
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
取 組 プラン上の事業名 取  組  内  容 

１－２ 
相談支援 

計画相談支援事業 
障害福祉サービスを利用する全ての方に、計画相談支援によるきめ細かい相談支援が提供できるよう、体制の

整備と事業所の人材育成・確保支援などの取組を推進。 

２－１ 
住まい 

公立障害者支援施設の再整備の検討 
松風学園の入居者の居住環境改善のため、個室化等の設計を進め、同園敷地に入所施設を整備する基本構想に

着手。 

精神障害者地域移行・定着支援 
精神科病院等の長期入院者患者の早期退院を図るため、一部の生活支援センターで実施している精神障害者地域移

行・定着支援事業（退院サポート事業）を 18 区に拡大予定。うち、平成 30 年度は３区拡大し 15 区で実施予定。 

精神障害者生活支援センターの運営 
精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築に向け、Ａ型センター（指定管理者方式）とＢ型センター

（補助金方式）のサービスの標準化に向け、Ｂ型センター機能を強化。 
２－２ 
暮らし 

地域生活支援拠点の整備 
居住支援機能として、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供を図るため、モデル実施として２区の基

幹相談支援センターである法人型地域活動ホームにコーディネーターを配置。 

３－１ 
健康・医療 

医療的ケア児・者等に対する関連分

野の支援を調整するコーディネータ

ーの配置 

医療・福祉・教育など多分野にまたがる支援を調整するコーディネーターを平成 30 年度養成、31 年度配置。 
（こども青少年局・健康福祉局・医療局・教育委員会事務局・４局連携事業 ） 

３－２ 
バリアフリー 

ユニバーサルデザインタクシー導入促

進事業 

車いすに乗ったまま乗車できるユニバーサルデザインタクシー導入費用の助成台数を大幅に増やし、タクシー

車両のバリアフリー化を促進。 
４－２ 
教育 

特別支援学校の再編整備【教育委員

会事務局】 
肢体不自由児の教育環境等の向上のため、左近山特別支援学校の整備工事に着手し、北綱島特別支援学校を上

菅田特別支援学校の分校へと移行。 
５－５ 

文化･ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸ 
障害者スポーツ文化センターの整備

及び運営 
文化・スポーツ活動の場や機会を充実させるため「ラポール上大岡（仮称）」を南部方面に整備。 

 

健康福祉・医療委員会 
平成 3 0 年３月 1 6 日 
健 康 福 祉 局 

「第３期横浜市障害者プラン改訂版」原案について 

  趣 旨 
本市では、平成 27年度から平成 32年度までを計画期間とする「第３期横浜市障害者プラン」を策定し、「自己選択・自己決定のもと住み慣れた地域で、安心して、学び・育ち・暮らしていくことができるま

ち、ヨコハマを目指す」を基本目標に掲げ、障害福祉施策を進めています。この度３年が経過するため、市民意見募集等を経て中間見直しを行い、「第３期横浜市障害者プラン改訂版」原案を作成しました。 

 

 
 
 
 
  

 

第３期障害者プラン 
該当法定計画 

H27 年度～H29 年度 H30 年度～H32 年度 
施 策 の 方 向 性 

障害者計画 
個  別  事  業  

サービス利用の見込み量 
サービス利用の見込み量 障害福祉計画 

うち、障害児の見込み量 障害児福祉計画 

(H30年度～)  

１ 障害者プランの構成 

本プランは、障害者基本法に基づき本市における障害者に関する基本的な施策の方向

性及びその実現のために必要な個別の事業等を定める「障害者計画」と障害者総合支援

法及び児童福祉法に基づき円滑にサービス提供が進むようサービスごとに必要な利用の

見込み量等を定める「障害福祉計画」「障害児福祉計画」の二つの性質を持つ計画です。 

本プランは障害児者
の生活「５つのテーマ」
に分類し、施策を進め
ています。 

 H25 H27 H29 
横 浜 市 人 口 3,693,788 人 3,712,170 人 3,728,124 人 

手 帳 所 持 者 数 143,657 人 152,852 人 159,563 人 

割   合 3.89％ 4.12％ 4.28％ 

身 体 障 害 者 手 帳 96,114 人 99,120 人 99,356 人 
愛 の 手 帳 ( 療 育 手 帳 ) 23,005 人 25,447 人 27,958 人 
精神障害者保健福祉手帳 24,538 人 28,285 人 32,249 人 

