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ねん

３月
がつ

 

大
おお

 田
た

 区
く

 

ⓒ大田区 

この冊子
さ っ し

は音声
おんせい

コード
こ ー ど

付
つ

きです。 

右
みぎ

のマーク
ま ー く

が音声
おんせい

コード
こ ー ど

で、コード
こ ー ど

の位置
い ち

を示
しめ

すために切
き

り込
こ

みを入
い

れています。 

専用
せんよう

の読
よ

み上
あ

げ装置
そ う ち

を使用
し よ う

して読
よ

み取
と

ることで、音声
おんせい

で内容
ないよう

を聞
き

き取
と

ることができます。 
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第
だい

１章
しょう

 調査
ちょうさ

の概要
がいよう

 

 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

 

障
しょう

がい者
しゃ

の増加
ぞ う か

や高齢化
こ う れ いか

、新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

の影響
えいきょう

等
とう

により、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する支援
し え ん

のニーズ
に ー ず

は多様化
た よ う か

・複雑化
ふ く ざつか

しています。区
く

は、おおた障
しょう

がい施策
し さ く

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

において包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

及
およ

び地域力
ちいきりょく

による支援
し え ん

と共生
きょうせい

の地域
ち い き

づくりを掲
かか

げ、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を推進
すいしん

しているところですが、次期
じ き

「おおた障
しょう

がい

施策
し さ く

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

(大田区
お お た く

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

、第
だい

7期
き

大田区
お お た く

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

、第
だい

3期
き

大田区
お お た く

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

、大
おお

田
た

区
く

発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい児
じ

・者
しゃ

支援
し え ん

計画
けいかく

)」の策定
さくてい

にあたり、障
しょう

がい者
しゃ

を取
と

り巻
ま

く状況
じょうきょう

や課題
か だ い

等
とう

に関
かん

する最新
さいしん

の情報
じょうほう

を

把握
は あ く

する必要
ひつよう

があります。区内
く な い

全域
ぜんいき

に調査
ちょうさ

を行
おこな

い、障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

状況
じょうきょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の利用
り よ う

状況
じょうきょう

及
およ

びサービス
さ ー び す

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の実態
じったい

等
とう

を把握
は あ く

するとともに、地域
ち い き

ごとの課題
か だ い

や障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

を分析
ぶんせき

することで、より効果的
こ う か て き

な計画
けいかく

策定
さくてい

のための基礎
き そ

資料
しりょう

を得
え

ることを目的
もくてき

として、大田区障
おおた く し ょ う

が

い者
しゃ

実態
じったい

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 
 
 

 調査
ちょうさ

実施
じ っ し

概要
がいよう

 

 調査
ちょうさ

対象
たいしょう

 

区内
く な い

在住
ざいじゅう

の障
しょう

がい者
しゃ

、区内
く な い

でサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

している事業所
じぎょうしょ

を対象
たいしょう

に調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 
 

調査
ちょうさ

種別
しゅべつ

 抽出数
ちゅうしゅつすう

 

①18歳
さい

以上
いじょう

調査
ちょうさ

 4,500 件
けん

 

②18歳
さい

未満
み ま ん

調査
ちょうさ

 1,500 件
けん

 

③サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 200 件
けん

 

合計
ごうけい

 6,200 件
けん

 

※詳細
しょうさい

な抽
ちゅう

出
しゅつ

方法
ほうほう

については報告書
ほうこくしょ

本編
ほんぺん

参照
さんしょう

 
 
 

 調査
ちょうさ

方法
ほうほう

 

郵送
ゆうそう

発送
はっそう

、郵送
ゆうそう

及
およ

びインターネット
い ん た ー ね っ と

による回答
かいとう

 
 
 

 調査
ちょうさ

期間
き か ん

 

令和
れ い わ

４年
ねん

11月
がつ

２日
か

（水
すい

）～11月
がつ

25日
にち

（金
きん

） 
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 回収
かいしゅう

結果
け っ か

 
 

調査
ちょうさ

種別
しゅべつ

 有効
ゆうこう

調査数
ちょうさすう

 有効
ゆうこう

回答数
かいとうすう

 無効
む こ う

回答数
かいとうすう

 回収率
かいしゅうりつ

 

①18歳
さい

以上
いじょう

調査
ちょうさ

 4,434 件
けん

 2,144 件
けん

 25 件
けん

 48.9 ％ 

②18歳
さい

未満
み ま ん

調査
ちょうさ

 1,483 件
けん

 713 件
けん

 6 件
けん

 48.5 ％ 

③サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 199 件
けん

 136 件
けん

 2 件
けん

 69.3 ％ 

合計
ごうけい

 6,116 件
けん

 2,993 件
けん

 33 件
けん

 49.5 ％ 

※6,200件
けん

発送
はっそう

のうち、84件
けん

が宛
あて

先不明
さ きふめい

。戻分
もどりぶん

は回収率
かいしゅうりつ

算出
さんしゅつ

の分母
ぶ ん ぼ

から除
のぞ

いています。 

 
  

 調査
ちょうさ

結果
け っ か

の見方
み か た

 
 

各設問
かくせつもん

における分析
ぶんせき

にあたっては、障
しょう

がいの特性
とくせい

を踏
ふ

まえるため、以下
い か

の分類
ぶんるい

により行
おこな

いました。略称
りゃくしょう

については、分類
ぶんるい

自体
じ た い

が回答者
かいとうしゃ

の回答
かいとう

に基
もと

づくものでもあり、困
こま

りごとなど共通
きょうつう

した傾向
けいこう

が見
み

られやすい

と思
おも

われる枠組
わ く ぐ

みとしてつけたものですので、一般的
いっぱんてき

な、身体障
しんたいしょう

がい、知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい等
とう

と完全
かんぜん

に重
かさ

なるものではありません。また、各分類
かくぶんるい

において重複
ちょうふく

が発
はっ

生
せい

しうることに留意
りゅうい

が必要
ひつよう

です。 
 

略称
りゃくしょう

 分類
ぶんるい

方法
ほうほう

 

［身体
しんたい

］ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を持
も

っていると回答
かいとう

した方
かた

 

［知的
ち て き

］ 愛
あい

の手帳
てちょう

を持
も

っていると回答
かいとう

した方
かた

 

［精神
せいしん

］ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

または自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

を持
も

っていると回答
かいとう

した方
かた

 

［難病
なんびょう

］ 特定
とくてい

医療費
い り ょ う ひ

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

を持
も

っていると回答
かいとう

した方
かた

 

［発達
はったつ

］ 発達障
はったつしょう

がいを手帳
てちょう

等
とう

の取得
しゅとく

のきっかけと回答
かいとう

した方
かた

 

［高次
こ う じ

］ 高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がいを手帳
てちょう

等
とう

の取得
しゅとく

のきっかけと回答
かいとう

した方
かた

 

［視覚
し か く

］ 視覚障
しかくしょう

がいを手帳
てちょう

等
とう

の取得
しゅとく

のきっかけと回答
かいとう

した方
かた

 

［聴覚
ちょうかく

］ 聴覚
ちょうかく

・平
へい

衡
こう

機
き

能
のう

障
しょう

がいを手帳
てちょう

等
とう

の取得
しゅとく

のきっかけと回答
かいとう

した方
かた

 

［音声
おんせい

］ 音声
おんせい

・言語
げ ん ご

・そしゃく機能障
きのうしょう

がいを手帳
てちょう

等
とう

の取得
しゅとく

のきっかけと回答
かいとう

した方
かた

 

［体
たい

幹
かん

］ 体
たい

幹
かん

や上肢
じょうし

下肢
か し

などの運
うん

動
どう

機
き

能
のう

障
しょう

がいを手帳
てちょう

等
とう

の取得
しゅとく

のきっかけと回答
かいとう

した方
かた

 

［内部
な い ぶ

］ 内臓
ないぞう

や免疫
めんえき

機能
き の う

などの内部障
ないぶしょう

がいを手帳
てちょう

等
とう

の取得
しゅとく

のきっかけと回答
かいとう

した方
かた
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第
だい

２章
しょう

 施策
し さ く

に向
む

けての検討
けんとう

 

（１） 検討
けんとう

の視点
し て ん

 

社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

第
だい

134回
かい

（令和
れ い わ

５年
ねん

１月
がつ

23日
にち

）において、次期
じ き

計画
けいかく

（第
だい

７期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び第
だい

３期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）の指針
し し ん

策定
さくてい

の見直
み な お

しのポイント
ぽ い ん と

が 12項目
こうもく

挙
あ

げられています。次期
じ き

計画
けいかく

策定
さくてい

に向
む

けて、これらの１２項目
こうもく

にそって実態
じったい

調査
ちょうさ

結果
け っ か

に基
もと

づき大田区
お お た く

の課題
か だ い

を整理
せ い り

します。 

図表
ずひょう

 ２-1 大田区
お お た く

の課題
か だ い

を整理
せ い り

する１２の項目
こうもく

 

項目
こうもく

 

①入所
にゅうしょ

等
とう

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

の支援
し え ん

 

②精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

 

③福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

等
とう

 

④地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

⑤「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

 

⑥障害児
しょうがいじ

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の計画的
けいかくてき

な構築
こうちく

 

⑦発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

 

⑧障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
か く ほ

 

⑨よりきめ細
こま

かい地域
ち い き

ニーズ
に ー ず

を踏
ふ

まえた障害
しょうがい

（児
じ

）福祉
ふ く し

計画
けいかく

の策定
さくてい

 

⑩障害
しょうがい

福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・定着
ていちゃく

 

