に配置し、希望者に配布します。また、小
山町独自で相談支援ＰＲも兼ねた事業所一覧のパ
ンフレットを作成するとともに、配布を進めま
す。 

拡充 

４ 障がい児相談支援体制の整備 

障がい児相談業務を障がい児施設や相談支援事業

所へ委託して連携を図ることにより、障がい児相

談支援体制の強化・充実を図ります。 

継続 

 

（２）人材の確保・育成 

障がいのある方や体の不自由な高齢者等、日常生活で誰かの助けを必要とする人が増加する一

方で、専門的な支援や訓練を実施できるガイドヘルパー、作業療法士は不足しています。 

本町ではこうした専門資格の取得を促進するため、養成講座を受講した方の受講費用の一部を

助成するとともに、より身近で対応できるボランティアの確保・育成に努めます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ ホームヘルパー研修費の助成 
受講者に対して、３万円又は２万円を上限とし、
費用の４分の３を助成します。 

継続 

２ 障害者相談員研修機会の充実 
多様化する相談ニーズに対応するため、研修機会
の拡大と充実を図ります。 

拡充 

  



 

32 

 

（３）在宅福祉サービスの充実 

平成30年４月に施行された障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、新たに３つの福祉

サービスが創設されました。 

地域での一人暮らしへ移行した障がいのある方を対象に、定期的に居宅を訪問して生活状況の

確認や相談に応じる「自立生活援助」、一般就労へ移行した方との相談を通じ、職場における課題

の把握や指導・助言を行う「就労定着支援」、外出が困難な重度の障がい児に対し、居宅に訪問し

て発達支援を行う「居宅訪問型児童発達支援」といった、これまでの福祉サービスでは対応でき

なかった人々への新たな支援について近隣市町と協議を進めるとともに、在宅で医療的ケアを必

要とする方など多様化するニーズや個々の障がいの状況に適した支援体制を整備していきます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 障がい福祉サービスの啓発 新たな福祉サービスの普及啓発を行います。 拡充 

２ 地域活動支援センター事業 

身体障がい者は「御殿場十字の園」、知的障がい
者は「駿東学園（こでまり）」、精神障がい者は
「やまいも倶楽部」と、障がい種に応じて地域活
動支援センター事業の委託契約をし、創作的活動
又は生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じ
た支援を促進します。 

継続 

３ 日中一時支援事業 

障がいのある人を日常的に介護している家族の一
時的な休息を図るとともに、障がいのある人の日
中活動の場を確保・提供し、日常的な訓練を実施
します。 

継続 

５ 手話通訳者派遣事業の実施 

聴覚障がい者が社会参加を通じ生活の向上ができ

るよう、必要に応じた手話通訳者の派遣を行いま

す。 

拡充 

７ 
緊急時の手話通訳者派遣事業
対応の実施 

警察署及び消防署と連携し、緊急時に対応できる
体制の整備を行います。 

拡充 

８ 日常生活用具給付事業 
在宅の身体障がい者に対する日常生活用具の給付
を行います。 

継続 

９ 防災用具給付事業 
在宅で人工呼吸器使用者に対する非常用電源を確
保するための発動発電機、及び人工呼吸器用外部
バッテリーの給付を行います。 

拡充 

10 移動支援事業 
屋外での移動が困難な障がい者（児）に対し、外
出のための支援を行います。 

拡充 

11 
居宅訪問型児童発達支援サー
ビス 

外出が困難な重度の障がい児に対し、居宅に訪問
し発達支援を行います。 

新規 

12 就労定着支援サービス 
一般就労へ移行した方との相談を通じ、職場にお
ける課題の把握や指導・助言を行います。 

 新規 

13 自立生活援助 
地域での一人暮らしへ移行した障がいのある方を
対象に、定期的に居宅を訪問して生活状況の確認
や相談に応じます。 

 新規 
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（４）福祉施設の充実 

障がいの状況によっては、在宅でのサービスの利用や用具の給付等では対応ができず、施設へ

の通所・入所が必要な場合もあります。本町では各施設の運営費や事業の実施について、必要に

応じて助成金を手配するとともに、設備の改修・充実に努めます。 

また、提供するサービスの内容を公表できる仕組みの整備に努め、サービスの種類に関係なく

事業所が互いに情報を共有し、行政との連携を強化することで、個々の障がいの状況に応じて適

切な支援が実施されるよう体制を強化していきます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 
社会福祉法人等が運営する施
設への施設整備支援 

国、県、近隣市町と調整を図りながら、社会福祉
法人の施設整備等に対し、支援を行います。 

継続 

２ 
生活介護事業所・施設整備支

援 

社会福祉法人等が実施する生活介護事業所・施設
の整備等に対し、支援を行います。 

継続 

３ 
就労継続支援事業所・施設整
備支援 

社会福祉法人等が実施する就労継続支援事業所・
施設の整備等に対し、支援を行います。 

継続 

4 
重症心身障害児（者）通園施

設の充実 

重度の障がいを抱えた児（者）が通園できる施設

の充実を図るための支援を行います。 
拡充 
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５ 保健・医療サービスの充実 

 

■□ 現状と課題 □■ 

障がいの要因や発症時期は様々であり、障がいの種類、程度についても個々に異なります。特

に近年は社会構造の変化に伴い、ストレス等を原因としたうつ病やパニック障がい等、こころの

病が問題となっており、疾病が多様化、複雑化しています。できるだけ早期に対応することによ

り、症状の軽減が期待できることから、予防施策や早期治療に関する取り組みが重要です。 

また法整備の面でも、平成28年に発達障害者支援法が改正され、従来のように発達障がいにつ

いての早期発見・早期支援のための体制を整備するだけでなく、乳幼児期の健康診査から幼稚

園・保育園、学校生活、就労や一人暮らしへの移行といった各ライフステージに合わせ、療育機

関、保育園、教育機関などと連携し、切れ目のない支援を実施できる仕組みづくりが求められて

います。 

本町では、ハイリスク妊娠を対象とした妊娠期からの訪問指導や、新生児の全戸家庭訪問、赤

ちゃん教室等、早期の健康教育・健康相談を通じて、障がいや発達に課題のある児童の支援に努

めています。また、こころの病やメンタルヘルスについて広く関心を持ってもらえよう、広報紙

やイベントを通じての普及啓発に努めるとともに、保健師や臨床心理士による相談窓口の設置や

ゲートキーパー養成講座を開催し、精神保健福祉の体制を強化していきます。 

障がいのある人の地域での自立した生活を支えていくためには、地域の福祉、保健、医療、教

育などの専門機関と連携し、様々な障がい特性に応じたリハビリテーションを継続して提供して

いく必要があります。また、地域の住民一人ひとりが、障がいに対する正しい知識と特性に応じ

た適切な支援を実施することで、障がいの重度化や重複化を防ぐことが重要です。 

 