（３月末時点。ただし「横浜市人口」のみ４月１日時点）  

【参考】横浜市障害者手帳等の推移 
 本市人口における障害者手帳所持者数の割合は、平成 25 年の「3.89％」から平成 29

年の「4.28％」へと0.39ポイント上昇しています。今後もこの割合は増加する見込みです。 

２ 「中間見直し詳細版」から、新たにプランに反映した取組（抜粋） 
 

右表は、平成 30 年度予算等で

明確になった内容や、昨年９月

の市民意見募集でお示しした

「中間見直し詳細版」から、当事

者・家族・関係団体等の御意見を

踏まえ、新たにプランに反映し

た取組です。 
また、平成 30 年４月の障害者

総合支援法及び児童福祉法の一

部改正に伴い、平成 30 年度から

新たに法定サービスとなる「自

立生活援助（P80）」「居宅訪問型

児童発達支援【こども青少年局】

（ P114 ）」「 就 労 定 着 支 援

（P142）」等のサービスごとに必

要な見込み量を設定しました。 

〇 障害者プランの構成図 
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い け ん

」をまとめました。 
 その意⾒

い け ん
を受

う
け「相互

そ う ご
に個性

こ せ い
の差異

さ い
と多様性

たようせい
を尊重

そんちょう
し、⼈格

じんかく
を認

みと
め合

あ
う共⽣社会

きょうせいしゃかい
の実

じつ

現
げん
」を掲

かか
げることや、その 考

かんが
えを基

もと
にした「障害者

しょうがいしゃ
制度
せ い ど

改⾰
かいかく

の基本的
きほんてき

⽅向
ほうこう

と今後
こ ん ご

の進
すす

め⽅
かた

」
や「横断的

おうだんてき
課題
か だ い

における改⾰
かいかく

の基本的
きほんてき

⽅向
ほうこう

と今後
こ ん ご

の進め⽅
すす  かた

」が閣議
か く ぎ

決定
けってい

されました。 
 そして、障害者

しょうがいしゃ
権利
け ん り

条 約
じょうやく

の趣旨
し ゅ し

に沿
そ

った障 害 者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の推進
すいしん

を図
はか

るため、「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

法
ほう
」が差別

さ べ つ
の禁⽌

き ん し
や防災

ぼうさい
及
およ

び防犯
ぼうはん

などを盛
も

り込
こ

む 形
かたち

での改正
かいせい

となり、23年
ねん

８⽉
  がつ

に施⾏
し こ う

さ

れました。  
また、24年

ねん
６⽉
  がつ

に、虐 待
ぎゃくたい

を発⾒
はっけん

した⼈
ひと

の通報
つうほう

を義
ぎ

務
む

付
づ

け、⾃治体
じ ち た い

などが調査
ちょうさ

・保護
ほ ご

を ⾏
おこな

う仕
し

組
く

みの構築
こうちく

など、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する⽀援
し え ん

のための措置
そ ち

を盛
も

り込
こ

んだ「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の
防⽌
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対する
た い   

⽀援
し え ん

等
とう
に関する

か ん   
法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防⽌法
ぼうしほう

」とい
います。）が成⽴

せいりつ
しました。そして、25年

ねん
６⽉
  がつ

には、障害者
しょうがいしゃ

への差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか

の禁⽌
き ん し

につ
いて、⾃

じ
治
ち

体
たい

・⺠間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

ともに法的
ほうてき

義務
ぎ む

を設
もう

け、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

の禁⽌
き ん し

を、⾃治体
じ ち た い

には法的
ほうてき

義務
ぎ む

、⺠間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

には努⼒
どりょく

義務
ぎ む

として盛
も

り込
こ

んだ「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解
かい

消
しょう
の推進

すいしん
に関する

か ん   
法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障 害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」といいます。）が制定
せいてい

されました。 
さらに、差別

さ べ つ
を解 消

かいしょう
するための具体的

ぐたいてき
な対応

たいおう
として、政府

せ い ふ
全体
ぜんたい

の⽅針
ほうしん

である差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する基
き

本
ほん

⽅
ほう

針
しん

が策定
さくてい

（閣議
か く ぎ

決定
けってい

）されたほか、国
くに

・地⽅
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

においては
当該
とうがい

機関
き か ん

における取組
とりくみ

に関
かん

する対
たい

応
おう

要
よう

領
りょう

（※地⽅
ち ほ う

の策定
さくてい

は努⼒
どりょく

義務
ぎ む

）が、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

におい
ては主務

し ゅ む
⼤⾂
だいじん

により事業分
じぎょうぶん

野別
や べ つ

の対応
たいおう

指針
し し ん

（ガイドライン
が い ど ら い ん

）が策定
さくてい

されました。このよう
に、近年

きんねん
は「障害者

しょうがいしゃ
基本法
きほんほう

」の他
ほか

にも多
おお

くの制度
せ い ど

改⾰
かいかく

が ⾏
おこな

われました。 
そして、これらの制度

せ い ど
改⾰
かいかく

を受
う

け、19年
ねん

９⽉
  がつ

に障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

に署名
しょめい

していた 状
じょう

況
きょう

から、26年
ねん
１⽉
  がつ

には批准
ひじゅん

をし、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

を⼀層
いっそう

強化
きょうか

するための歩
あゆ

みを進
すす

めています。 

 

 

 

 

 

  

 
※参考

さんこう
⽂献
ぶんけん

 障害者
しょうがいしゃ

⽩書
はくしょ
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 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の動向
どうこう