⑪障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

⑫障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

利用
り よ う

・意思
い し

疎通
そ つ う

の推進
すいしん
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（２） 項目
こうも く

別
べつ

の大田区
お お た く

の課題
か だ い

 

 入所
にゅうしょ

等
とう

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

の支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図表
ずひょう

２-2 将来
しょうらい

希望
き ぼ う

する暮
く

らし方
かた

（１８歳
さい

以上
いじょう

） 

 

 

  

 障
しょう

がいの重
おも

さや年齢
ねんれい

等
とう

の状況
じょうきょう

を踏
ふ

まえながら、当事者
と う じ し ゃ

が希望
き ぼ う

する将来
しょうらい

の暮
く

らし方
かた

に寄
よ

り添
そ

った

支援
し え ん

が求
もと

められています。 

 地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

にあたっては、困
こま

ったときに相談
そうだん

できることや生活費
せいかつひ

に関
かん

することなど、日常
にちじょう

生活
せいかつ

をきめ細
こま

かに支
ささ

える体制
たいせい

づくりが求
もと

められています。 

 親
おや

が亡
な

くなった後
あと

も住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で暮
く

らし続
つづ

けられる仕組
し く

みづくりが求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 １８歳
さい

以上
いじょう

の当事者
と う じ し ゃ

が希望
き ぼ う

する将来
しょうらい

（５～１０年後
ね ん ご

）の暮
く

らし方
かた

として、［知的
ち て き

］においては「グループ
ぐ る ー ぷ

ホーム
ほ ー む

などで暮
く

らしたい」が、［精神
せいしん

］や［発達
はったつ

］においては「一人
ひ と り

で暮
く

らしたい」が比較的
ひ か く て き

多
おお

くなっており、

障
しょう

がい種別
しゅべつ

によって希望
き ぼ う

する暮
く

らし方
かた

に相違
そ う い

が見
み

られます。そのため、障
しょう

がい種別
しゅべつ

に応
おう

じて、さらには

個々
こ こ

の当事者
と う じ し ゃ

の希望
き ぼ う

に寄
よ

り添
そ

って、将来
しょうらい

希望
き ぼ う

する暮
く

らしを実現
じつげん

できるよう支援
し え ん

することが重要
じゅうよう

です。ま

た、現在
げんざい

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

している 18歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

では、「施設
し せ つ

で暮
く

らしたい」の回答
かいとう

が 35.6％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「家族
か ぞ く

と暮
く

らしたい」の回答
かいとう

が 26.8％と多
おお

くなっています。【報告書
ほうこくし ょ

p151参照
さんしょう

】 

 希望
き ぼ う

する暮
く

らし方
かた

や進路
し ん ろ

・生活
せいかつ

設計
せっけい

を実現
じつげん

する上
うえ

での不安
ふ あ ん

として、18歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

全体
ぜんたい

では「生活費
せいかつひ

を

負担
ふ た ん

できるかどうか」の回答
かいとう

が 23.7％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「困
こま

ったときに相談
そうだん

できる相手
あ い て

がいるかどう

か」の回答
かいとう

が 20.8％となっています。また、一人
ひ と り

で暮
く

らす場合
ば あ い

や施設
し せ つ

や病院
びょういん

から出
で

るときに不安
ふ あ ん

に思
おも

う

（思
おも

った）こととして、18歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

全体
ぜんたい

では「困
こま

ったときの相談
そうだん

場所
ば し ょ

」が 20.3％、「日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する

サービス
さ ー び す

」が 17.2％などとなっています。このことから、相談
そうだん

しやすい体制
たいせい

づくりや、生活費
せいかつひ

に関
かん

すること

のような日常
にちじょう

生活
せいかつ

に関
かん

するきめ細
こま

かな支援
し え ん

が求
もと

められていると言
い

えます。【報告書
ほうこくしょ

p153～p155参照
さんしょう

】 

 なお、日常
にちじょう

生活
せいかつ

で困
こま

っていたり相談
そうだん

したいと思
おも

っていることとして、「親
おや

が亡
な

くなった後
あと

のこと」が最
もっと

も

多
おお

くなっており、当事者
と う じ し ゃ

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

を継続
けいぞく

できるよう支援
し え ん

する上
うえ

で、いわゆる親
おや

亡
な

き後
あと

を見据
み す

えた

仕組
し く

みづくりを進
すす

めていくことが重要
じゅうよう

です。【報告書
ほうこくし ょ

p142参照
さんしょう

】 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い

 

45.5 

46.1 

34.8 

37.4 

59.7 

38.7 

56.6 

14.2 

14.7 

6.9 

20.6 

10.3 

19.3 

9.3 

4.9 

2.8 

19.3 

4.9 

1.1 

8.7 

5.5 

4.4 

3.8 

10.9 

2.8 

3.2 

5.9 

5.0 

17.9 

19.6 

12.8 

20.5 

13.9 

13.2 

14.6 

2.0 

1.9 

1.4 

3.5 

1.7 

3.2 

4.3 

11.0 

11.0 

13.9 

10.4 

10.2 

11.0 

4.8 

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

全体

身体

知的

精神

難病

発達

高次

家族と暮らしたい 一人で暮らしたい

グループホームなどで暮らしたい 施設で暮らしたい

わからない その他

無回答・無効回答

＜１８歳以上＞
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 精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図表
ずひょう

２-3 日常
にちじょう

生活
せいかつ

での困
こま

りごと・相談
そうだん

したいこと（１８歳
さい

以上
いじょう

 全体
ぜんたい

および［精神
せいしん

］）※上位
じょうい

５項目
こうもく

 

 

 

 

  

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

を充実
じゅうじつ

させ、窓口
まどぐち

情報
じょうほう

を積極的
せっきょくてき

に発信
はっしん

して当事者
と う じ し ゃ

への周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、相談
そうだん

に対応
たいおう

する人材
じんざい

を育成
いくせい

していくことが求
もと

められています。 

 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

にとって働
はたら

きやすい仕事
し ご と

や職場
しょくば

づくりを進
すす

め、収入
しゅうにゅう

を得
え

られる機会
き か い

を創出
そうしゅつ

してい

くことが求
もと

められています。 

 精神障
せいしんしょう

がい児
じ

・者
しゃ

の余暇
よ か

活動
かつどう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 ［精神
せいしん

］の方
かた

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

の困
こま

りごと・相談
そうだん

したいことの特徴
とくちょう

として、「十分
じゅうぶん

な収入
しゅうにゅう

が得
え

られないこと」、

「親
おや

が亡
な

くなった後
あと

のこと」、「相談
そうだん

できる人
ひと

がいないこと」、「趣味
し ゅ み

や生
い

きがいが持
も

てないこと」が上位
じょうい

を

占
し

めています。このことから、［精神
せいしん

］の方
かた

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

えていく上
うえ

では、困
こま

りごとを相談
そうだん

しやすくす

ることのほか、収入
しゅうにゅう

確保
か く ほ

のため就労
しゅうろう

や様々
さまざま

な経済的
けいざいてき

支援
し え ん

制度
せ い ど

に結
むす

びつけること、余暇
よ か

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

に

よる多様
た よ う

な形
かたち

での社会
しゃかい

参加
さ ん か

・社会
しゃかい

活動
かつどう

を後押
あ と お

しすることが重要
じゅうよう

と考
かんが

えられます。【報告書
ほうこくし ょ

p142参照
さんしょう

】 

 ［精神
せいしん

］の方
かた

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

の困
こま

りごとを相談
そうだん

しやすくするためには、「身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で相談
そうだん

できること」、「ど

こで、どんな相談
そうだん

ができるかわかりやすいこと」、「対応
たいおう

する人
ひと

が障
しょう

がい特性
とくせい

を理解
り か い

していること」が

上位
じょうい

を占
し

めています。相談
そうだん

窓口
まどぐち

を充実
じゅうじつ

させ、その情報
じょうほう

を積極的
せっきょくてき

に発信
はっしん

し周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、相談
そうだん

に

対応
たいおう

する人材
じんざい

を育成
いくせい

し相談
そうだん

対応
たいおう

の質
しつ

を上
あ

げていくことが重要
じゅうよう

と考
かんが

えられます。【報告書
ほうこくし ょ

p148参照
さんしょう

】 

 ［精神
せいしん

］の方
かた

の現在
げんざい

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

として、「上記
じ ょ うき

（通勤
つうきん

や通学
つうがく

等
と う

）のことはしていない」が最
もっと

も多
おお

くなって

います。【報告書
ほうこくし ょ

p84参照
さんしょう

】 一方
いっぽう

で、日中
にっちゅう

に希望
き ぼ う

する活動
かつどう

としては「会社
かいしゃ

などで働
はたら

く、または、自分
じ ぶ ん

で

商売
しょうばい

（自営業
じえいぎょう

）などをする（在宅
ざいたく

勤務
き ん む

含
ふく

む）」が最
もっと

も多
おお

くなっています。【報告書
ほうこくし ょ

p89参照
さんしょう

】 そして、障
しょう

がい者
しゃ

が就
しゅう

労
ろう

する上
うえ

で大切
たいせつ

なこととしては「健康
けんこう

状態
じょうたい

に合
あ

わせて働
はたら

ける」、「自分
じ ぶ ん

の家
いえ

や、家
いえ

の近
ちか

くで

働
はたら

ける」、「職場
し ょ くば

の人
ひと

の障
しょう

がいへの理解
り か い

」が上位
じょうい

を占
し

めています。このように、［精神
せいしん

］の方
かた

にとって働
はたら

きやすい仕事
し ご と

や職場
し ょ くば

づくりを進
すす

めることが重要
じゅうよう

となっています。【報告書
ほうこくし ょ

p91参照
さんしょう

】 

 また、［精神
せいしん

］の方
かた

のレジャー
れ じ ゃ ー

・余暇
よ か

等
とう

の外出
がいしゅつ

頻度
ひ ん ど

は、「ほとんど出
で

かけない」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高
たか

くなっ

ています。加
くわ

えて、通勤
つうきん

・通学
つうがく

・通所
つうしょ

等
とう

の外出
がいしゅつ

頻度
ひ ん ど

においても、［精神
せいしん

］は全体
ぜんたい

と比較
ひ か く

して、「ほとんど出
で

かけない」の回答
かいとう

割合
わりあい

が高
たか

くなっています。［精神
せいしん

］の方
かた

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

が低調
ていちょう

なことが「趣味
し ゅ み

や生
い

きがいが

持
も

てないこと」という悩
なや

みごとに繋
つな

がっている可能性
かの う せい

が考
かんが

えられます。【報告書
ほうこくし ょ

p97～p99参照
さんしょう

】 

 