■□ 施策の方向と事業の展開 □■ 

５．保健・医療サービスの充実 

 （１）障がいの早期発見・早期療育の充実 

 （２）健康づくり・保健サービスの推進 

 （３）障がい者医療とリハビリテーションの充実 
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（１）障がいの早期発見・早期療育の充実 

障がいや発達面での課題のある児童を早期に把握するためには、乳幼児期の健康診査の受診が

重要です。特に、こころの発達状況を把握するための１歳半健診については、今後も受診率の向

上を目指して広報や相談体制を強化していきます。 

また健康診査の他にも臨床心理士等の専門家による相談窓口の充実と、小山町要保護児童対策

地域協議会と連携した家庭訪問の実施により、各種健康診査後の事後指導に努めます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 健康教育・健康相談 
赤ちゃん教室・１歳教室、また、予約制ののびの
び子育て相談のほか、随時保健師による窓口相
談・電話相談を実施します。 

継続 

２ 健康診査 

新生児訪問や各教室での受診勧奨又は個別通知を
行い、個別健診（４か月・10か月）、集団健診
（１歳６か月児・２歳児・３歳児）を実施しま
す。未受診者には通知の上、適宜訪問を行いま
す。 

継続 

３ 家庭訪問 

小山町要保護児童対策地域協議会にて関係機関と
情報交換を行い、助産師・保健師によるハイリス
ク妊婦・新生児全戸訪問を実施します。また、未
熟児や育児不安、発達障がいの疑いがある子ども
に対して、関係機関と連携し、適宜訪問する等の
支援を行います。 

継続 

４ 
健康診査事後フォロー体制整
備充実 

健康管理システムの活用による乳幼児の全数把握

と成人の要指導、要医療のハイリスク者の定期的

抽出管理を行います。 

継続 

５ 
臨床心理士等専門職の確保・
充実 

１歳６か月児・３歳児健診事後教室における臨床

心理士の相談対応等、高度な住民ニーズに応えら

れる専門職の確保と研修等の充実を図ります。 

継続 
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（２）健康づくり・保健サービスの推進 

障がいのある人もない人も、心身の健康を維持していくことで新たな障がいの発症や重度化を

防ぐことができます。より地域に密着した支援体制を整備していくために、町内の保健委員をは

じめとした関係機関と連携し、研修会等を通じた人材の育成や、相談窓口の充実を推進します。 

また、個々の状態により様々な症状をあらわす気分障がい、不安障がい等のこころの病に対し

て適切な支援を実施できるよう、専門家の協議によって対応する個別ケア会議を実施していきま

す。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 
健康づくり食生活改善推進部
支援事業 

講習会・研修会・料理教室等への協力、援助を行
います。 

継続 

２ 保健委員研修会の充実 
幅広い知識のもとに自主的な活動ができるよう、
研修の充実を図ります。 

継続 

３ 人材育成 

精神障がい者への理解と精神保健福祉ボランティ
アの育成を目的として、精神保健福祉ボランティ
ア講座を開催します。 

継続 

４ 健康相談 

保健師による窓口相談と電話相談、臨床心理士に

よる個別相談、保健所での医師によるこころの相

談を行います。 

継続 

５ 健康教育 

うつ自殺予防に対する知識の普及とともに、自殺

を防ぐためのゲートキーパー養成講座を実施し、

民生委員・保健委員等の参加を促進します。 

継続 

６ 普及啓発 

こころの健康づくりの普及啓発のため、自殺対策
強化月間（３月）における広報の掲載や、おやま
健康フェスタや各地区の体育祭・文化祭における
啓発ポケットティッシュの配布等、広報紙やリー
フレットを活用した普及啓発を行います。 

継続 

７ デイケア 
保健所で「つくし友の会」を月２回開催し、体操
や調理実習などを行います。 

継続 

８ 相談 

保健師が一時的な相談に対応し、ケース会議、精
神保健福祉総合相談、ひきこもり相談等と連携を
取りながら、必要に応じて医療機関や保健所で実
施している高次脳機能障害相談・ひきこもり相談
を紹介します。 

継続 

９ 啓発 

こころの健康づくりの普及啓発のため、自殺対策
強化月間（３月）における広報の掲載や、おやま
健康フェスタや各地区の体育祭・文化祭における
啓発ポケットティッシュの配布等、広報紙やリー
フレットを活用した普及啓発を行います。 

継続 
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（３）障がい者医療とリハビリテーションの充実 

身体障がいや体の不自由な高齢者、子どもの発達に不安を持つ保護者など、様々な人が障がい

への向き合い方に悩みを抱えています。本町では、こうした人々がより身近な地域で必要に応じ

て相談やリハビリテーションに取り組むことができるよう、より小単位で実施できるリハビリ教

室や相談窓口の設置に努めるとともに、地域住民の参加を促進します。 

また地域における医療の充実を図るため、各種医療費の助成事業や、地域で対応できる専門員

を確保するべく、保健師、助産師、看護師等、医療系の資格の取得を目指す人への資金貸与事業

の周知徹底を図るとともに、今後も更なる拡充に努めます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 
地域リハビリテーション事業
の促進 

地域における介護予防教室の開催、高齢者の参加
促進のための支援を行います。 

継続 

２ 
保健所主体による発達訓練指
導事業（すぎのこ教室） 

対象者には教室を紹介し、参加日には保健師も同
行する等しながら、医師相談、心理・言語相談、
リハビリ相談、歯科・栄養相談等を行います。 

継続 

３ 
乳幼児健診事後指導・相談事
業 

心理相談・言語相談や児童相談所乳幼児相談等に
より、支援が必要な場合は医療機関や療育に繋
げ、ことばの遅れや養育等に関する専門的な相談
に対応します。 

継続 

４ こども医療費助成事業 

中学３年生までの医療費無料化を行います。県補

助金の対象者拡大に併せ、高校生までの対象拡大

を検討します。 

拡充 

５ 精神障害者医療費助成事業 

90日以上継続して入院している精神障がい者の保

険診療自己負担分、食事標準負担額の２分の１を

助成します。 

拡充 

６ 自立支援医療 

精神医療においては、精神科通院の自己負担分と
なる３割を１割になるよう助成します。更生医療
においては、必要性を認められた身体障がい者に
対し、医療費の自己負担分の一部の給付を行いま
す。 

継続 

７ 
重度心身障害児（者）医療費
助成事業の継続・拡充 

必要性を認められた重度心身障がい児（者）の医
療費の助成継続、及び対象者を精神障害者保健福
祉手帳所持者まで拡充し、金銭的な負担の軽減に
努めます。 

継続 

８ 保健師等修学資金貸与事業 
保健師、助産師、看護師、理学療法士や作業療法
士の資格を取得するために養成所等で修学する者
に対し、資金の貸与を行います。 

継続 

９ 地域療育支援システムの構築 
自立支援協議会子ども部会として、保健、医療福
祉、教育等の関係者による定期的連絡会の開催と
連携体制の構築を行います。 

継続 

10 障害者自立支援協議会の設置 
関係機関と連携することによる支援体制の強化の
ため、圏域内への自立支援協議会として、御殿
場・小山障害者自立支援協議会を設置します。 