については、近年
きんねん

、地域
ち い き

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

を主眼
しゅがん

として、市町村
しちょうそん

を中 ⼼
ちゅうしん

にサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

を ⾏
おこな

う体
たい

制
せい

を構築
こうちく

してきました。 
 平成

へいせい
15年

ねん
には、これまで⾏ 政

ぎょうせい
がサービス

さ ー び す
内容
ないよう

を決定
けってい

する「措置
そ ち

制度
せ い ど

」を 改
あらた

め、障害者
しょうがいしゃ

がサービス
さ ー び す

を選択
せんたく

し、サービス
さ ー び す

の利⽤者
りようしゃ

とサービス
さ ー び す

を提 供
ていきょう

する施設
し せ つ

・事
じ

業 者
ぎょうしゃ

とが対等
たいとう

の
関係
かんけい

に⽴って
た   

、契約
けいやく

に基
もと

づきサービス
さ ー び す

を利⽤
り よ う

するという「⽀援費
し え ん ぴ

制度
せ い ど

」へ転換
てんかん

が図られ
はか   

ま
した。 

その後
ご

、障 害者
しょうがいしゃ

が⾃⽴
じ り つ

した⽇ 常
にちじょう

⽣活
せいかつ

または社会
しゃかい

⽣活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるようにと、
18年

ねん
４⽉
  がつ

から「障害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じ り つ

⽀援
し え ん

法
ほう
」が施⾏

し こ う
され、⾝体

しんたい
・知的

ち て き
・精神

せいしん
の三

さん
障 害
しょうがい

共 通
きょうつう

の仕
し

組
く

みでのサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

が開始
か い し

されました。 
  

この「障害者
しょうがいしゃ

⾃⽴
じ り つ

⽀援法
しえんほう

」では、地域
ち い き

移⾏
い こ う

の促進
そくしん

や就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

の強化
きょうか

などが盛
も

り込
こ

まれ
たものの、これまでにない改⾰

かいかく
であったことから、法

ほう
の定 着

ていちゃく
を図

はか
るため、幾

いく
つかの施策

し さ く
が

取
と

られました。 
 また、個々

こ こ
のニーズ

に ー ず
に基

もと
づいた地域

ち い き
⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

体系
たいけい

の整備
せ い び

などを図
はか

るため、「障
しょう
がい者

しゃ
制度
せ い ど

改⾰
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

」で検討
けんとう

を重
かさ

ねました。そして、23年
ねん

８⽉
  がつ

には⾻格
こっかく

提⾔
ていげん

としてまとめ、それ
らを踏

ふ
まえたうえで、「障 害者

しょうがいしゃ
⾃⽴
じ り つ

⽀援法
しえんほう

」の⼀部
い ち ぶ

を改正
かいせい

し「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

」が 25
年
ねん

４⽉
  がつ

に施⾏
し こ う

され、施
し

⾏
こう

後
ご

３年
ねん

を⽬途
め ど

に検討
けんとう

を加
くわ

え、平
へい

成
せい

30年
ねん

４⽉
がつ

に、障
しょう

害
がい

者
しゃ

の望
のぞ

む地
ち

域
いき

⽣
せい

活
かつ

の⽀
し

援
えん

、障害児
しょうがいじ

⽀援
し え ん

のニーズ
に ー ず

の多様化
た よ う か

へのきめ細
こま

かな対応
たいおう

、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の確保
か く ほ

・向 上
こうじょう

に向
む

けた環境整備
かんきょうせいび

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

及
およ

び児
じ

童
どう

福
ふく

祉
し

法
ほう

の⼀部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

が施⾏
し こ う

されました。 
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年月
ねんげつ

 国
くに

の動向
どうこう

 

平成
へいせい

18年
ねん

４⽉
がつ

 
「障害者

しょうがいしゃ
⾃⽴
じ り つ

⽀援法
しえんほう

」施⾏
し こ う

 
（３障 害

しょうがい
⼀元化
いちげんか

 障 害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

導 ⼊
どうにゅう

 等
とう

） 
19年

ねん
９⽉

がつ
 「障害者

しょうがいしゃ
権利
け ん り

条約
じょうやく

」に署名
しょめい

 

22年
ねん

12⽉
がつ

 
「障害者

しょうがいしゃ
⾃⽴
じ り つ

⽀援法
しえんほう

」改正
かいせい

 
（発達

はったつ
障 害
しょうがい

が対 象
たいしょう

として明確化
めいかくか

） 

23年
ねん

８⽉
がつ

 
「障害者基本法

しょうがいしゃきほんほう
」改正

かいせい
 

（差別
さ べ つ

の禁⽌
き ん し

、教 育
きょういく

の配慮
はいりょ

 等
とう

） 

24年
ねん

10⽉
がつ

 「障害者虐待防⽌法
しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう

」施⾏
し こ う

 

25年
ねん

４⽉
がつ

 

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

」⼀部
い ち ぶ

施⾏
し こ う

 
（難 病

なんびょう
の追加

つ い か
 地域

ち い き
⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

の追加
つ い か

等
とう

） 
「国

くに
等
とう
による障害者

しょうがいしゃ
就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう
からの物品

ぶっぴん
等
とう
の調達

ちょうたつ
の推進

すいしん
等
とう
に関する

か ん   
法律
ほうりつ

」
（以下「障 害

しょうがい
者優先
しゃゆうせん

調 達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

」という。）施⾏
し こ う

 
（国

くに
、地⽅

ち ほ う
公 共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

は、調 達
ちょうたつ

⽅針
ほうしん

を策定
さくてい

することとする。） 
障害者
しょうがいしゃ

の法
ほう
定
てい
雇
こ
⽤
よう
率
りつ
の引き上げ

ひ  あ  
 

（⺠間
みんかん

1.8 ％
ぱーせんと

→２ ％
ぱーせんと

、⾏ 政
ぎょうせい

2.1 ％
ぱーせんと

→2.3 ％
ぱーせんと

に引
ひ

き上
あ

げ） 
26年

ねん
１⽉

がつ
 「障害者

しょうがいしゃ
権利
け ん り

条約
じょうやく

」批准
ひじゅん

 

26年
ねん

４⽉
がつ

 

「精神
せいしん

保健
ほ け ん

及び
お よ  

精神障害者福祉
せいしんしょうがいしゃふくし

に関する
か ん   

法律
ほうりつ

」（以下「精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

」という。）
改正
かいせい

 
（保護者

ほ ご し ゃ
制度
せ い ど

の廃⽌
は い し

） 
「障害者総合⽀援法

しょうがいしゃそうごうしえんほう
」施⾏

し こ う
（グループホーム

ぐ る ー ぷ ほ ー む
⼀元化
いちげんか

・障 害
しょうがい

⽀援
し え ん

区分
く ぶ ん

へ変更
へんこう

） 

27年
ねん

１⽉
がつ

 
「難病

なんびょう
の患者

かんじゃ
に対

たい
する医療等

いりょうとう
に関

かん
する法

ほう
律
りつ
」施⾏

し こ う
 

（公平
こうへい

かつ安定的
あんていてき

な医療費
いりょうひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

の確⽴
かくりつ

） 

28年
ねん

４⽉
がつ

 