 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い

 

17.0 

15.6 

9.8 

8.1 

33.9 

25.9 

29.9 

18.2 

16.1 

20.2 

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

親が亡くなった後のこと

十分な収入が得られないこと

相談できる人がいないこと

趣味や生きがいが持てないこと

特に困っていることはない

全体 精神

＜１８歳以上＞
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 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

等
とう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図表
ずひょう

２-4 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を望
のぞ

んでいる方
かた

における現在
げんざい

の平
へい

日日中
じつにっちゅう

の過
す

ごし方
かた

（１８歳
さい

以上
いじょう

） 

  

 障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

に対
たい

する意向
い こ う

や働
はたら

き方
かた

のニーズ
に ー ず

を踏
ふ

まえながら、就労
しゅうろう

に向
む

けた意思
い し

決定
けってい

を適
てき

切
せつ

に支援
し え ん

していくことが求
もと

められています。 

 現在
げんざい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

には通
かよ

っていないけれど、就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する方
かた

がいることを踏
ふ

まえ、多様
た よ う

な生活
せいかつ

状況
じょうきょう

にある障
しょう

がい者
しゃ

が働
はたら

けるよう、様々
さまざま

な働
はたら

き方
かた

が可能
か の う

な仕組
し く

みづくりが求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 平日
へいじつ

の日中
にっちゅう

を主
おも

に過
す

ごす場所
ば し ょ

について、「会社
かいしゃ

などで働
はたら

いている、または、自分
じ ぶ ん

で商売
しょうばい

（自営業
じえいぎょう

）など

をしている（在宅
ざいたく

勤務
き ん む

含
ふく

む）」方
かた

は 31.4％、「働
はたら

く練習
れんしゅう

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を学
まな

ぶために作業
さぎ ょう

などを行
おこな

う施設
し せ つ

（自立
じ り つ

訓練
くんれん

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

、生活
せいかつ

介護
か い ご

、療養
りょうよう

介護
か い ご

）に通
かよ

っている」方
かた

は 10.0％となって

います。【報告書
ほうこくし ょ

p84参照
さんしょう

】 

 加
くわ

えて、「働
はたら

く練習
れんしゅう

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を学
まな

ぶために作業
さぎ ょう

などを行
おこな

う施設
し せ つ

（自立
じ り つ

訓練
くんれん

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

、生活
せいかつ

介護
か い ご

、療養
りょうよう

介護
か い ご

）に通
かよ

っている」方
かた

のうち、今後
こ ん ご

「会社
かいしゃ

などで働
はたら

く、または、自分
じ ぶ ん

で商売
しょうばい

（自営業
じえいぎょう

）などをする（在宅
ざいたく

勤務
き ん む

含
ふく

む）」を望
のぞ

む方
かた

は 10.6％となっています。【報告書
ほうこくし ょ

p90参照
さんしょう

】 

 障
しょう

がい者
しゃ

が就
しゅう

労
ろう

する上
うえ

で大切
たいせつ

だと思
おも

うことについては、「健康
けんこう

状態
じょうたい

に合
あ

わせて働
はたら

ける」、「自分
じ ぶ ん

の家
いえ

や、家
いえ

の近
ちか

くで働
はたら

ける」、「職場
し ょ くば

の人
ひと

の障
しょう

がいへの理解
り か い

」が上位
じょうい

に挙
あ

がっています。これらを踏
ふ

まえ、障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

に対
たい

する意向
い こ う

や働
はたら

き方
かた

のニーズ
に ー ず

に寄
よ

り添
そ

いながら、適切
てきせつ

に意思
い し

決定
けってい

を支援
し え ん

していくこと

が大切
たいせつ

だと考
かんが

えられます。【報告書
ほうこくし ょ

p91参照
さんしょう

】 

 一方
いっぽう

で、今後
こ ん ご

「会社
かいしゃ

などで働
はたら

く、または、自分
じ ぶ ん

で商売
しょうばい

（自営業
じえいぎょう

）などをする（在宅
ざいたく

勤務
き ん む

含
ふく

む）」を望
のぞ

む方
かた

（下記
か き

図表
ずひょう

では「今後
こ ん ご

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する方
かた

」と表記
ひょうき

）に限
かぎ

って現在
げんざい

の平日
へいじつ

の日中
にっちゅう

の過
す

ごし方
かた

について

集計
しゅうけい

を行
おこな

うと、「家
いえ

で家事
か じ

や育児
い く じ

、介護
か い ご

などをしている」または「上記
じ ょ うき

のことはしていない」方
かた

の割合
わりあい

は

10.8％となっています。このことから、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

で働
はたら

きながら一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を望
のぞ

む方
かた

への支援
し え ん

に加
くわ

えて、

現在
げんざい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

に通
かよ

っていないものの就労
しゅうろう

を望
のぞ

む方
かた

の就労
しゅうろう

を適切
てきせつ

に進
すす

めていく上
うえ

で、様々
さまざま

な働
はたら

き方
かた

を

後押
あ と お

しする仕組
し く

みづくりが求
もと

められています。【報告書
ほうこくし ょ

p90参照
さんしょう

】 

 

 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い

 

78.8 

5.3 

3.0 

2.5 

0.6 

0.4 

0.1 

5.5 

3.8 

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

会社などで働いている、または、

自分で商売（自営業）などをしている（在宅勤務含む）

家で家事や育児、介護などをしている

働く練習や社会生活を学ぶために作業などを行う施設

（自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、療養介護）

に通っている

治療やリハビリのために、病院に通院している、

または入院している

学校に通っている

自宅で、居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援を

受けている

介護保険サービスを利用して、

デイサービスやデイケアなどに通っている

上記のことはしていない

無回答・無効回答

今後一般就労を希望する方

＜１８歳以上＞
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 地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 障
しょう