継続 
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６ 生活の安定と自立への支援 

 

■□ 現状と課題 □■ 

地域共生社会の実現のためには、障がいのある方が地域生活へと移行していくだけでなく、そ

の地域社会のなかで役割を持ち、また就労を通じて経済的に自立していくことが重要です。障が

いのある方の一般就労を促進していくためには、雇用する側の企業の理解や職場の同僚・上司の

協力が不可欠となります。 

本町では、教育機関、ハローワーク、企業、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と

連携して各方面に向けて障害者雇用促進法の周知を図り、障がい者雇用に向けた理解と、雇用面

における差別的な扱いの撤廃を推進していきます。また、障がいのある方の受け入れ態勢を整え

ていくとともに、職業能力の開発や職場適応のための訓練など、発達段階に応じて必要な職業教

育を一貫して行える体制の整備に努め、企業での就業中の課題の把握や、企業・関係機関との連

絡調整等、一般就労後も継続して支援を行います。 

また、一般企業などで働くことが困難である場合にも、一人ひとりの状態に応じて日常生活の

場や福祉的就労の場を確保する必要があり、福祉分野と雇用分野の協力は欠かせません。 

今後は、障がいのある方や企業に対してジョブコーチの活用やトライアル雇用制度の活用に関

して情報提供を行うなど、これまでの職業教育等を基盤とした支援だけでなく、就労体験の機会

を拡充するための事業を推進していきます。 

 

■□ 施策の方向と事業の展開 □■ 

６．生活の安定と自立への支援 

 （１）生活安定のための施策の周知 

 （２）一般就労の促進 

 （３）福祉的就労の促進 
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（１）生活安定のための施策の周知 

障がいのある方を支援するための制度は、これまでも法律の改正によって変更・拡大されてお

り、今後も内容の充実が求められますが、一方で現行の制度についても十分に認知されていない

実態があります。今後の支援体制の充実に努めるとともに、各種手当や利用できる福祉サービス

について、周知を徹底していきます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 生活安定施策の周知 
各種手当、年金、税の控除・非課税・減免、公共
料金の割引制度等について、窓口での説明や広報
誌における情報の掲載を通じ、周知を図ります。 

拡充 

２ 
障がい福祉サービスのパンフ

レット作成 

小山町独自の障がい福祉サービスに関するパンフ
レットを作成し、円滑なサービス受給に結び付け
られるように努めます。 

拡充 

 

（２）一般就労の促進 

障がいのある方の雇用機会を拡大するため、公共職業安定所、商工会、障がい者団体、授産施

設等との連携のもと、御殿場・小山障害者自立支援協議会に就労支援部会を設置し、就労への移

行と併せて職場への定着を目指し体制を強化していきます。 

また、行政や商工会との連携により、就学中の職業教育から就労体験の機会の充実、就労移行

支援から就労後の課題解決のために必要な助言・指導等、一貫した支援体制を整備していきます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 障がい者就労支援事業 
就労支援事業所、相談支援事業所、行政と連携
し、職業準備訓練から就職・職場定着に至るまで
の相談・援助を一貫して実施します。 

拡充 

２ 就労支援 

御殿場・小山障害者自立支援協議会の就労支援部
会を通じて公共職業安定所、商工会等の各関係団
体が集まり、障がい者雇用促進に向けた協議を行
い、就労支援に努めます。 

継続 

３ 
雇用及び理解促進啓発パンフ

レットの配布 

事業主の理解と協力を得るため、パンフレットや
ポスターを民間企業や関係団体に配布する等、啓
発活動に努めます。 

拡充 

４ 
作業所連絡会パンフレットに

よる啓発 

御殿場・小山障害者自立支援協議会（作業所連絡

会）により、企業向けＰＲパンフレットの配布を

行い、啓発に努めます。 

拡充 
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（３）福祉的就労の促進 

一般の事業所への就労が困難な場合でも、就労継続支援施設での就労を通じて自立に向けた訓

練と社会参加の場を確保することが重要です。 

本町では施設の運営費の補助を実施し、運営の安定を図ります。また、御殿場・小山障害者自

立支援協議会作業所連絡会による、授産製品の販路拡大と工賃の確保に努めます。 

主な施策 施策の概要 
施策の 
方向 

１ 授産製品の販路拡大事業 

御殿場・小山障害者自立支援協議会作業所連絡会
により、授産製品のパンフレットを作成します。
また、役場本庁に就労支援施設で制作した商品を
販売する無人販売スペースを確保し、拡充及び周
知に努めます。 

拡充 

２ 公共施設内への出店促進事業 
「ワークホーム・アップル」による役場本庁での
カフェと食堂の出張所の設置等、障がい者団体等
による出店の促進を行います。 

継続 
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 第３章  障がい福祉サービスの概要 

１ 障がい福祉サービスに係る法律改正の概要 

 

障害者総合支援法は、障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援するための法律として平成

25年４月に施行され、各種サービスが提供されてきました。 

今回、障がいのある方が自分で思い描いた地域生活を送ることができるよう、生活と就労に重点

を置いた支援の一層の充実や、高齢の障がいのある方による介護保険サービスの円滑な利用の促進、

また、多様化する障がい児支援に係るニーズに対応するための支援体制の拡充を図るとともに、サ

ービスの質の確保・向上のための環境の整備等を推進することを目的として、障害者総合支援法及

び児童福祉法が平成30年４月付で改正されることとなりました。 

 

 

障害者総合支援法・児童福祉法等の一部改正の概要 

 

①地域生活・就労を支援するためのサービスの新設 

○「自立生活援助」一人暮らしへ移行した方の生活上の課題を解決するための支援 

○「就労定着支援」一般就労へ移行した方を対象に助言や企業との連絡調整を行う支援 

○「居宅訪問型児童発達支援」外出の困難な重度の障がい児を対象とした児童発達支援 

②長期入院・施設入所者に対応した支援体制の構築 

○入院中の患者を対象とする、重度訪問介護の訪問先の拡大 

○障がい者・高齢者で継続して対応できる共生型サービスの整備 

③福祉サービスの質の確保・向上のための環境整備 

○事業所と行政の連携による、提供するサービスの内容を公開する仕組みの創設 

○民間法人への業務委託を含む、行政による調査・審査事務の効率化 

④多様化する障がい児支援に係るニーズへのきめ細やかな対応 

○障害児福祉計画の策定 

○外出が困難な重度の障がいを持つ児童への支援体制の整備 

○酸素吸入・経管栄養等の医療的援助を必要とする「医療的ケア児」への対応 

○乳児院・児童養護施設を含む、保育所等訪問支援の対象の拡大 

○児童の成長による補装具の短期交換等、状況に応じた貸与の実施 

 