「障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

」施⾏
し こ う

 
（差別的

さべつてき
取
と

り 扱
あつか

いの禁⽌
き ん し

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

の禁⽌
き ん し

） 
「障害者

しょうがいしゃ
の雇⽤

こ よ う
の促進

そくしん
等
とう
に関する

か ん   
法律
ほうりつ

」（以下「障害者
しょうがいしゃ

雇⽤
こ よ う

促進法
そくしんほう

」という。）改正
かいせい

 
（雇⽤

こ よ う
分野
ぶ ん や

における差別
さ べ つ

の禁⽌
き ん し

） 
28年

ねん
12⽉

がつ
 「成年

せいねん
後⾒
こうけん

制度
せ い ど

の利⽤
り よ う

の促進
そくしん

に関
かん
する法

ほう
律
りつ
」施⾏

し こ う
 

30年
ねん

４⽉
がつ

 
障害者
しょうがいしゃ

の法定
ほうてい

雇
こ
⽤
よう
率
りつ
の引き上げ

ひ  あ  
 

（⺠間
みんかん

２ ％
ぱーせんと

→2.2 ％
ぱーせんと

、⾏ 政
ぎょうせい

2.3 ％
ぱーせんと

→2.5 ％
ぱーせんと

に引
ひ

き上
あ

げ） 
「障害者

しょうがいしゃ
総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

改正
かいせい

及
およ
び児童

じ ど う
福祉法
ふくしほう

の⼀部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」施⾏
し こ う
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 昭和
しょうわ