がい者
しゃ

の相談
そうだん

支援
し え ん

の充
じゅう

実
じつ

にあたっては、身近
み ぢ か

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

の増設
ぞうせつ

や窓口
まどぐち

情報
じょうほう

の発信
はっしん

、そして相談
そうだん

対応
たいおう

にあたる人材
じんざい

の育成
いくせい

が求
もと

められています。 

 家族
か ぞ く

の相談
そうだん

支援
し え ん

の充
じゅう

実
じつ

にあたっては、18歳
さい

以上
いじょう

・18歳
さい

未満
み ま ん

いずれの家族
か ぞ く

からも共通
きょうつう

して、親
おや

亡
な

き

後
あと

の本人
ほんにん

についての相談
そうだん

と医療
いりょう

福祉
ふ く し

専門
せんもん

職
しょく

に相談
そうだん

できるサービス
さ ー び す

が多
おお

く求
もと

められています。 

 さぽーとぴあを中心
ちゅうしん

とした相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

のためには、さぽーとぴあの機能
き の う

を一層
いっそう

積極的
せっきょくてき

に

発信
はっしん

するとともに、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

との連携
れんけい

を深
ふか

めていくことが求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 現在
げんざい

の相談
そうだん

相手
あ い て

について、18歳
さい

以上
いじょう

では、「特
と く

にいない」の回答
かいとう

が 8.1％と、約
やく

１割
わり

の方
かた

が相談
そうだん

相手
あ い て

が

いないと回答
かいとう

しています。【報告書
ほうこくし ょ

p144参照
さんしょう

】 

 また、今後
こ ん ご

充実
じゅうじつ

を希望
き ぼ う

する障
しょう

がい施策
し さ く

については、「相談
そうだん

支援
し え ん

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

」の回答
かいとう

割合
わりあい

が

26.0％と上位
じょうい

に挙
あ

がっています。このように、障
しょう

がい者
しゃ

への相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

は、当事者
と う じ し ゃ

ニーズ
に ー ず

と

しても優先
ゆうせん

順位
じゅんい

の高
たか

い施策
し さ く

であると言
い

えます。【報告書
ほうこくし ょ

p165参照
さんしょう

】 

 日常
にちじょう

生活
せいかつ

での困
こま

りごとを相談
そうだん

しやすくするために必要
ひつよう

なことについては、「身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で相談
そうだん

できるこ

と」が 42.6％と最
もっと

も高
たか

く、「どこで、どんな相談
そうだん

ができるかわかりやすいこと」が 26.6％、「対応
たいおう

する人
ひと

が障
しょう

がい特性
とくせい

を理解
り か い

していること」が 25.2％と続
つづ

いています。これらのことから、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の質
しつ

・量
りょう

の

両面
りょうめん

から相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させていくことが重要
じゅうよう

です。【報告書
ほうこくし ょ

p148参照
さんしょう

】 なお、日常
にちじょう

生活
せいかつ

での困
こま

りごと・相談
そうだん

したいこととして、18歳
さい

以上
いじょう

でも 18歳
さい

未満
み ま ん

でも共通
きょうつう

して「親
おや

が亡
な

くなった後
あと

のこと」が最
もっと

も

多
おお

くなっています。相談
そうだん

窓口
まどぐち

の質
しつ

の向上
こうじょう

にあたっては、このような障
しょう

がい者
しゃ

の困
こま

り感
かん

に即
そく

した対応
たいおう

の質
しつ

を上
あ

げていくことが重要
じゅうよう

と考
かんが

えられます。【報告書
ほうこくし ょ

p142～p143参照
さんしょう

】 

 また、当事者
と う じ し ゃ

家族
か ぞ く

のニーズ
に ー ず

として、充実
じゅうじつ

を希望
き ぼ う

する家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

のうち、18歳
さい

以上
いじょう

では「経済的
けいざいてき

支援
し え ん

に関
かん

する相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

」、「医療
いりょう

福祉
ふ く し

専門
せんもん

職
しょく

に相談
そうだん

できるサービス
さ ー び す

」、「親
おや

亡
な

き後
あと

の本人
ほんにん

のことに

ついて相談
そうだん

できるサービス
さ ー び す

」が、18歳
さい

未満
み ま ん

では「親亡
お や な

き後
あと

の本人
ほんにん

のことについて相談
そうだん

できるサービス
さ ー び す

」、

「医療
いりょう

福祉
ふ く し

専門
せんもん

職
しょく

に相談
そうだん

できるサービス
さ ー び す

」、「同
おな

じ境遇
きょうぐう

の家族
か ぞ く

に相談
そうだん

できるサービス
さ ー び す

」が上位
じょうい

を占
し

めてい

ます。それぞれの家族
か ぞ く

のニーズ
に ー ず

に即
そく

した相談
そうだん

対応
たいおう

の質
しつ

の向上
こうじょう

が重要
じゅうよう

と考
かんが

えられます。【報告書
ほうこくし ょ

p188～

p189参照
さんしょう

】 

 一方
いっぽう

で、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょう し ょ

への調査
ち ょ う さ

から、大田
お お た

区内
く な い

の基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

であるさぽーとぴあの

「相談
そうだん

支援
し え ん

部門
ぶ も ん

（障
しょう

がいのある方
かた

の総合
そうごう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

）」と連携
れんけい

・活用
かつよう

したことのある事業所
じぎょう し ょ

は 58.8％とな

っています。しかし、さぽーとぴあと「特
と く

に連携
れんけい

している部門
ぶ も ん

・事業
じぎょう

はない」事業所
じぎょう し ょ

は 17.6％となってお

り、これらの事業所
じぎょう し ょ

がさぽーとぴあと連携
れんけい

していない理由
り ゆ う

については「さぽーとぴあの機能
き の う

を知
し

らなかっ

たため」と回答
かいとう

する事業所
じぎょう し ょ

が 16.7％となっています。さらに、さぽーとぴあと連携
れんけい

する際
さい

の課題
か だ い

において

は、何
なん

らかの課題
か だ い

があると回答
かいとう

した事業所
じぎょう し ょ

の割合
わりあい

は 42.7％となっており、そのうち、「連携
れんけい

したい部門
ぶ も ん

・

事業
じぎょう

の業務
ぎょうむ

に関
かん

する知識
ち し き

が乏
とぼ

しく、連絡
れんらく

しづらい」の回答
かいとう

が最
もっと

も高
たか

くなっています。基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

 

センター
せ ん た ー

の役割
やくわり

を遂行
すいこう

していくためには、さぽーとぴあの機能
き の う

や連携
れんけい

の仕方
し か た

を一層
いっそう

周知
しゅうち

し、 

地域
ち い き

の事業所
じぎょう し ょ

とのさらなる連携
れんけい

を進
すす

めていくことが重要
じゅうよう

です。【報告書
ほうこくし ょ

p230～p232参照
さんしょう

】 

 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い
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 「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表
ずひょう

２-5 複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

に関
かん

する利用者
り よ う し ゃ

や家族
か ぞ く

からの相談
そうだん

状況
じょうきょう

（サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

） 

  

 障
しょう

がい者
しゃ

の高齢化
こ う れ いか

、世帯
せ た い

の生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

、ダブルケア
だ ぶ る け あ

・トリプルケア
と り ぷ る け あ

、ひきこもり等
とう

、複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

に

対応
たいおう

していくことが求
もと

められています。 

 複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

に関係
かんけい

機関
き か ん

・関係
かんけい

職種
しょくしゅ

が連携
れんけい

して対応
たいおう

していく上
うえ

で、多職種
たしょくしゅ

の連携
れんけい

、事業所間
じぎょうしょかん

の連携
れんけい

、

ケース
け ー す

に関
かん

する適切
てきせつ

な情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を可能
か の う

にする仕組
し く

みづくりが求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 18歳
さい

以上
いじょう

の障
しょう

がい者
しゃ

のうち 75歳
さい

以上
いじょう

の割合
わりあい

は 26.9％となっており、約
やく

４分
ぶん

の１が後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

となっ

ています。【報告書
ほうこくし ょ

p26参照
さんしょう

】 また、18歳
さい

以上
いじょう

の障
しょう

がい者
しゃ

全体
ぜんたい

では、世帯
せ た い

の平均
へいきん

月収
げっしゅう

が 10万円
まんえん

以下
い か

である割合
わりあい

が 17.9％となっており、厳
きび

しい経済
けいざい

状況
じょうきょう

の中
なか

で暮
く

らしている障
しょう

がい者
しゃ

が一
いっ

定数
ていすう

いることが

わかっています。このように、障
しょう

がい者
しゃ

の高齢化
こ う れ い か

や、障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

等
と う

、「狭間
は ざ ま

の課題
か だ い

」や「複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

」と呼
よ

ばれる課題
か だ い

状況
じょうきょう

に対応
たいおう

していくことの必要性
ひつようせい

が明
あき

らかになっていると言
い

えます。【報告書
ほうこくし ょ

p45参照
さんしょう

】 

 このような中
なか

、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょう し ょ

において、複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

に関
かん

する利用者
り よ う し ゃ

や家族
か ぞ く

から何
なん

らかの相談
そうだん

を受
う

けたことのある事業所
じぎょう し ょ

は 74.2％となっています。相談
そうだん

を受
う

けた事例
じ れ い

については、「利用者
り よ う し ゃ

本人
ほんにん

の

高齢化
こ う れ い か

」が 41.2％と最
もっと

も高
たか

く、「親
おや

の高齢化
こ う れ い か

」が 39.0％、「世帯
せ た い

の生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

」が 30.9％、「介助
かいじょ

や支援
し え ん

を要
よう

する家族
か ぞ く

が複数
ふくすう

いる」が 30.1％、「ひきこもり」が 27.9％と続
つづ

いています。【報告書
ほうこくし ょ

p205参照
さんしょう

】 

 過去
か こ

に何
なん

らかの複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

を抱
かか

えている等
と う

の困難
こんなん

事例
じ れ い

の相談
そうだん

を受
う

けた事業所
じぎょう し ょ

の対応
たいおう

状況
じょうきょう

について

は、86.1％の事業所
じぎょう し ょ

が「他
た

事業所
じぎょう し ょ

や行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

と連携
れんけい

しながら自事業所
じ じ ぎ ょ う し ょ

で対応
たいおう

している」と回答
かいとう

してお

り、また複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

に関
かん

する連携先
れんけいさき

については、「各地域
か く ち い き

福祉課
ふ く し か

・地域
ち い き

健康課
け ん こ う か

・さぽーとぴあ」が８７．

０％、「相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょう し ょ

」が 72.8％と非常
ひじょう

に高
たか

くなっています。これらのことから、複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

への

対応
たいおう

にあたって、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょう し ょ

には、さぽーとぴあ等
と う

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょう し ょ

と積極的
せっきょくてき

に

連携
れんけい

する土壌
どじ ょ う

があると考
かんが

えられます。一方
いっぽう

で、複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

への対応
たいおう

等
と う

を含
ふく

めた相談
そうだん

体制
たいせい

の強化
きょうか

に

必要
ひつよう

なこととして、「多職種
たし ょ くし ゅ

・他
た

事業所
じぎょう し ょ

との連携
れんけい

」や「情報
じょうほう

共有
きょうゆう

」が多
おお

く挙
あ

げられています。大田区
お お た く

の

地域力
ちいきり ょ く

を活
い

かし、連携
れんけい

の内容
ないよう

や方法
ほうほう

を一層
いっそう

吟味
ぎ ん み

し、より適切
てきせつ

なケースマネジメント
け ー す ま ね じ め ん と

を支援
し え ん

していくことが

重要
じゅうよう

です。【報告書
ほうこくし ょ

p206～p209参照
さんしょう

】 

 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い

 

41.2 

39.0 

30.9 

30.1 

27.9 

27.2 

25.7 

19.1 

13.2 

11.0 

7.4 

24.3 

7.4 

1.5 

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

利用者本人の高齢化

親の高齢化

世帯の生活困窮

介助や支援を要する家族が複数いる

ひきこもり

ひとり親家庭

虐待・ＤＶ

高齢の親と中年の無職の本人

アルコール等の依存症

借金

子どもが主な介助者・支援者である

相談を受けたことはない

その他

無回答・無効回答

サービス提供事業所全体(n=136)
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 障害児
しょうがいじ