参考資料：厚生労働省 障害者総合支援法 / 児童福祉法 「法律の概要」、「新旧対照表」 
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２ 障がい福祉サービスの体系 

 

障害者総合支援法に基づくサービスは、全国一律の基準で実施される「自立支援給付」によるサ

ービスと「相談支援」、及び地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により町が実施す

る「地域生活支援事業」によるサービスに大きく分かれています。また、障がい児支援は、「児童福

祉法」に基づき実施されるものです。 

平成30年４月に施行される障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、「自立生活援

助」、「就労定着支援」、「居宅訪問型児童発達支援」が新設されました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 山 町 

障
が
い
者
・
児 

 介護給付  

・居宅介護 訪 ・重度訪問介護 訪 
・同行援護 訪 ・行動援護 訪 
・重度障害者等包括支援 訪 
・短期入所（ショートステイ） 日 
・生活介護 日 ・療養介護 日 
・施設入所支援 居 ・自立生活援助 居 

 訓練等給付  

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 日 
・就労移行支援 日 
・就労定着支援 日 
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 日 
・共同生活援助（グループホーム） 居 

 自立支援医療  

・更生医療 ・育成医療 
・精神通院医療 

 補装具  

自立支援給付 

・計画相談支援 
・地域移行支援、地域定着支援 

相談支援 

 必須事業     任意事業  

・理解促進研修・啓発事業  ・訪問入浴サービス事業 
・自発的活動支援事業  ・日中一時支援事業 
・相談支援事業             等 
・成年後見制度利用支援事業 
・意思疎通支援事業 
・日常生活用具給付等事業 
・手話奉仕員養成研修事業 
・移動支援事業 
・地域活動支援センター事業 

地域生活支援事業 

 障害児通所支援  

・児童発達支援 
・居宅訪問型児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
・保育所等訪問支援 

 障害児相談支援  

・障害児支援利用援助 
・継続障害児支援利用援助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害児入所支援  

・福祉型 
・医療型 

障害児支援 

★専門性の高い相談支援      ★その他広域的事業 
★サービス・相談支援者、指導者の育成  ★その他事業 静 岡 県 

※訪：訪問系サービス 

 日：日中活動系サービス 

 居：居住系サービス 
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 第４章  障害福祉計画に係る成果目標と今後の見込み 

１ 障害福祉計画の成果目標 

 

障害福祉計画においては、障がいのある方の自立と社会参加を支援するという観点から、地域生

活への移行促進や一般就労への移行促進が大きな目標となっています。 

これらの観点に基づき、以下に掲げる項目について、平成32年度を目標年度とした数値目標を設

定します。なお、国及び県の基本指針を踏まえつつ、本町の実情に応じて設定しています。 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

   

【小山町の目標値】 

 数 値 考 え 方 

基準時点での 
入所者数（Ａ） 

34人 平成28年度末時点での入所者 

平成32年度末時点での 
入所者数（Ｂ） 

33人 平成32年度末時点の利用人員の見込み 

【目標値】 
削減見込（Ａ－Ｂ） 

１人 

（削減率：2.9％） 
差引減少見込数 

【目標値】 
地域生活移行者数 

２人 

（移行率：5.9％） 

平成32年度末までに、福祉施設から地域生活へ移
行する者の数 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

【小山町の目標値】 

 数 値 考 え 方 

整備箇所数 圏域で１箇所 
御殿場・小山障害者自立支援協議会を協議の場と

して位置づける 

  

【国の第５期計画の方針】 

○ 施設入所者数の削減 ：平成 32年度末時点で、平成 28年度末時点の施設入所者の 

２％以上を削減 

○  施設入所者の地域移行：平成 32年度末時点で、平成 28年度末時点の施設入所者の 

９％以上を地域生活へ移行 

【国の第５期計画の方針】 

○ 協議の場の設置：平成 32年度末までに、各市町村又は各圏域に協議会やその専門部会 

など保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置する 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 

 

【小山町の目標値】 

 数 値 考 え 方 

整備箇所数 圏域で１箇所 町単独での設置は困難なため、圏域にて設置 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行 

就労移行支援事業等を通じて平成32年度までに福祉施設の利用者のうち一般就労へ移行する障

がいのある方の数値目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

【小山町の目標値】 

① 福祉施設から一般就労への移行 

 数 値 考 え 方 

平成28年度の 
年間移行者数 

０人 
平成28年度に福祉施設から一般就労へ移行した
者の実績 

【目標値】 
平成32年度の 

一般就労移行者数 
２人 

平成32年度に福祉施設を退所し、一般就労へ移
行する者の数 

② 就労移行支援利用者数の増加 

 数 値 考 え 方 

平成28年度の 
年間利用者数 

４人 平成28年度の就労移行支援利用者の実績 

【目標値】 
平成32年度の 
年間利用者数 

３人 平成32年度の就労移行支援利用者の数 

  

【国の第５期計画の方針】 

○ 平成 32年度末までに、障がい者の地域生活を支援する拠点等を各市町村又は各圏域に 

少なくとも１つを整備 

【国の第５期計画の方針】 

○ 福祉施設から一般就労への移行：平成 28年度実績の 1.5倍以上 

○ 就労移行支援利用者数の増加：平成 32年度末時点で平成 28年度末の実績から２割以上増加 

○ 就労移行率の高い就労移行支援事業所の増加：平成 32年度末までに、利用者の就労移行率 

が３割以上の事業所を全体の５割以上に 

○ 就労定着率の安定：各年度における就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率を80％に 
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２ 障がい福祉サービスの見込量 

 

サービスごとに、各年度における福祉サービス等の必要な量の見込み（月間サービス提供量）、福

祉サービス等の種類ごとの見込値確保のための方策、福祉サービス等の事業を行う者の確保に関す

る計画等を定めます。※第４期の実績値のうち、平成29年度は見込み値となります。 

Ⅰ.自立支援給付 

ⅰ）介護給付 

（１） 訪問系 

① 居宅介護（ホームヘルプ） 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護など生活全般にわたる援助を行います。 

② 重度訪問介護 

重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護や、外出

時の補助を行います。 

③ 同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に対し、外出時における必要な視覚的情

報の支援（代筆・代読を含む）、移動の援護、排せつ、食事等の介護などを行います。 

④ 行動援護 

自己判断能力が制限されている人が行動する際に生じる危険を回避するための必要な援護、

外出時における移動中の介護などを行います。 

⑤ 重度障害者等包括支援 

介護の必要の程度が著しく高いと認められた人に、居宅介護などの障がい福祉サービスを

包括的に行います。 

■ 実績と見込値                     （上段：時間分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用時間分 119(199) 130(199) 270(210) 524 524 524 