40年代
ねんだい

は、教育委員会
きょういくいいんかい

が学
がく

齢
れい

期
き

に達
たっ

した⼦
こ

の保
ほ

護
ご

者
しゃ

に対
たい

し、その⼦
こ

を学校
がっこう

に就 学
しゅうがく

さ
せる義

ぎ
務
む

を猶
ゆう

予
よ

または免除
めんじょ

する法律
ほうりつ

が、障 害
しょうがい

児
じ

に適⽤
てきよう

されていた時
じ

代
だい

でした。 
 そのような状況下

じょうきょうか
においても、本

ほん
市
し

には、数
かぞ

えるほどの知
ち

的
てき

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

施
し

設
せつ

しかなく、公設
こうせつ

の「ときわ学園
がくえん

」や「さざんか学園
がくえん

」に、就学猶予
しゅうがくゆうよ

・免除
めんじょ

された⼦
こ

どもたちの⼀
いち

部
ぶ

が通
かよ

って
おり、多

おお
くは「家

か
族
ぞく

が⾯倒
めんどう

を⾒
み

る」というような時
じ

代
だい

でした。 
 また、当

とう
時
じ

障害者施策
しょうがいしゃしさく

の責務
せ き む

は都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

にあり、本
ほん

市
し

が独
どく

⾃
じ

に施
し

策
さく

を展開
てんかい

していくことが
難

むずか
しい時

じ
代
だい

でもありました。 
 このような時

じ
代
だい

の中
なか

で、市
し

内
ない

で障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

たちが⽴
た

ち上
あ

がり、障害児
しょうがいじ

の療 育
りょういく

・レ
れ

ク
く

リ
り

エ
え

－
ー

シ
し

ョ
ょ

ン
ん

や保
ほ

護
ご

者
しゃ

の学 習 会
がくしゅうかい

などを ⾏
おこな

う「地
ち

域
いき

訓練会
くんれんかい

」、成⼈
せいじん

した障 害 者
しょうがいしゃ

の⽇中活動
にっちゅうかつどう

の
場
ば

として「地
ち

域
いき

作業所
さぎょうしょ

」を⽴
た

ち上
あ

げて活動
かつどう

を進
すす

めました。その後
  ご

、地
ち

域
いき

で暮
く

らし続
つづ

けられる
住
す

まいについて、⾏ 政
ぎょうせい

と共
とも

に検討
けんとう

を重
かさ

ね、「グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

」の制
せい

度
ど

化
か

へつながっていき
ます。 

これらの活動
かつどう

に対
たい

する助成
じょせい

制
せい

度
ど

創設
そうせつ

の要望
ようぼう

をいただき、本
ほん

市
し

としても必要
ひつよう

な⽀
し

援
えん

として
運
うん

営
えい

費
ひ

の助成
じょせい

を開
かい

始
し

しました。 
そして、この活動

かつどう
の中 ⼼

ちゅうしん
にあったのが、重

おも
い障害者

しょうがいしゃ
の家

か
族
ぞく

によって設⽴
せつりつ

された「横
よこ

浜
はま

市
し

在宅
ざいたく

障害児援護協会
しょうがいじえんごきょうかい

*₁」（以下
い か

「在 援協
ざいえんきょう

」といいます。）であり、横
よこ

浜
はま

市
し

は、この在援協
ざいえんきょう

に
補
ほ

助
じょ

を ⾏
おこな

い、在援協
ざいえんきょう

が各訓練会
かくくんれんかい

や横
よこ

浜
はま

市
し

障害者
しょうがいしゃ

地
ち

域
いき

作業所
さぎょうしょ

（以下
い か

「地
ち

域
いき

作業所
さぎょうしょ

」といい
ます。）へ運

うん
営
えい

費
ひ

として、助成
じょせい

を ⾏
おこな

ってきました。 
                                                

＊１…重
おも

い障 害
しょうがい

のある⼈
ひと

の家
か

族
ぞく

によって、1973年
ねん

(昭和
しょうわ

48年
ねん

)に設⽴
せつりつ

されました。設⽴
せつりつ

当時
と う じ

、障害児
しょうがいじ

の保育
ほ い く

活動
かつどう

グループ
ぐ る ー ぷ

(地
ち

域
いき

訓練会
くんれんかい

)の⽀
し

援
えん

に ⼒
ちから

を注
そそ

いでいましたが、その後
ご

は地
ち

域
いき

作業所
さぎょうしょ

、障害者
しょうがいしゃ

地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

ホ
ほ

ー
ー

ム
む

といった⽇中活動
にっちゅうかつどう

の場
ば

を⽀
し

援
えん

しながら、暮
く

らしの場
ば

であるグ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

ホ
ほ

ー
ー

ム
む

へとその⽀
し

援
えん

の範
はん

囲
い

を広
ひろ

げ、総合的
そうごうてき

に障害児者
しょうがいじしゃ

の地
ち

域
いき

⽣活
せいかつ

を推進
すいしん

してきました。また、後
のち

に「在宅障害児援護
ざいたくしょうがいじえんご

協 会
きょうかい

」から「在宅障害者援護協会
ざいたくしょうがいしゃえんごきょうかい

」へと、名 称
めいしょう

を変更
へんこう

しました。その後
  ご

、社会福祉法⼈
しゃかいふくしほうじん

横
よこ

浜
はま

市
し

社会
しゃかい

福祉協議会
ふくしきょうぎかい

との組
そ

織
しき

⼀体化
い っ た い か

を経て
へ  

、横
よこ

浜
はま

市
し

社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

協議会
きょうぎかい

障害者⽀援
しょうがいしゃしえん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー
（以

い
下
か
「障害者

しょうがいしゃ
⽀
し

援
えん

センター
せ ん た ー

」といいます。）として、在援協
ざいえんきょう

の理
り

念
ねん

や⽀
し

援
えん

を継 承
けいしょう

し、活動
かつどう

しています。 
（社会

しゃかい
福
ふく

祉
し

法⼈
ほうじん

 横
よこ

浜
はま

市
し

社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

協議会
きょうぎかい

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

から引⽤
いんよう

） 
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 当
とう

事
じ

者
しゃ

の活動
かつどう

が広
ひろ

がる中
なか

、その活
かつ

動
どう

場
ば

所
しょ

の確
かく

保
ほ

に苦
く

慮
りょ

していたことから、運営
うんえい

団体
だんたい

と本
ほん

市
し

の助成⾦
じょせいきん

をもとに、安定的
あんていてき

な地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

の場
ば

として「横
よこ

浜
はま