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の計画的
けいかくてき

な構築
こうちく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

図表
ずひょう

２-6 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の有無
う む

（18歳
さい

未満
み ま ん

） 
 

 

 

  

10.2 67.1 22.6 

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

18歳未満全体

何らかの医療的ケアを受けている 医療的ケアを受けていない

無回答・無効回答

＜１８歳未満＞

 障
しょう

がい児
じ

に関
かん

する専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

や療育
りょういく

機関
き か ん

の受入
う け い

れの充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 

 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

児
じ

に対応
たいおう

できる人材
じんざい

を計画的
けいかくてき

に確保
か く ほ

・育成
いくせい

していくことが求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 18歳
さい

未満
み ま ん

では、今後
こ ん ご

充実
じゅうじつ

を希望
き ぼ う

する障
しょう

がい施策
し さ く

について、「療育
りょういく

や教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

」が 32.2％と最
もっと

も高
たか

く

なっています。【報告書
ほうこくし ょ

p166参照
さんしょう

】 

 そして、障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

のために必要
ひつよう

なこととして、「専門家
せ ん も ん か

による相談
そうだん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させ

る」、「利用
り よ う

できるサービス
さ ー び す

について、的確
てきかく

な情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

する」、「療育
りょういく

機関
き か ん

（わかばの家
いえ

を含
ふく

む）での

受入
う け い

れを充実
じゅうじつ

させる」が上位
じょうい

を占
し

めています。このことから、障
しょう

がい児
じ

に関
かん

する専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

対応
たいおう

の

充実
じゅうじつ

、計画
けいかく

相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

、療育
りょういく

機関
き か ん

の充実
じゅうじつ

が重要
じゅうよう

であると言
い

えます。【報告書
ほうこくし ょ

p184参照
さんしょう

】 

 計画
けいかく

相談
そうだん

については、18歳
さい

未満
み ま ん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成者
さくせいしゃ

として、「家族
か ぞ く

」が 51.2％と最
もっと

も多
おお

く、「相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょう し ょ

」は 33.0％でした。計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

を利用
り よ う

しない理由
り ゆ う

としては、「自分
じ ぶ ん

で使
つか

う

サービス
さ ー び す

は自分
じ ぶ ん

で決
き

めたかったから（計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

が必要
ひつよう

だと思
おも

わなかったから）」が最
もっと

も多
おお

くなって

います。【報告書
ほうこくし ょ

p79～81参照
さんしょう

】 

 18歳
さい

未満
み ま ん

で何
なん

らかの医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を受
う

けている方
かた

は 10.3％となっていました。【報告書
ほうこくし ょ

p111参照
さんしょう

】 

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を受
う

けている 18歳
さい

未満
み ま ん

の方
かた

のうち、サービス
さ ー び す

利用
り よ う

時
じ

に困
こま

ったこととして、「自分
じ ぶ ん

に合
あ

った事
じ

業者
ぎょうしゃ

が見
み

つからない」と回答
かいとう

した方
かた

は 26.5％、「事
じ

業者
ぎょうしゃ

から断
ことわ

られた」と回答
かいとう

した方
かた

は 21.4％となって

おり、また事
じ

業者
ぎょうしゃ

から断
ことわ

られた理由
り ゆ う

としては、44.7％の方
かた

が「医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

なため」と回答
かいとう

してい

ました。【報告書
ほうこくし ょ

p73～p77参照
さんしょう

】 

 一方
いっぽう

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょう し ょ

では、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を実施
じ っ し

する上
うえ

での課題
か だ い

として、46.3％の事業所
じぎょう し ょ

が「医療的
いりょうてき

ケア
け あ

に対応
たいおう

する人材
じんざい

（看護師
か ん ご し

等
と う

）の確保
か く ほ

」を挙
あ

げています。これらの意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

児
じ

に対応
たいおう

できる人材
じんざい

を区
く

として計画的
けいかくてき

に養成
ようせい

していくことが必要
ひつよう

です。【報告書
ほうこくし ょ

p203参照
さんしょう

】 

 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い

 



10 
 

 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

図表
ずひょう

２-7 充実
じゅうじつ

を希望
き ぼ う

する家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

（18歳
さい

以上
いじょう

・18歳
さい

未満
み ま ん

、［発達
はったつ

］のみ） 

 

43.0 

17.3 

16.5 

16.1 

15.5 

13.7 

11.3 

8.7 

3.5 

6.7 

39.4 

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

親亡き後の本人のことについて

相談できるサービス

医療福祉専門職に相談できるサービス

経済的支援に関する相談・情報提供

緊急一時保護（家庭委託、

特別介護人派遣など）の充実

短期入所（ショートステイ）の充実

介護や家事援助などを行うホ

ームヘルプサービスの充実

当事者へのかかわり方を学ぶ場

同じ境遇の家族に相談できるサービス

当事者家族が主催する学習会

その他

無回答・無効回答

18歳以上 発達

＜１８歳以上＞

55.6 

43.9 

40.2 

35.1 

34.6 

22.4 

22.1 

20.0 

17.3 

3.1 

5.3 

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

親亡き後の本人のことについて

相談できるサービス

医療福祉専門職に相談できるサービス

同じ境遇の家族に相談できるサービス

当事者へのかかわり方を学ぶ場

経済的支援に関する相談・情報提供

短期入所（ショートステイ）の充実

緊急一時保護（家庭委託、

特別介護人派遣など）の充実

当事者家族が主催する学習会

介護や家事援助などを行う

ホームヘルプサービスの充実

その他

無回答・無効回答

18歳未満 発達

＜１８歳未満＞

 発達障
はったつしょう

がい児
じ

・者
しゃ

のライフステージ
ら い ふ す て ー じ

や発達
はったつ

段階
だんかい

に加
くわ

えてご家族
か ぞ く

の状況
じょうきょう

も踏
ふ

まえ、世帯
せ た い

全体
ぜんたい

を支
ささ

える

観点
かんてん

から、障
しょう

がいに応
おう

じた専門的
せんもんてき

な教育
きょういく

の提供
ていきょう

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

る上
うえ

での細
こま

やかな

支援
し え ん

、親
おや

亡
な

き後
あと

を見据
み す

えた相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

のサービス
さ ー び す

を、時宜
じ ぎ

を得
え

て適
てき

切
せつ

に提
てい

供
きょう

することが求
もと

められて

います。 

 また、家族
か ぞ く

が当事者
と う じ し ゃ

との関
かか

わりを学
まな

ぶ上
うえ

で、ペアレントトレーニング
ぺ あ れ ん と と れ ー に ん ぐ

等
とう

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

や受給者証
じゅきゅうしゃしょう

を持
も

つようになったきっかけとして、「発達障
はったつしょう

がい」と回答
かいとう

した方
かた

は、18歳
さい

以上
いじょう

で

は 4.9％、18歳
さい

未満
み ま ん

では 52.3％となっています。【報告書
ほうこくし ょ

p38～p39参照
さんしょう

】 

 18歳
さい

未満
み ま ん

の［発達
はったつ

］の方
かた

では、教育
きょういく

で充実
じゅうじつ

してほしいことについては「障
しょう

がいに応
おう

じた専門的
せんもんてき

な教育
きょういく

」の

回答
かいとう

割合
わりあい

が 44.1％と最
もっと

も高
たか

くなっています。【報告書
ほうこくし ょ

p96参照
さんしょう

】 また、日常
にちじょう

生活
せいかつ

での困
こま

りごとや相談
そうだん

し

たいと思
おも

っていることについて、「親
おや

が亡
な

くなった後
あと

のこと」、「就労
しゅうろう

・就学先
しゅうがくさき

が見
み

つからないこと」、「お金
かね

の

管理
か ん り

が難
むずか

しいこと」が上位
じょうい

を占
し

めています。【報告書
ほうこくし ょ

p143参照
さんしょう

】 さらに、充実
じゅうじつ

を希望
き ぼ う

する家族
か ぞ く

に対
たい

する

支援
し え ん

については、「当事者
と う じ し ゃ

へのかかわり方
かた

を学
まな

ぶ場
ば

」の回答
かいとう

が高
たか

くなっています。【報告書
ほうこくし ょ

p189参照
さんしょう

】 

 一方
いっぽう

で、18歳
さい

以上
いじょう

の［発達
はったつ

］の方
かた

では、日常
にちじょう

生活
せいかつ

での困
こま

りごとや相談
そうだん

したいと思
おも

っていることについて、

「親
おや

が亡
な

くなった後
あと

のこと」が非常
ひじょう

に高
たか

くなっており、その他
た

に「十分
じゅうぶん

な収入
しゅうにゅう

が得
え

られないこと」、「お金
かね

の

管理
か ん り

が難
むずか

しいこと」、「相談
そうだん

できる人
ひと

がいないこと」が上位
じょうい

に挙
あ

がっています。【報告書
ほうこくし ょ

p142参照
さんしょう

】 ま

た、充実
じゅうじつ

を希望
き ぼ う

する家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

について、「親
おや

亡
な

き後
あと

の本人
ほんにん

のことについて相談
そうだん

できるサービス
さ ー び す

」

が非常
ひじょう

に高
たか

くなっています。【報告書
ほうこくし ょ

p188参照
さんしょう

】 

 これらのことから、発達障
はったつしょう

がい児
じ

・者
しゃ

のライフステージ
ら い ふ す て ー じ

や家族
か ぞ く

の状況
じょうきょう

に応
おう

じて、教育
きょういく

の推進
すいしん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、

親
おや

亡
な

き後
あと

を見据
み す

えた相談
そうだん

支援
し え ん

、生活費
せいかつ ひ

に関
かん

することなどの日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の細
こま

やかな支援
し え ん

が重要
じゅうよう

だと考
かんが

え

られます。加
くわ

えて、家族
か ぞ く

からは当事者
と う じ し ゃ

との関
かか

わり方
かた

を学
まな

ぶことが求
もと

められており、ペアレントトレーニング
ぺ あ れ ん と と れ ー に ん ぐ

等
と う

の重要性
じゅうようせい

が伺
うかが

えます。 

 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い
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 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
か く ほ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表
ずひょう