利用者数 14(17) 13(17)  14(18) 17 17 17 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用時間分、利用者数ともに、実績値が当初の見込みを下回っています。 

●●今後の見込み●● 

入所施設、病院からの地域移行の促進に伴い、今後各サービスの利用者も増加していくもの

と思われます。増大するニーズに対応できる提供体制を整備するとともに、サービスの質の向

上を図ります。  
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（２） 日中活動系 

① 短期入所（ショートステイ） 

居宅で介護している介護者の疾病やその他の理由で、障がい者支援施設等への短期間の入

所を必要とする人に、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を提供します。 

■ 実績と見込値                      （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

福祉型 
利用人日分 59(48) 15(48) 82(48) 154 154 154 

利用者数 11(8) 7(8) 15(8) 22 22 22 

医療型 
利用人日分 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 

利用者数 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 

＜ 前計画の検証 ＞ 

福祉型は利用人日分、利用者数ともに、平成27年度では実績値が見込値を上回っていますが、

施設入所等により短期入所の利用を中止した方がいるため、平成28年度では大きく減少してい

ます。医療型は見込値の通り、利用はありませんでした。 

●●今後の見込み●● 

居宅での介護を支援するため、今後も事業者と連携してサービスの質の向上に努めます。医

療型の短期入所についても、利用の要望があった際には対応できる体制を構築していきます。 

 

② 生活介護 

常に介護を必要とする人に、事業所において、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支

援や、生産活動や創作的活動の機会を提供します。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分 775(836) 762(836) 820(858)  902 902 902 

利用者数 36(38) 36(38) 38(29)  41 41 41 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用人日分、利用者数ともに、実績値が見込値を下回っています。 

●●今後の見込み●● 

地域生活への移行促進に合わせ、利用者が増加する見込みです。利用者の希望に応じて過不

足なくサービスを提供できる体制を維持しつつ、専門員の技術向上を図ります 
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③ 療養介護 

医療的ケアと常時の介護を必要とする人に、病院等への入院による医学的管理の下、食

事・入浴等の介護の提供、日常生活上の世話及び機能訓練等を実施します。 

■ 実績と見込値                            （単位：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 1(1) 1(1)    1(1) 1 1 1 

＜ 前計画の検証 ＞ 

見込値の通り実績がありました。 

●●今後の見込み●● 

長期入院から地域生活へ移行するための足掛かりとして、今後も体制の維持に努めます。  
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（３） 居住系 

① 施設入所支援 

施設に入所する人に、主に夜間等における入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関す

る相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 

■ 実績と見込値                            （単位：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 32(32) 34(32)    34(34) 35 33 33 

＜ 前計画の検証 ＞ 

平成27年度では見込値の通りとなっており、平成28年度では実績値が見込値を上回っていま

す。内訳として、平成27年度では町内施設６人、町外施設26人、平成28年度では町内施設８人、

町外施設26人となっています。 

●●今後の見込み●● 

地域生活への移行を目標としつつ、本人の意向を尊重しながらサービスを提供していきます。 

 

② 自立生活援助【第５期新規サービス】 

施設やグループホームから一人暮らしへ移行した方を対象に、定期的に居宅を訪問し、食

事、洗濯、掃除などの生活面での課題、公共料金や家賃の滞納、体調の変化や地域住民との

関係といった生活状況を確認し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 

■ 実績と見込値                           （単位：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数    0 1 1 

●●今後の見込み●● 

第５期計画から新たに設置されるサービスです。 

関係機関・事業者等と連携して今後のサービス提供体制を検討していきます。 
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ⅱ）訓練等給付 

（１） 日中活動系 

① 自立訓練（機能訓練） 

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、身体障がいのある方に、定められ

た期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等を行います。具体的には、理学療法

や作業療法等のリハビリテーション、日常生活上の相談支援等を実施します。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分 23(0) 0(0)  0(0) 0 0 0 

利用者数 1(0) 0(0)     0(0) 0 0 0 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用人日分、利用者数ともに、平成27年度では実績値が見込値を上回り、平成28年度では見

込値の通り、利用はありませんでした。 

●●今後の見込み●● 

利用の要望があった際には対応できるよう、体制の維持に努めます。 

 

② 自立訓練（生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、知的障がい又は精神障がいのある

方に、定められた期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等を行います。具体的

には、食事・入浴・排せつ及び家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上

の相談支援等を実施します。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分 46(22) 40(22)   40(0) 44 0 0 

利用者数 2(1) 2(1)    2(0) 2 0 0 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用人日分、利用者数ともに、実績値が見込値を上回っています。 

●●今後の見込み●● 

利用の要望があった際には対応できるよう、体制の維持に努めます。 
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③ 就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、定められた期間、事業所における作業や企業におけ

る実習、適性に合った職場探し等、就労・職場定着のために必要な訓練、相談等の支援を行

います。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分 131(18) 157(54) 138(72) 88 66 66 

利用者数 6(1) 7(3)     8(4) 4 3 3 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用人日分、利用者数ともに、実績値が見込値を上回っていますが、町内に就労移行支援施

設はないため、実績値は町外施設の利用者になります。 

●●今後の見込み●● 

一般就労への移行促進に向けてサービスの充実に努めますが、平成29年度時点での利用希望

者数を勘案して、これまでの実績よりも少なく見込んでいます。 

 

④ 就労定着支援【第５期新規サービス】 

一般就労へ移行した障がいのある方との相談を通じて、生活リズム、家計や体調の管理な

ど、生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整や課題解決のための

指導・助言等の支援を行います。 

■ 実績と見込値                            （単位：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数    0 0 1 

●●今後の見込み●● 

第５期計画から新たに設置されるサービスです。 

事業者と連携を図りつつ、圏域で対応できるよう協議を進めます。 
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⑤ 就労継続支援Ａ型（雇用型） 

一般企業等に雇用されることが困難な場合に、継続的な就労が可能な人に対し、雇用契約に基

づき、生産活動の機会の提供、及び就労に必要な知識や能力の向上のための訓練等、支援を行い

ます。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分 170(144) 129(144)   180(162) 220 220 220 

利用者数 7(8) 6(8)    8(9) 10 10 10 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用人日分は、平成27年度では実績値が見込値を上回っていますが、平成28年度では下回っ

ています。利用者数は、実績値が見込値を下回っています。 

町内に就労継続支援（Ａ型）の施設はないため、実績値は町外施設の利用者になります。 

●●今後の見込み●● 

事業者のほか、特別支援学校やハローワーク等との連携を強化し、町内の雇用機会の拡充に

努めます。 

 

⑥ 就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な場合で、就労経験があって年齢や体力の面で雇用

されることが困難となった人や、就労移行支援事業を利用した結果Ｂ型の利用が適当と認め

られた人等に対し、雇用契約は締結しないで、生産活動の機会の提供、及び就労に必要な知

識や能力の向上のための訓練等、支援を行います。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分 796(720) 683(756) 863(756) 924 924 924 