市
し

障害者
しょうがいしゃ

地
ち

域
いき

活動
かつどう

ホーム
ほ ー む

」（以下
い か

地
ち

活
かつ

ホーム
ほ ー む

」といいます。）の建設
けんせつ

を開
かい

始
し

し、昭和
しょうわ

55年
ねん

から平成
へいせい

６年
  ねん

までの 間
あいだ

に、市
し

内
ない

で
23 か所

しょ
建
けん

設
せつ

しました。 
そして、地

ち
活
かつ

ホーム
ほ ー む

の⽬的
もくてき

は「地
ち

域
いき

⽣活
せいかつ

の拠点
きょてん

」へと転換
てんかん

していきました。そのような中
なか

で、運営
うんえい

委
い

員
いん

会
かい

の統合
とうごう

や職員体制
しょくいんたいせい

の⼀
いっ

体
たい

化
か

等
とう

による運営
うんえい

体制
たいせい

の効
こう

率
りつ

化
か

や、地
ち

活
かつ

ホーム
ほ ー む

の機
き

能
のう

充
じゅう

実
じつ

が求
もと

められてきたことから、平成
へいせい

７年度
  ねんど

から夜
や

間
かん

の介助
かいじょ

や⾒
み

守
まも

りを ⾏
おこな

う「シ
し

ョ
ょ

ー
ー

ト
と

ス
す

テ
て

イ
い

事
じ

業
ぎょう

」等
とう

を始
はじ

めたことで「機
き

能
のう

強化
きょうか

」が ⾏
おこな

われました。25年
ねん

10⽉
がつ

までで、すべて
の地

ち
活
かつ

ホーム
ほ ー む

に ⾏
おこな

われ、形
かたち

を「機
き

能
のう

強化
きょうか

型
がた

障害者地域活動ホーム
しょうがいしゃちいきかつどうほーむ

」（以下
い か

「機
き

能
のう

強化型
きょうかがた

地
ち

活
かつ

ホーム
ほ ー む

」といいます。）と変
か

えてきました。 
 しかし、障害児

しょうがいじ
・者

しゃ
が、⾃

じ
宅
たく

での⽣活
せいかつ

から、地
ち

域
いき

での⽣活
せいかつ

へ転換
てんかん

していく中
なか

で、機能強化
きのうきょうか

型
がた

地
ち

活
かつ

ホーム
ほ ー む

が地
ち

域
いき

の拠点
きょてん

として全
すべ

てを担
にな

っていくには、施
し

設
せつ

や事業
じぎょう

の規
き

模
ぼ

が⼩
ちい

さいため
に、⾮常

ひじょう
に困難

こんなん
な 状 況

じょうきょう
が発⽣

はっせい
してきました。 

 そこで、この機
き

能
のう

強化型
きょうかがた

の「発展形
はってんけい

」として、施
し

設
せつ

や事業
じぎょう

の規
き

模
ぼ

を拡⼤
かくだい

した地
ち

域
いき

⽣活
せいかつ

の
拠点
きょてん

「社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

法⼈型
ほうじんがた

障害者地域活動ホーム
しょうがいしゃちいきかつどうほーむ

」（以下
い か

「社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

法⼈型
ほうじんがた

地
ち

活
かつ

ホーム
ほ ー む

」とい
います。）の設置

せ っ ち
を平成

へいせい
11年

ねん
から開始

か い し
しました。 

 この社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

法⼈型
ほうじんがた

地
ち

活
かつ

ホーム
ほ ー む

では、相談
そうだん

⽀
し

援
えん

事業
じぎょう

として専任
せんにん

の職員配置
しょくいんはいち

やシ
し

ョ
ょ

ー
ー

ト
と

ス
す

テ
て

イ
い

の機
き

能
のう

など、多
た

彩
さい

な機
き

能
のう

を備
そな

えています。 
 平成

へいせい
25年

ねん
３⽉
  がつ

には、市
し

内
ない

各
かく

区
く

１館
かん

整
せい

備
び

を完 了
かんりょう

し、地
ち

域
いき

⽣活
せいかつ

の拠点
きょてん

としての役割
やくわり

を担
にな

い、
活動
かつどう

を進
すす

めています。 
 

⼀⽅
いっぽう

、社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

⼈
じん

における通所
つうしょ

施
し

設
せつ

の⽀
し

援
えん

では、重 症 ⼼ ⾝ 障 害 者
じゅうしょうしんしんしょうがいしゃ

の地
ち

域
いき

⽣活
せいかつ

を⽀
し

援
えん

するため、昭和
しょうわ

61年
ねん

に、重 症 ⼼ ⾝ 障 害 者
じゅうしょうしんしんしょうがいしゃ

にとって初
はじ

めての通所
つうしょ

施
し

設
せつ

を全国
ぜんこく

に先
さき

駆
が

けて
整備
せ い び

しました。この取組
とりくみ

は、その後
ご

の本
ほん

市
し

における 重 症
じゅうしょう

⼼⾝
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

の⽣活
せいかつ

の 姿
すがた

を⼤
おお

き
く変

か
えるものとなりました。 

また、平成
へいせい

５年度
ね ん ど

の知的障害者
ちてきしょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

改
かい

正
せい

により、⼤
だい

都
と

市
し

特例
とくれい

が導 ⼊
どうにゅう

され、それまで都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

が ⾏
おこな

っていた障害者施策
しょうがいしゃしさく

の権限
けんげん

が政令
せいれい

指
し

定
てい

都
と

市
し

に移譲
いじょう

されたことにより、本
ほん

市
し

独
どく

⾃
じ

の展開
てんかい

が可
か

能
のう

となりました。 
それを受

う
けて、社会

しゃかい
福
ふく

祉
し

法⼈
ほうじん

における⼊所施設
にゅうしょしせつ

の⽀
し

援
えん

では、いち早
はや

くユニット化
か

（ ⼩
しょう

舎制
しゃせい

）・個
こ

室
しつ

化
か

を導 ⼊
どうにゅう

し、施
し

設
せつ

⽣活
せいかつ

の質
しつ

の向 上
こうじょう

だけでなく、地
ち

域
いき

⽣活
せいかつ

移
い

⾏
こう

を想定
そうてい

した⽀
し

援
えん

が ⾏
おこな

えるよう、取組
とりくみ

を ⾏
おこな

ってきました。 
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  ⼀⽅
いっぽう

で、精神障害
せいしんしょうがい

については⻑
なが

く医療
いりょう

の対 象
たいしょう

とされ、福
ふく

祉
し

の対 象
たいしょう

とはなっていませ
んでした。 

そうした中
なか

で本
ほん

市
し

においては、全国的
ぜんこくてき

な施
し

策
さく

展開
てんかい

よりはるかに早
そう

期
き

の昭和
しょうわ

23年
ねん

から保
ほ

健
けん

所
じょ

（当
とう

時
じ

）に医療
いりょう

社会
しゃかい

事業員
じぎょういん

を配
はい

置
ち

し、３区
く

に精神
せいしん

衛⽣
えいせい

相談所
そうだんじょ

を設