２-8 サービス
さ ー び す

に不満
ふ ま ん

を感
かん

じる点
てん

（18歳
さい

以上
いじょう

 上位
じょうい

５項目
こうもく

） 

  

23.5 

23.0 

23.0 

19.3 

16.7 

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

使いたいときに使えない

（日程などの条件が合わない）

サービスの内容がよくない

必要なサービスが提供されていない

お金が高い（経済的負担が大きい）

回数や時間が足りない

全体

＜１８歳以上＞

 障
しょう

がい種別
しゅべつ

や一人
ひ と り

ひとりの当事者
と う じ し ゃ

の多様
た よ う

なサービス
さ ー び す

へのニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

することが求
もと

められています。 

 当事者
と う じ し ゃ

のニーズ
に ー ず

に即
そく

したサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

できるよう、サービス
さ ー び す

の質
しつ

を向
こう

上
じょう

させていくことが求
もと

めら

れています。 

 サービス
さ ー び す

の実施
じ っ し

回数
かいすう

・頻度
ひ ん ど

等
とう

の量的
りょうてき

な充実
じゅうじつ

も、合
あ

わせて求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 当事者
と う じ し ゃ

が今後
こ ん ご

利用
り よ う

を希望
き ぼ う

する障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

は多岐
た き

にわたっており、多様
た よ う

なサービス
さ ー び す

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

することが求
もと

められています。現在
げんざい

利用
り よ う

していないものの今後
こ ん ご

利用
り よ う

したいサービス
さ ー び す

として、18歳
さい

以上
いじょう

に

おいては「居宅
き ょた く

介護
か い ご

」、「自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」、「生活
せいかつ

介護
か い ご

」、「相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

」等
と う

が上位
じょうい

に挙
あ

がっています。ま

た 18歳
さい

未満
み ま ん

においては、「放課後
ほ う か ご

等
と う

デイ
で い

サービス
さ ー び す

」、「移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」、「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

」、「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（B型
がた

）」、「共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

）」、「自立
じ り つ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

）」等
と う

が上位
じょうい

に挙
あ

がっています。

【報告書
ほうこくし ょ

p58～p61参照
さんしょう

】 

 一方
いっぽう

で、サービス
さ ー び す

を使
つか

っている方
かた

がサービス
さ ー び す

に対
たい

して抱
いだ

く不満
ふ ま ん

として、「使
つか

いたいときに使
つか

えない（日程
にってい

な

どの条件
じょうけん

が合
あ

わない）」のほか、「サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

がよくない」、「必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

が提供
ていきょう

されていない」、

「回数
かいすう

や時間
じ か ん

が足
た

りない」等
と う

が多
おお

くなっており、サービス
さ ー び す

の量的
りょうてき

な充
じゅう

実
じつ

に加
くわ

えて、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

や

ニーズ
に ー ず

に合
あ

わせたサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

していくことが重要
じゅうよう

と考
かんが

えられます。【報告書
ほうこくし ょ

p68～p69参照
さんしょう

】 

 また、18歳
さい

以上
いじょう

の当事者
と う じ し ゃ

がサービス
さ ー び す

を利用
り よ う

しやすくするために必要
ひつよう

だと思
おも

うこととして、「通
かよ

いやすい

場所
ば し ょ

にサービス
さ ー び す

を利用
り よ う

できる施設
し せ つ

・事業所
じぎょう し ょ

があること」は 20.0％、「使
つか

いたいときに使
つか

えるように利用
り よ う

で

きる曜日
よ う び

・時間
じ か ん

を増
ふ

やすこと」は 15.3％、「サービス
さ ー び す

に携
たずさ

わるスタッフ
す た っ ふ

・人材
じんざい

の知識
ち し き

・技術
ぎじゅつ

・意識
い し き

を高
たか

める

こと」は 14.7％となっています。当事者
と う じ し ゃ

にとっての利便性
り べ ん せ い

を高
たか

めることのほか、サービス
さ ー び す

に携
たずさ

わる人材
じんざい

の育成
いくせい

を進
すす

めることでサービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

につなげていくことが重要
じゅうよう

です。【報告書
ほうこくし ょ

p82参照
さんしょう

】 

 なお、現在
げんざい

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

していない方
かた

においては、サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

していない理由
り ゆ う

として、18歳
さい

以上
いじょう

・

18歳
さい

未満
み ま ん

いずれにおいても、「自力
じ り き

で生活
せいかつ

できるから」、「家族
か ぞ く

が介助
かいじょ

してくれるから」が多
おお

くなっていま

す。しかし今後
こ ん ご

、家族
か ぞ く

や当事者
と う じ し ゃ

の高
こう

齢化
れ い か

が進
すす

むことを考慮
こ う り ょ

すれば、現在
げんざい

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

していない方
かた

の

潜在的
せんざいてき

なサービス
さ ー び す

利用
り よ う

ニーズ
に ー ず

を配慮
はいりょ

する必要
ひつよう

性
せい

も考
かんが

えられます。【報告書
ほうこくし ょ

p66～p67参照
さんしょう

】 

 

 

 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い
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 よりきめ細
こま

かい地域
ち い き

ニーズ
に ー ず

を踏
ふ

まえた障害
しょうがい

（児
じ

）福祉
ふ く し

計画
けいかく

の策定
さくてい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
    

図表
ずひょう

２-9 18歳
さい

未満
み ま ん

の方
かた

をケア
け あ

する 10歳代
さいだい

以下
い か

の方
かた

の状況
じょうきょう

（18歳
さい

未満
み ま ん

）  

家族
か ぞ く

や親
しん

せき以外
い が い

の相談
そうだん

相手
あ い て

 充実
じゅうじつ

を希望
き ぼ う

する家族
か ぞ く

に対
たい

するサービス
さ ー び す

 

  

 家族
か ぞ く

のニーズ
に ー ず

を踏
ふ

まえた障害
しょうがい

（児
じ

）福祉
ふ く し

計画
けいかく

の策定
さくてい

が求
もと

められています。特
とく

に、ヤングケアラー
や ん ぐ け あ ら ー

、本人
ほんにん

を介助
かいじょ

する家族
か ぞ く

の高齢化
こ う れ いか

、本人
ほんにん

以外
い が い

に介助
かいじょ

が必要
ひつよう

な家族
か ぞ く

がいる場合
ば あ い

等
とう

、様々
さまざま

な世帯
せ た い

の状況
じょうきょう

に即
そく

し

て関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

した支援
し え ん

を展開
てんかい

できるよう、計画
けいかく

を策定
さくてい

することが求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 介助
かいじょ

・支援
し え ん

してくれている方
かた

が 18歳
さい

未満
み ま ん

の家族
か ぞ く

であると回答
かいとう

した方
かた

は、18歳
さい

以上
いじょう

では 1.1％、18歳
さい

未満
み ま ん

では 13.5％となっています。【報告書
ほうこくし ょ

p51参照
さんしょう

】 また、本人
ほんにん

のケア
け あ

を主
おも

に担
にな

っている家族
か ぞ く

が回答
かいとう

する

設問
せつもん

において、10歳
さい

代
だい

以下
い か

の方
かた

が回答
かいとう

している割合
わりあい

は、18歳
さい

以上
いじょう

では 0.2％である一
いっ

方
ぽう

で、18歳
さい

未満
み ま ん

では 4.6％となっており、いわゆるヤングケアラー
や ん ぐ け あ ら ー

としての役割
やくわり

を担
にな

っている子
こ

どもが一
いっ

定数
ていすう

存在
そんざい

するこ

とが明
あき

らかとなりました。【報告書
ほうこくし ょ

p178～p179参照
さんしょう

】 また、18歳
さい

未満
み ま ん

の方
かた

のケア
け あ

を担
にな

っている 10歳
さい

代
だい

以下
い か

の家族
か ぞ く

の方
かた

の回答
かいとう

について、家族
か ぞ く

や親
しん

せき以外
い が い

に相談
そうだん

相手
あ い て

が「特
と く

にいない」と回答
かいとう

した方
かた

の割合
わりあい

が

15.4％となっているほか、充実
じゅうじつ

を希望
き ぼ う

する家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

として「短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ
し ょ ー と す て い

）の充実
じゅうじつ

）」

を挙
あ

げる回答
かいとう

が全体
ぜんたい

と比較
ひ か く

して高
たか

くなっています。【報告書
ほうこくし ょ

p187～p190参照
さんしょう

】 

 一
いっ

方
ぽう

で、本人
ほんにん

のケア
け あ

を主
おも

に担
にな

っている家族
か ぞ く

が回答
かいとう

する設問
せつもん

において、70歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

が回答
かいとう

している

割合
わりあい

は、18歳
さい

以上
いじょう

では 19.0％、18歳
さい

未満
み ま ん

では 1.9％となっており、18歳
さい

以上
いじょう

の障
しょう

がい者
しゃ

では約
やく

２割
わり

の

方
かた

が 70歳
さい

以上
いじょう

の家族
か ぞ く

からケア
け あ

を受
う

けていることが分
わ

かりました。【報告書
ほうこくし ょ

p178～p179参照
さんしょう

】 

 また、本人
ほんにん

以外
い が い

に介護
か い ご

や育児
い く じ

が必要
ひつよう

な方
かた

がいると回答
かいとう

した割合
わりあい

は、18歳
さい

以上
いじょう

では 17.2％、18歳
さい

未満
み ま ん

では、43.7％となっています。その介護
か い ご

・育児
い く じ

が必要
ひつよう

な方
かた

は、18歳
さい

以上
いじょう

では「親
おや

」の回答
かいとう

が 5.9％と最
もっと

も高
たか

くなっており、18歳
さい

未満
み ま ん

では、「子
こ

ども」の回答
かいとう

が最
もっと

も高
たか

く 19.7％、次
つ

いで「親
おや

」の回答
かいとう

が 12.1％と

なっています。このように、ダブルケア
だ ぶ る け あ

（場合
ば あ い

によってはトリプルケア
と り ぷ る け あ

）等
と う

の状況
じょうきょう

にある家庭
か て い

が一
いっ

定数
ていすう

存在
そんざい

することが分
わ

かりました。【報告書
ほうこくし ょ

p182～p183参照
さんしょう

】 

 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い

 