利用者数 35(40) 37(42)   40(42) 42 42 42 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用人日分は、平成27年度では実績値が見込値を上回っていますが、平成28年度では下回っ

ています。利用者数は、実績値が見込値を下回っています。 

●●今後の見込み●● 

利用者の状況によって１人あたりの利用日数も大きく異なりますが、個々のケースに応じて

過不足なくサービスを提供できるよう努めます。 

  



 

52 

 

（２） 居住系 

① 共同生活援助（グループホーム） 

地域で共同生活を営む人に、主に夜間において、共同生活を営む住居で、相談や日常生活

上の援助を行います。 

■ 実績と見込値                            （単位：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 11(10) 14(11)  12(11) 12 12 12 

＜ 前計画の検証 ＞ 

実績値が見込値を上回っています。町内のグループホームは１か所で、利用者数は３名です。

それ以外の実績は町外施設の利用者となります。 

●●今後の見込み●● 

町内のグループホームの利用状況は未だに少ない状態となっているため、より多くの利用者

を受け入れられるよう、事業者と協議していきます。 
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（３） 相談支援 

① 指定計画相談支援［平成27年４月からすべての支給決定に必須］ 

障がい福祉サービス及び地域相談支援を適切に利用できるように、サービス等利用計画を

作成し、サービス提供事業者等との連絡調整等を行います。 

② 指定地域相談支援（地域移行支援） 

施設に入所している障がいのある方又は精神科病院に入院している精神障がいのある方に、

住居の確保など地域生活に移行するための活動に関する相談を行います。 

③ 指定地域相談支援（地域定着支援） 

居宅において単身で生活する障がいのある方、又は同居している家族等による支援を受け

られない方のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の

支援体制が必要と見込まれる方に、常時の連絡体制を確保し、相談や緊急時の対応等を行い

ます 

■ 実績と見込値                             （単位：人） 

年間利用者数 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

計画相談支援 110(104) 111(109) 109(111) 111 112 112 

地域移行支援 0(0) 0(0)     0(0) 0 2 2 

地域定着支援 0(0)  0(0)     0(0) 0 0 1 

＜ 前計画の検証 ＞ 

計画相談支援は、実績値が見込値を上回っています。地域移行支援、地域定着支援は、見込

値の通り利用はありませんでした。 

●●今後の見込み●● 

圏域全体で相談支援事業者が減少しており、特に地域定着支援の実施は見込みが立たない状

況です。社会福祉協議会や自立支援協議会等、関係機関と協議を進め、今後の提供体制につい

て検討していきます。 
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Ⅱ.地域生活支援事業 

（１） 理解促進研修・啓発事業（必須事業） 

障がいのある方等が日常生活や社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、御

殿場・小山障害者自立支援協議会と社会福祉協議会が連携し、障害者週間基調講演会を開催して

います。今後も近隣市町との連携を強化し、事業の拡大に努めます。 

 

（２） 自発的活動支援事業（必須事業） 

障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障がいのある方やそ

の家族、地域住民による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現

を図ります。 

 

（３） 相談支援事業（必須事業） 

① 障害者相談支援事業 

障がいのある方や障がいのある方の家族等の様々な相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福

祉サービスの利用支援、権利擁護のために必要な援助等を行います。 

② 基幹相談支援センター等機能強化事業 

基幹相談支援センターとは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として相談支援

に関する業務とともに、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関の連携の支援を総合的

に行うことを目的としたものです。 

障がいの種類にかかわらず対応できる幅広い知識を備えた相談員や、障がい別による専門性の

高い相談にも対応できる相談員の育成のため、県や関係機関等で実施する研修会等への積極的な

参加促進を図ります。 

③ 住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているにもかかわらず、保証人がいない等の理由に

より入居が困難な障がいのある方に対して、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家

主等への相談・助言を通じて障がいのある方等の地域生活を支援する事業です。 
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■ 実績と見込値  

① 障害者相談支援事業                          （単位：箇所） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 4(4) 4(4)     4(4) 4 4 4 

② 基幹相談支援センター等機能強化事業                  （単位：箇所） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 有(有) 有(有)  有（有） 有 有 有 

＜ 前計画の検証 ＞ 

見込値の通り実績がありました。 

●●今後の見込み●● 

個々のケースに応じた支援を実現するため、今後も体制を維持するとともに、相談員のスキ

ルアップのための支援を継続していきます。 

 

（４） 成年後見制度利用支援事業（必須事業） 

成年後見制度が必要であると認められる知的障がいのある方又は精神障がいのある方に対し、

申し立てに要する経費を助成します。 

■ 実績と見込値                             （単位：件） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

年間利用件数 無(有) 無(有)  無(有) 有 有 有 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用の申請がなかったため、実績はありません。 

●●今後の見込み●● 

今後サービスの周知を図るとともに、利用希望者に対応できる体制の維持に努めます。 
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（５） 意思疎通支援事業（必須事業） 

聴覚や言語機能、音声機能、視覚その他の障がいや難病のため意思疎通を図ることに支障があ

る方に、手話通訳者や要約筆記者等の派遣等を行います。 

■ 実績と見込値                             （単位：人） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

年間利用者数 3(3) 3(3) 3(3) 5 5 5 

＜ 前計画の検証 ＞ 

見込値の通り実績がありました。 

●●今後の見込み●● 

個人だけでなく、事業所やハローワーク等からも利用希望者が増えてきています。より正確

な意思疎通支援を行えるよう、社会福祉協議会や関係機関と連携してボランティアの養成や支

援の充実を図ります。 
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（６） 日常生活用具給付等事業（必須事業） 

当該用具を必要とする方に対し、自立生活支援用具等、日常生活用具の給付又は貸与を行いま

す。 

① 介護・訓練支援用具 

身体障がいのある方等に対し、特殊寝台・特殊マット・特殊尿器等、介護・訓練支援用具
の給付又は貸与を行います。 

② 自立生活支援用具 

身体障がい、視覚障がい、聴覚障がいのある方等に対し、入浴補助用具・電磁調理器・聴
覚障がい者用屋内信号装置等、自立生活支援用具の給付又は貸与を行います。 

③ 在宅療養等支援用具 

機能障がいのある方等に対し、透析液加温器、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器
等、在宅療養等支援用具の給付又は貸与を行います。 