もう

け、これを発展
はってん

させて、
全
ぜん

区
く

に専任
せんにん

の医療
いりょう

ソ
そ

ー
ー

シ
し

ャ
ゃ

ル
る

ワ
わ

ー
ー

カ
か

ー
ー

を配
はい

置
ち

してきました。医療
いりょう

ソ
そ

ー
ー

シ
し

ャ
ゃ

ル
る

ワ
わ

ー
ー

カ
か

ー
ー

が 中
ちゅう

⼼
しん

となって、家
か

族
ぞく

会
かい

の創設
そうせつ

やその後
ご

の横
よこ

浜
はま

市
し

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地
ち

域
いき

作業所
さぎょうしょ

（以
い

下
か
「精

せい
神
しん

障 害
しょうがい

者
しゃ

地
ち

域
いき

作業所
さぎょうしょ

」といいます。）の設
せっ

置
ち

など、様々
さまざま

な地
ち

域
いき

活動
かつどう

を展開
てんかい

してきました。57年
ねん

に初
はじ

めて２か所
しょ

の精神障害者地域作業所
せいしんしょうがいしゃちいきさぎょうしょ

が開所
かいしょ

し、「病 院
びょういん

の外
そと

」で社会
しゃかい

復
ふっ

帰
き

の場
ば

所
しょ

ができま
した。そして 62年

ねん
、社会

しゃかい
復
ふっ

帰
き

施
し

設
せつ

が初
はじ

めて法 律上
ほうりつじょう

位
い

置
ち

付
づ

けられ、平成
へいせい

元
がん

年
ねん

には初
はじ

めて
精神障害者
せいしんしょうがいしゃ

のための授産
じゅさん

施
し

設
せつ

が市
し

内
ない

に設
せっ

置
ち

されるなど、社会
しゃかい

復
ふっ

帰
き

のための福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

が整
せい

備
び

されてきました。また、この頃
ころ

から県
けん

レ
れ

ベ
べ

ル
る

での当
とう

事
じ

者
しゃ

活動
かつどう

が開
かい

始
し

され、本
ほん

市
し

の障 害者
しょうがいしゃ

も参
さん

加
か

しました。その後
ご

、平成
へいせい

11年
ねん

に精神障害者
せいしんしょうがいしゃ

への地
ち

域
いき

⽣活
せいかつ

を⽀
し

援
えん

する拠点
きょてん

として、
相談
そうだん

⽀
し

援
えん

事業
じぎょう

や居
い

場
ば

所
しょ

の提
てい

供
きょう

などのサ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

から地
ち

域
いき

交
こう

流
りゅう

まで、様々
さまざま

な機
き

能
のう

を備
そな

えた、
横
よこ

浜
はま

市
し

精神障害者
せいしんしょうがいしゃ

⽣
せい

活
かつ

⽀
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー
（以

い
下
か
「⽣

せい
活
かつ

⽀
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

」といいます。）の設
せっ

置
ち

を
開
かい

始
し

しました。そして 25年
ねん

３⽉
がつ

に市
し

内
ない

各
かく

区
く

に１館
かん

整
せい

備
び

が完 了
かんりょう

しています。平成
へいせい

28年
ねん

には、
ア
あ

ル
る

コ
こ

ー
ー

ル
る

健康障害
けんこうしょうがい

対策
たいさく

基本法
きほんほう

が制定
せいてい

されるなど、地
ち

域
いき

における依存症
いぞんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

によ
る依存症者

いぞんしょうしゃ
本⼈
ほんにん

やその家
か

族
ぞく

への支
し

援
えん

の充 実
じゅうじつ

が求
もと

められてきています。 
今
こん

後
ご

とも精神障害
せいしんしょうがい

は「疾病
しっぺい

」と「障 害
しょうがい

」の両 側⾯
りょうそくめん

に配慮
はいりょ

した施
し

策
さく

展
てん

開
かい

が必
ひつ

要
よう

です。 
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【平成
へいせい

21年度
ね ん ど

以降
い こ う

の横
よこ

浜
はま

市
し

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施
し

策
さく

】 

年⽉
ねんげつ

 横
よこ

浜
はま

市
し

の経
けい

緯
い

 

平成
へいせい

21年
ねん

４⽉
がつ

 第
だい

２期
き

障 害 者
しょうがいしゃ

プ
ぷ

ラ
ら

ン
ん

を策定
さくてい

 

22年
ねん

４⽉
がつ

 
在宅⼼⾝障害者⼿当
ざいたくしんしんしょうがいしゃてあて

を廃⽌
は い し

し、障害者施策推進協議会等
しょうがいしゃしさくすいしんきょうぎかいとう

での議
ぎ

論
ろん

を踏
ふ

ま
えて「将 来

しょうらい
にわたるあんしん施

し
策
さく

」を開
かい

始
し

 

22年
ねん

10⽉
がつ

 
横浜市障害者後⾒的⽀援制度
よこはまししょうがいしゃこうけんてきしえんせいど

（以下
い か

「後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

制度
せ い ど

」という。）を４区
く

で
開始
か い し

 

24年
ねん

４⽉
がつ

 
第
だい

２期
き

障 害 者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

改定版
かいていばん

を策
さく

定
てい

 

神
か

奈
な

川
がわ

県
けん

から事業者
じぎょうしゃ

指
し

定
てい

業務
ぎょうむ

が移
い

管
かん

される 

24年
ねん

10⽉
がつ

 
横浜市障害者虐待防⽌センター
よこはまししょうがいしゃぎゃくたいぼうしせんたー

の開設
かいせつ

 

横
よこ

浜
はま

市
し

多
た

機
き

能
のう

型
がた

拠点
きょてん

（以
い

下
か

「多
た

機
き

能
のう

型
がた

拠点
きょてん

」という。）の１か所
しょ

⽬
め

の開所
かいしょ

 

25年
ねん

３⽉
がつ

 
社会福祉法⼈型
しゃかいふくしほうじんがた

地
ち

活
かつ

ホ
ほ

ー
ー

ム
む

の 18区
く

整備完了
せいびかんりょう

 

⽣活
せいかつ

⽀
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

の 18区
く

整備完了
せいびかんりょう

 

25年
ねん

４⽉
がつ

 

「移
い

動
どう

⽀
し

援
えん

施
し

策
さく

の再構築
さいこうちく

」を実
じっ

施
し

（⼀
いち

部
ぶ

は平成
へいせい

25年
ねん

10⽉
がつ

から実
じっ

施
し

） 

「横
よこ

浜
はま

市
し

における障害者就労施設等
しょうがいしゃしゅうろうしせつとう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達⽅針
ちょうたつほうしん