52.5 

21.2 

43.9 

38.6 

14.1 

12.8 

13.0 

1.7 

13.2 

7.1 

0.2 

9.2 

5.1 

4.2 

41.9 

31.4 

27.9 

24.5 

20.1 

14.2 

10.1 

9.5 

6.7 

6.2 

0.0 

15.4 

3.8 

4.7 

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

友達・知り合い

相談支援事業所

保育園や幼稚園、学校の先生

医療関係者（医師・看護師など）

福祉施設の職員

区役所（地域福祉課や地域健康課など）

通所先や勤務先（同僚、上司など）

身体障害者相談員や知的障害者相談員

同じ障がいをもつ仲間（当事者団体など）

障がい者総合サポートセンター

自治会・町会や民生委員・児童委員

特にいない

その他

無回答・無効回答

全体 １０歳代以下

＜１８歳未満＞

55.5 

39.9 

38.2 

31.9 

28.9 

25.5 

23.2 

20.7 

16.7 

4.0 

6.7 

52.2 

31.5 

38.3 

29.0 

11.9 

37.3 

31.8 

21.4 

8.9 

0.0 

14.6 

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

親亡き後の本人のことについて相談できるサービス

医療福祉専門職に相談できるサービス

同じ境遇の家族に相談できるサービス

経済的支援に関する相談・情報提供

当事者へのかかわり方を学ぶ場

短期入所（ショートステイ）の充実

緊急一時保護（家庭委託、特別介護人派遣など）の充実

介護や家事援助などを行うホームヘルプサービスの充実

当事者家族が主催する学習会

その他

無回答・無効回答

全体 １０歳代以下

＜１８歳未満＞
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 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・定着
ていちゃく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表
ずひょう

２-10 今後
こ ん ご

人材
じんざい

育成
いくせい

・定着
ていちゃく

のために必要
ひつよう

と思
おも

われる取組
とりくみ

（上位
じょうい

のみ抜粋
ばっすい

） 
  

 

 

  

31.6 

29.4 

27.9 

27.2 

25.7 

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

新人の指導担当・アドバイザーの設置

能力や仕事ぶりの評価に伴う配置・処遇への反映

賃金・労働時間等の労働条件の改善

人事評価制度の実施

仕事内容と必要な能力等の提示

サービス提供事業所全体(n=136)

 人材
じんざい

確保
か く ほ

にあたっては、求職者
きゅうしょくしゃ

と事業所
じぎょうしょ

のミスマッチ
み す ま っ ち

が生
しょう

じないよう、福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

に関
かん

する情報
じょうほう

を

適
てき

切
せつ

に発信
はっしん

することが求
もと

められています。 

 人材
じんざい

の育成
いくせい

・定着
ていちゃく

にあたっては、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

の働
はたら

きやすい職場
しょくば

環境
かんきょう

づくりや人事
じ ん じ

評価
ひょうか

制度
せ い ど

づくりを支援
し え ん

することが求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

依頼者
い ら い し ゃ

数
すう

が「増
ふ

えてきている」と回答
かいとう

した事業所
じぎょう し ょ

が約
やく

半数
はんすう

を占
し

める中
なか

、「職員
しょくいん

の数
かず

が足
た

り

ない」、「職員
しょくいん

やサービス
さ ー び す

の質
しつ

が担
たん

保
ぽ

できない」という理由
り ゆ う

でサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

を断
ことわ

るケース
け ー す

が一
いっ

定数
ていすう

見
み

られています。【報告書
ほうこくし ょ

p217～p218参照
さんしょう

】 また、事業
じぎょう

を運営
うんえい

する上
うえ

での主
おも

な課題
か だ い

として「人材
じんざい

確保
か く ほ

が

困難
こんなん

」、「人材
じんざい

育成
いくせい

が困難
こんなん

」等
と う

が上位
じょうい

に挙
あ

がっています。【報告書
ほうこくし ょ

p220参照
さんしょう

】 サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

にあたっ

て特
と く

に不足
ふ そ く

している職種
しょくしゅ

としては、「介護
か い ご

職員
しょくいん

」、「生活
せいかつ

相談員
そうだんいん

・生活
せいかつ

支援員
し え ん い ん

」、「事務
じ む

職員
しょくいん

」、「相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

」と回答
かいとう

した事業所
じぎょう し ょ

が多
おお

くなっています。【報告書
ほうこくし ょ

p193参照
さんしょう

】 

 その中
なか

で、人材
じんざい

確保
か く ほ

に向
む

けて今後
こ ん ご

必要
ひつよう

と思
おも

われる取組
とり くみ

としては、「他
た

事業所
じぎょう し ょ

と比較
ひ か く

して賃金
ちんぎん

の優遇
ゆうぐう

」、

「福利
ふ く り

厚生
こうせい

の充実
じゅうじつ

」、「経営
けいえい

理念
り ね ん

や事業
じぎょう

内容
ないよう

の説明
せつめい

等
と う

による求職者
きゅうしょくしゃ

と事業所
じぎょう し ょ

とのミスマッチ
み す ま っ ち

の解消
かいしょう

」が

上位
じょうい

を占
し

めています。【報告書
ほうこくし ょ

p211参照
さんしょう

】 

 また、人材
じんざい

育成
いくせい

・定着
ていちゃく

のために必要
ひつよう

と思
おも

われる取組
とり くみ

として、「新人
しんじん

の指導
し ど う

担当
たんとう

・アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

の設置
せ っ ち

」、

「能力
のうりょく

や仕事
し ご と

ぶりの評価
ひょうか

に伴
ともな

う配置
は い ち

・処遇
し ょ ぐ う

への反映
はんえい

」、「賃金
ちんぎん

・労働
ろうどう

時間
じ か ん

等
と う

の労働
ろうどう

条件
じょうけん

の改善
かいぜん

」、「人事
じ ん じ

評価
ひょうか

制度
せ い ど

の実施
じ っ し

」などが上位
じょうい

に挙
あ

がっています。【報告書
ほうこくし ょ

p214参照
さんしょう

】 

 このように、福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

段階
だんかい

においては、求職者
きゅうしょくしゃ

と事業所
じぎょう し ょ

のミスマッチ
み す ま っ ち

の解消
かいしょう

を支援
し え ん

することが

重要
じゅうよう

と言
い

えます。また、育成
いくせい

・定着
ていちゃく

段階
だんかい

においては、入
にゅう

職後
し ょ く ご

の新人
しんじん

段階
だんかい

での指導
し ど う

担当
たんとう

・アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

の

設置
せ っ ち

、その後
ご

の働
はたら

きを適
てき

切
せつ

に評
ひょう

価
か

し賃金
ちんぎん

に反映
はんえい

する評価
ひょうか

制度
せ い ど

の構築
こうち く

、そして労働
ろうどう

条件
じょうけん

の改善
かいぜん

や福利
ふ く り

厚生
こうせい

の充実
じゅうじつ

などによる働
はたら

きやすい職場
し ょ くば

づくりなど、職場
し ょ くば

環境
かんきょう

づくりや評価
ひょうか

制度
せ い ど

づくりを支援
し え ん

することが

重要
じゅうよう

です。 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い
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 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表
ずひょう

２-11 虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

けた取組
とりくみ

 
 

 

 

  

91.2 

78.7 

75.0 

48.5 

0.0 

2.2 

0.7 

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

事業所内で職員向けに研修を実施している

虐待防止マニュアル

（身体拘束ガイドライン等）を作成している

虐待防止委員会を設置している

区の虐待防止センターの連絡先を掲示している

特に取り組んでいない

その他

無回答・無効回答

サービス提供事業所全体(n=136)