④ 情報・意思疎通支援用具 

視覚障がい、聴覚障がい、言語障がいのある方等に対し、携帯用会話補助装置、点字器、
聴覚障がい者用通信装置等、情報・意思疎通支援用具の給付又は貸与を行います。 

⑤ 排泄管理支援用具 

ストーマ造設者、排便機能障がいのある方等に対し、ストーマ装具、紙おむつ、収尿器等、
排泄管理支援用具の給付又は貸与を行います。 

⑥ 居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 

身体障がいのある方等に対し、住宅改修費の給付又は貸与を行います。 

■ 実績と見込値                             （単位：件） 

年給付・貸与件数 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

① 介護・訓練支援用具 0(1) 1(1)   0(1) 1 1 1 

② 自立生活支援用具 2(2) 2(2)   2(2) 2 2 2 

③ 在宅療養等支援用具 1(2) 2(2)  2(2) 2 2 2 

④ 情報・意思疎通支援用具 2(2) 2(2)   2(2) 2 2 2 

⑤ 排泄管理支援用具 350(370) 298(370) 381(370) 410 410 410 

⑥ 
居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
0(1) 1(1)  2(1) 3 3 3 

＜ 前計画の検証 ＞ 

介護・訓練支援用具、在宅療養等支援用具、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）は、平成

27年度では見込値を下回りましたが、平成28年度では見込値の通り実績がありました。自立生

活支援用具、情報・意思疎通支援用具は、見込値の通り実績がありました。排泄管理支援用具

は、実績値が見込値を下回っています。 

●●今後の見込み●● 

ストーマ装具、紙おむつ等の支給が多くなっており、今後も継続して利用されるものと見込

んでいます。その他の用具に関しても、給付・貸与の基準について周知し、用具を必要とする

方に不足なく提供できる体制を整備します。  



 

58 

 

（７） 手話奉仕員養成研修事業（必須事業） 

聴覚障がいのある方との交流促進、支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習

得した手話奉仕員の養成研修を行います。小山町では、御殿場市・裾野市との２市１町で合同開

催しています。 

■ 実績と見込値                       （上段：箇所、下段：人） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 1(1) 1(1)     1(1) 1 1 1 

年間利用者数 2(4) 4(4)     3(4) 4 4 4 

＜ 前計画の検証 ＞ 

実施箇所数は、見込値の通り実績がありました。利用者数は、平成27年度では実績値が見込

値を下回っていましたが、平成28年度では見込み通りの実績がありました。 

●●今後の見込み●● 

現状の利用者は継続的に参加している方がほとんどですが、今後新たな利用者を取り入れる

ため、研修内容の充実と周知に努めます。 

 

（８） 移動支援事業（必須事業） 

外出時における屋外での移動が困難で、支援が必要であると小山町が認めた障がいのある方等

に、公共交通機関を利用した外出時の同行支援を行います。 

■ 実績と見込値                       （上段：時間、下段：人） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

年延べ利用時間 560(650) 131(650) 121(650) 110 110 110 

年間利用者数 5(6) 3(6)     3(6) 3 3 3 

＜ 前計画の検証 ＞ 

重度の上下肢身体障がい、聴覚・視覚障がいのある方等が利用しました。これまで月平均32

時間ほど継続利用されていた方が、平成27年度で利用を中止されたため、平成28年度は利用時

間の実績値が大幅に減少しています。 

●●今後の見込み●● 

個々の障がいの状況によって利用時間は前後しますが、車椅子での散歩や公共交通機関を利

用した遠出の付き添いなど、多様なケースに対応し利用者の増加に努めます。 
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（９） 地域活動支援センター事業（必須事業） 

障がいのある方等を通わせ、地域の実情に応じて創作的活動・生産活動の機会の提供、社会と

の交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化して、障がいのある方

等の地域生活支援の促進を図ります。 

① 基礎的事業 

地域生活・日中活動の拠点として、通所する障がいのある方に対し、創作的活動・生産活

動の機会の提供等を支援します。利用者のニーズに対応した日中活動を支援するため、駿

東・田方圏域内の地域活動支援センターも利用できるように努めます。 

② 機能強化事業 

基礎的事業に加えて、在宅で支援を必要としている障がいのある方を対象に、機能訓練や

社会適応訓練、訪問入浴サービスを実施します。 

■ 実績と見込値                       （上段：箇所、下段：人） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

町内 
実施箇所数 1(1) 1(1)     1(20)   1 1 1 

年間利用者数 22(20) 22(20) 23(20)  24 24 24 

他市町 
実施箇所数 2(2) 2(2)      2(2)    2 2 2 

年間利用者数 17(19) 17(19)   18(19) 19 19 19 

＜ 前計画の検証 ＞ 

町内では、実施箇所数は見込値の通りとなっていますが、利用者数は実績値が見込値を上回

っています。他市町では、実施箇所数は見込値の通りとなっていますが、利用者数は実績値が

見込値を下回っています。 

●●今後の見込み●● 

日中活動及び相談支援事業の中心として、継続して利用する方が多くなっています。今後は

関係団体、事業者との連携を強化し、より身近な地域の事業所として機能の充実を図ります。 
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（10） 任意事業 

① 訪問入浴サービス事業 

身体障がいのある方の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、浴槽のある車両

で居宅に伺い入浴を援助するサービスを提供します。 

■ 実績と見込値                       （上段：箇所、下段：人） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 1(1) 1(1)    1(1) 1 1 1 

年間利用者数 2(2) 2(2)  2(2) 2 2 2 

＜ 前計画の検証 ＞ 

実施箇所数、利用者数ともに、見込値の通り実績がありました。 

●●今後の見込み●● 

今後も現状の維持に努めます。 

 

② 日中一時支援事業 

障がいのある方等の日中における活動の場を確保し、障がいのある方等の家族の就労支援

及び日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。 

■ 実績と見込値                       （上段：箇所、下段：人） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実施箇所数 10(9) 10(9)   10(9) 10 10 10 

年間利用者数 27(40) 25(40)  28(40) 30 30 30 

＜ 前計画の検証 ＞ 

実施箇所数は、実績値が見込値を上回りましたが、利用者数は、実績値が見込値を下回って

います。 

●●今後の見込み●● 

サービス提供事業者が増加しましたが、利用が分散しており、利用者の総数は少ない状況で

す。今後は各事業所のサービスの質の向上を図り、利用者の増加に繋げていきます。 
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 第５章  障害児福祉計画に係る成果目標と今後の見込み 

１ 障害児福祉計画の成果目標 

 

新たに策定される障害児福祉計画の目的は、多様化する障がい児支援のニーズに対応する相談体

制を構築し、より一層のサービスの拡充を図るほか、提供されるサービスの質の確保・向上のため

に、事業所の設置や多分野の関係機関が協議する場の確保等について、具体的に数値目標として設

定し取り組みを推進することにあります。 

 

（１）障がい児支援の提供体制の整備等 

 

【小山町の目標値】 

① 児童発達支援センターの整備 

 数 値 考 え 方 

整備箇所数 圏域で１箇所 町単独での設置は困難なため、圏域にて設置 

② 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

 数 値 考 え 方 

体制の構築 １箇所 
現在小山町内で１箇所設置、近隣からの派遣で対
応 

③ 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整備 

 数 値 考 え 方 

整備箇所数 圏域で１箇所 町単独での設置は困難なため、圏域にて設置 

④ 保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場の整備 

 数 値 考 え 方 

整備箇所数 圏域で１箇所 町単独での設置は困難なため、圏域にて設置 

【国の障害児福祉計画の方針】 

○ 児童発達支援センターの整備： 

平成32年度末までに、各市町村又は各圏域に１箇所以上設置 

○ 保育所等訪問支援の充実： 

平成32年度末までに、各市町村において利用できる体制を構築 

○ 重症心身障害児を支援する事業所の確保： 

平成32年度末までに、各市町村又は各圏域に支援できる体制を整備した児童発達支援 

事業所・放課後等デイサービス事業所を１箇所以上設置 

○ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の整備： 

平成30年度末までに、各市町村又は各圏域に保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の 

関係機関が連携を図るための協議の場を１箇所以上設置 
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２ 障がい児支援サービスの見込量 

 

サービスごとに、各年度における福祉サービス等の必要な量の見込み（月間サービス提供量）、福

祉サービス等の種類ごとの見込値確保のための方策、福祉サービス等の事業を行う者の確保に関す

る計画等を定めます。※第４期の実績値のうち、平成29年度は見込みとなります。 

 

（１） 児童発達支援 

児童発達支援事業所や児童発達支援センターにおいて、主に未就学の障がいのある児童又はそ

の可能性のある児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練等を行います。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分 99(156) 133(208) 101(234) 80 80 80 

利用者数 9(12) 8(16)   7(18) 5 5 5 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用人日分、利用者数ともに、実績値が見込値を下回っています。 

●●今後の見込み●● 

保健福祉団体や事業者との連携を強化し、発達障がいを含む障がいや成育上の課題の早期発

見とその後の支援体制の充実に努めます。 

 

（２） 居宅訪問型児童発達支援【第５期新規サービス】 

重度の障がい等により外出が著しく困難な児童を対象に、居宅を訪問し日常生活における基本

的な動作の指導や知識技能の付与等の支援を行います。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分    0 0 0 

利用者数    0 0 0 

●●今後の見込み●● 

現在、対象となる児童は町内にはいませんが、今後利用希望者が現れた時のため、事業者と

協議を重ねながら圏域での対応を検討していきます。 
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（３） 放課後等デイサービス 

就学中の障がいのある児童を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上

のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって自立を促進するとともに、

放課後等の居場所づくりを推進します。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分 195(182) 288(234) 298(286) 320 320 320 

利用者数 15(14) 19(18)   19(18) 20 20 20 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用人日分、利用者数ともに、実績値が見込値を上回っています。 

●●今後の見込み●● 

今後も利用者及び１人当たりの利用日数の増加を見込んでいます。成果目標となる重度心身

障がい児への対応を含め、事業者や近隣市町と協議を進めていきます。 

 

（４） 保育所等訪問支援 

障がいのある児童の通う保育所等を定期的に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援

を行います。 

■ 実績と見込値                     （上段：人日分、下段：人分） 

月平均 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人日分 2(4) 0(4) 0(6)  0 0 0 

利用者数 1(2) 0(2) 0(3)  0 0 0 

＜ 前計画の検証 ＞ 

利用人日分、利用者数ともに、平成27年度では実績値が見込値を下回り、平成28年度では利

用者がありませんでした。 

●●今後の見込み●● 

近隣市町の事業者から専門員が訪問に向かうため、定期的な訪問が困難な状況です。今後、

圏域で協議を重ね実施体制の充実に努めます。 
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（５） 障害児相談支援 

① 障害児支援利用援助 

障害児通所支援の利用手続きにおいて、障がいのある児童の心身の状況や環境、障がいのある

児童、又は保護者の意向などを踏まえて、障害児支援利用計画案の作成を行います。 

利用するサービスの決定に伴い、事業者等との連絡調整・決定内容に基づく障害児支援利

用計画に計画案の内容を反映します。 

② 継続障害児支援利用援助 

障害児通所支援について、利用状況等を定期的に精査してその内容が適切かどうかを検証

し、障害児支援利用計画の見直し（モニタリング）を行います。また、モニタリングの結果

に基づき、計画の変更申請等を勧奨します。 

■ 実績と見込値                             （単位：人） 

 
実 績 値(計画値) 見 込 値 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

年間利用者数 33(28) 27(36)   26(44) 25 25 25 

＜ 前計画の検証 ＞ 

平成27年度では実績値が見込値を上回っていましたが、平成28年度では下回っています。 

●●今後の見込み●● 

利用計画をセルフプランで対応している方もいるため、障がいの早期発見から専門員による

計画案の作成、モニタリングの活用へと繋げていきます。 
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 第６章  計画の推進に向けて 

１ 推進体制の整備 

 

（１）庁内における推進体制 

障がいのある方が充実した地域生活を送られるよう、保健・教育・医療のほか、雇用や就労、

まちづくり等、様々な観点から事業を実施していきます。これらの事業・施策を総合的に推進し

ていくために、関係各課と連携し、計画推進のための体制を確立するとともに、相互に情報を共

有することで町の職員の障がい福祉に対する正しい理解を促し、求められる合理的配慮について

意識の浸透を図ります。 

 

（２）地域住民の参画 

計画における事業・施策の推進のためには医療機関や学校だけにとどまらず、地域の障がい者

団体、ボランティア団体を含む地域住民との協働による実施が重要になります。本町では民生委

員・児童委員協議会、ボランティア団体、ＮＰＯ法人等の活動を支援し、地域住民の障がいや障

がいがある人への理解を深めるとともに、講演や講習会等、地域住民が参画できる機会を充実さ

せ、障がいの有無にかかわらず、町民一人ひとりによって支えられる福祉制度を強化していきま

す。 

 

（３）国・県・圏域との連携 

本計画は本町における障がい福祉のための事業・施策の推進の方針を定めるものですが、障が

いのある方に対する福祉事業・施策は近隣市町との協働による取り組みが多く、その財源の多く

は国や県の負担で成り立っています。 

本町では駿東田方圏域自立支援協議会を通じて福祉サービスの実施体制について協議するとと

もに、地域における課題等を共有し、町単独では対応が困難なケースや広域での取り組みが求め

られる問題について対応を検討します。 

また、国への財源確保を要望し、住民から寄せられた声や町の実情を県へ上申するとともに、

地域生活支援事業の充実と現行の制度では対応できない人々への支援の方策について協議を進め

ます。 
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２ 計画の点検・評価方法 

 

本計画の効果的な推進のため、ＰＤＣＡサイクルに基づき、各年度において障害者計画推進委員

会を開催し、福祉サービスの見込量や成果目標の達成状況等、計画の進捗状況の点検を行います。

また、実績や課題を把握し必要に応じて新たな事業の実施を関係機関と検討します。 

また計画の期間中も国や県の動向に注視し、社会情勢の変化や施策の有効性について評価を行い、

より効果的な計画となるよう、臨機応変に見直しを検討します。 

 