 虐待
ぎゃくたい

が発生
はっせい

した事業所
じぎょうしょ

の割合
わりあい

が前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

よりも大
おお

きく減少
げんしょう

しています。また従業員
じゅうぎょういん

向
む

けの研修
けんしゅう

や

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

が進
すす

められています。しかし、これらの取組
とりくみ

を実施
じ っ し

している事業所
じぎょうしょ

が 100％

となるよう、引
ひ

き続
つづ

き取組
とりくみ

を促進
そくしん

していくことが求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 事業
じぎょう

所内
しょない

で虐待
ぎゃくたい

が発生
はっせい

したことが「ある」サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょう し ょ

は全体
ぜんたい

の 8.1％となっており、前回
ぜんかい

調査
ち ょ う さ

の 21.7％から大
おお

きく減少
げんしょう

しています。また、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

けた取組
とり くみ

として、「事業
じぎょう

所内
しょない

で職員
しょくいん

向
む

けに

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

している」が 91.2％（前回
ぜんかい

83.0％）、「虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

マニュアル
ま に ゅ あ る

（身体
しんたい

拘束
こうそく

ガイドライン
が い ど ら い ん

等
と う

）を

作成
さくせい

している」が 78.7％（前回
ぜんかい

22.6％）、「虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

している」が 75.0％（前回
ぜんかい

37.7％）

となっており、前回
ぜんかい

調査
ち ょ う さ

と比較
ひ か く

して取組
とり くみ

が進
すす

んでいます。【報告書
ほうこくし ょ

p221～p223参照
さんしょう

】 これは、令和
れ い わ

３

年度
ね ん ど

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

において、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

けた様々
さまざま

な規定
き て い

が運営
うんえい

基準
きじゅん

に盛
も

り込
こ

まれ

たことが一定
いってい

の効果
こ う か

を示
しめ

したと考
かんが

えられます。しかしながら、従業員
じゅうぎょういん

への研修
けんしゅう

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

の

設置
せ っ ち

は義務化
ぎ む か

されているため、100％を達成
たっせい

することが求
もと

められています。引
ひ

き続
つづ

き、事業所
じぎょう し ょ

の取組
とり くみ

を

促進
そくしん

していくことが重要
じゅうよう

です。 

 

実態
じったい

調査
ちょうさ

から見
み

える大田区
お お た く

の課題
か だ い
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 障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
し ゅ と く

利用
り よ う

・意思
い し

疎通
そ つ う

の推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 意思
い し

の伝達
でんたつ

を図
はか

る際
さい

に道具
ど う ぐ

や用具
よ う ぐ

が必要
ひつよう

であるにもかかわらず「使
つか

うことができない」方
かた

が一
いっ

定数
ていすう

いることを踏
ふ

まえ、相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

においてはコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

にあたって適切
てきせつ

な道具
ど う ぐ

・用具
よ う ぐ

や手法
しゅほう

を

選択
せんたく

し意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることが求
もと

められています。 

 医療
いりょう

における受診
じゅしん

・受療
じゅりょう

場面
ば め ん

や、防災
ぼうさい

等
とう

の緊
きん

急
きゅう

情報
じょうほう

の発信
はっしん

場面
ば め ん

において、本人
ほんにん

の適切
てきせつ

な意思
い し

決定
けってい

を支えられるよう、場面
ば め ん

ごとに応
おう

じた合理的
ご う り て き

な配慮
はいりょ

に基
もと

づく意思
い し

疎通
そ つ う

の方法
ほうほう

が求
もと

められています。 

【課題
か だ い

の背景
はいけい

】 

 意思
い し

の伝達
でんたつ

を図
はか

る際
さい

に特別
とくべつ

な手段
しゅだん

や道具
ど う ぐ

・用具
よ う ぐ

を使
つか

っているかどうかを伺
うかが

ったところ、18歳
さい

以上
いじょう

全体
ぜんたい

では「必要
ひつよう

ではない」が 65.9％と最
もっと

も多
おお

くなっていますが、「携帯
けいたい

電話
で ん わ

・スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

・タブレット
た ぶ れ っ と

」が

15.3％、「補聴器
ほ ち ょ う き

や人工
じんこう

内耳
な い じ

等
と う

の補聴
ほちょう

機器
き き

」が 8.5％、「筆談
ひつだん

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

」が 7.6％となっています。な

お、「道具
ど う ぐ

や用具
よ う ぐ

等
と う

を使
つか

うことができない」が 4.7％と一
いっ

定数
ていすう

を占
し

めており、特
と く

に［高次
こ う じ

］では 15.5％と

高
たか

くなっています。【報告書
ほうこくし ょ

p54参照
さんしょう

】 

 特
と く

に［聴覚
ちょうかく

］では、道具
ど う ぐ

・用具
よ う ぐ

が「必要
ひつよう

ではない」とした割合
わりあい

が 9.0％と最
もっと

も低
ひく

くなっており、逆
ぎゃく

に最
もっと

も

道具
ど う ぐ

・用具
よ う ぐ

による支援
し え ん

を必要
ひつよう

としていることが分
わ

かります。中
なか

でも、「補聴器
ほ ち ょ う き

や人工
じんこう

内耳
な い じ

等
と う

の補聴
ほちょう

機器
き き

」

が61.0％、「筆談
ひつだん

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

」が44.3％、「携帯
けいたい

電話
で ん わ

・スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

・タブレット
た ぶ れ っ と

」が 39.9％となってい

ます。一方
いっぽう

で、「道具
ど う ぐ

や用具
よ う ぐ

等
と う

を使
つか

うことができない」とした割合
わりあい

は 0.8％となっています。【報告書
ほうこくし ょ

p55

参照
さんしょう

】 

 なお、医療
いりょう

の場面
ば め ん

における意思
い し

疎通
そ つ う

の課題
か だ い

を見
み

ると、18歳
さい

以上
いじょう

において「治療
ち り ょ う

の説明
せつめい

がわからない」と

した割合
わりあい

が全体
ぜんたい

では 4.5％であるのに対
たい

して、［知的
ち て き

］では 9.7％、［発達
はったつ

］では 9.0％、［聴覚
ちょうかく

］では

7.5％となっています。【報告書
ほうこくし ょ

p112～p113参照
さんしょう

】 また、災害
さいがい

時
じ

の不安
ふ あ ん

・困
こま

ることとして、「被害
ひ が い

の状況
じょうきょう

などの情報
じょうほう

を手
て

に入
い

れることが難
むずか

しい」とした割合
わりあい

は、18歳
さい

以上
いじょう

では全体
ぜんたい

で 19.1％なのに対
たい

して

［視覚
し か く

］は 30.1％、［聴覚
ちょうかく

］は 38.3％などとなっています。【報告書
ほうこくし ょ

p123～p124参照
さんしょう

】 

 障
しょう

がい種別
しゅべつ

や意思
い し

疎通
そ つ う

や情報
じょうほう

取得
し ゅ と く

が必要
ひつよう

になる場面
ば め ん

に応
おう

じて、障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

が適切
てきせつ

な意思
い し

決定
けってい

ができるよう、障
しょう

がいの種別
しゅべつ

・程度
て い ど

に応
おう

じたコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の仕方
し か た

に配慮
はいりょ

することが求
もと

められて

います。 
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（３） 次期
じ き

計画
けいかく

の策定
さくてい

に向
む

けて 
 

大田区
お お た く

では、令和
れ い わ

３年
ねん

から令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

を計画
けいかく

期間
き か ん

とする「おおた障
しょう

がい施策
し さ く

推進
すいしん

プラン
ぷ ら ん

」で、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

「障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしく安心
あんしん

して暮
く

らせるまちをつくります」の実現
じつげん

のため、「自分
じ ぶ ん

らしく いきいき

と 暮
く

らせるまち」、「認
みと

めあいつながり暮
く

らせるまち」、「安全
あんぜん

・安心
あんしん

に暮
く

らせるまち」という３つの基本
き ほ ん

目標
もくひょう

を掲
かか

げ、「複合
ふくごう

課題
か だ い

に取
と

り組
く

む包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

」、「「地域力
ちいきりょく

」による支援
し え ん

と共生
きょうせい

の地域
ち い き

づくり」、「新
あら

たな取組
とりくみ

の

導入
どうにゅう

」という３つの視点
し て ん

で様々
さまざま

な取組
とりくみ

を進
すす

めてきました。 

令和
れ い わ

５年
ねん

１月
がつ

23日
にち

の第
だい

134回
かい

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

において、3ページ
ぺ ー じ

にあるとおり 12項目
こうもく

の

次期
じ き

計画
けいかく

（第
だい

７期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

、第
だい

３期
き

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）の策定
さくてい

ポイント
ぽ い ん と

が示
しめ

されました。 

区
く

ではこの 12項目
こうもく

の策定
さくてい

ポイント
ぽ い ん と

を基
もと

に、今回
こんかい

の調査
ちょうさ

結果
け っ か

から「複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

への包括的
ほうかつてき

な対応
たいおう

」や

「障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

と共生
きょうせい

の地域
ち い き

づくり」、「地域
ち い き

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

支援
し え ん

」など、様々
さまざま

な課題
か だ い

を整理
せ い り

し把握
は あ く

することができました。 

そして、今回
こんかい

の調査
ちょうさ

で把握
は あ く

された区
く

の課題
か だ い

から「複合
ふくごう

課題
か だ い

への包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

」や「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」

などが求
もと

められており、今後
こ ん ご

も継続的
けいぞくてき

に取
と

り組
く

む方向性
ほうこうせい

であることが分
わ

かりました。 

「障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしく安心
あんしん

して暮
く

らせるまち」大田区
お お た く

の実現
じつげん

のために、これらの方向性
ほうこうせい

と 12

項目
こうもく

の視点
し て ん

を踏
ふ

まえ、また、国
くに

の動向
どうこう

や社会
しゃかい

情勢
じょうせい

等
とう

も考慮
こうりょ

しながら、次期
じ き

計画
けいかく

策定
さくてい

に取
と

り組
く

んでまいりま

す。 

なお、次期
じ き

計画
けいかく

の策定
さくてい

検討
けんとう

の中
なか

で検討
けんとう

の視点
し て ん

とした 12項目
こうもく

について、より深
ふか

く情報
じょうほう

の収集
しゅうしゅう

・整理
せ い り

を行
おこな

いながら計画
けいかく

策定
さくてい

を進
すす

めてまいります。 
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