」を年
ねん

度
ど

ごとに作成
さくせい

 
横浜市障害者就労⽀援センター
よこはまししょうがいしゃしゅうろうしえんせんたー

（以下
い か

「就 労
しゅうろう

⽀援
し え ん

センター
せ ん た ー

」という。）の
９か所⽬
    しょめ

の開所
かいしょ

 
横浜市地域療育
よこはましちいきりょういく

センター
せ ん た ー

（以下
い か

「地域療育
ちいきりょういく

センター
せ ん た ー

」という。）の８か所⽬
    しょめ

の開所
かいしょ

 

25年
ねん

10⽉
がつ

 多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

の２か所
しょ

⽬
め

の開所
かいしょ

 

27年
ねん

４⽉
がつ

 
第
だい

３期
き

障害者プラン
しょうがいしゃぷらん

を策定
さくてい

 

よこはま障害者共同受注総合センター
しょうがいしゃきょうどうじゅちゅうそうごうせんたー

の開設
かいせつ

 

28年
ねん

４⽉
がつ

 
横浜市
よこはまし

基
き

幹
かん

相談
そうだん

⽀
し

援
えん

センター
せ ん た ー

（以下
い か

「基
き

幹
かん

相
そう

談
だん

⽀
し

援
えん

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

」という。）
の 18区

く
設置
せ っ ち

 

29年
ねん

３⽉
がつ

 後⾒的
こうけんてき

⽀
し

援
えん

制
せい

度
ど

の 18区
く

展開
てんかい

 

29年
ねん

４⽉
がつ

 多機能型
た き の う が た

拠点
きょてん

の３か所
しょ

⽬
め

の開所
かいしょ

 



  

16 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 横
よこ

浜
はま

市
し

発⾏
はっこう

の各障害者⼿帳
かくしょうがいしゃてちょう

（⾝体障害者⼿帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

・愛
あい

の⼿帳
てちょう

（療育⼿帳
りょういくてちょう

）・精神障害者
せいしんしょうがいしゃ

保
ほ

健
けん

福
ふく

祉
し

⼿帳
てちょう

）の平成
へいせい

29年
ねん

３⽉
がつ

末
まつ

時
じ

点
てん

での所
しょ

持
じ

者
しゃ

数
すう

の合計
ごうけい

は、約
やく

16万
まん

⼈
にん

（横
よこ

浜
はま

市
し

全体
ぜんたい

⼈
じん

⼝
こう

⽐
ひ

で４.28 ％
ぱーせんと

）となっています。  
 表

ひょう
１によると 24年

ねん
の約

やく
13万

まん
9千

せん
⼈
にん

から、現在
げんざい

までに、約
やく

２万
まん

１千
せん

⼈
にん

増
ぞう

加
か

し（増
ぞう

加
か

率
りつ

約
やく

 
12.9 ％

ぱーせんと
）、年々

ねんねん
所
しょ

持
じ

者
しゃ

数
すう

が伸
の

びていることが分
わ

かります。  
 また、 表

ひょう
２からわかるように、障害者⼿帳所持者数

しょうがいしゃてちょうしょじしゃすう
の増

ぞう
加
か

率
りつ

については、ここ数年
すうねん

2 
％

ぱーせんと
から４ ％

ぱーせんと
の 間

あいだ
で推

すい
移
い

しており、横
よこ

浜
はま

市
し

⼈⼝
じんこう

の増
ぞう

加
か

率
りつ

と⽐
くら

べても⼤
おお

きいことから、
障害者⼿帳所持者
しょうがいしゃてちょうしょじしゃ

の割合
わりあい

が増
ふ

えてきているといえます。今
こん

後
ご

も障 害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

所
しょ

持
じ

者
しゃ

数
すう

の割
わり

合
あい

は増
ふ

えていくことが推測
すいそく

されます。  

表
ひょう

２ 横浜市
よこはまし

⼈⼝
じんこう

と障害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

数
すう

の増加数
ぞうかすう

の⽐較
ひかく

（⼈
にん

）

２４〜２５年
ねん

２５〜２６年
ねん

２６〜２７年
ねん

２７〜２８年
ねん

２８〜２９年
ねん

5,164 8,305 10,077 12,872 3,082

(0.14%) (0.22%) (0.27%) (0.35%) (0.08%)

4,717 5,695 3,500 3,284 3,427

(3.39%) (3.96%) (2.34%) (2.15%) (2.19%)

⼿帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の増加数
ぞうかすう

（増加
ぞうか

率
りつ

）

（増加
ぞうか

率
りつ

）

横浜市
よこはまし

⼈⼝
じんこう

増加
　ぞうか

数
すう
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図
ず

１ 市
し

⼈⼝
じんこう

と⼿帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の増加数
ぞうかすう

の推
すい

移
い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
ず

２ 市
し

⼈⼝
じんこう

と⼿帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の増加率
ぞうかりつ

の推移
す い い

 

 

  

じんこう ぞうかりつ てちょうしょじしゃ ぞうかりつ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

にん 

ねん ねん ねん ねん ねん 

よこはましじんこうぞうかすう てちょうしょじしゃ ぞうかすう 

ぱーせんと 
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 ア 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 表
ひょう

３によると、⼿帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、肢体
し た い

不⾃由
ふ じ ゆ う

が最も
も っ と

多く
お お

、次
つ

いで、内部
な い ぶ

障 害
しょうがい

となって
おります。 

また、 表
ひょう

４からわかるように、⼿帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、18歳
さい

未満
み ま ん

の⼈数
にんずう

が横
よこ

ばい、18歳
さい

から
65歳

さい
未満
み ま ん

の⼈数
にんずう

が減 少
げんしょう

しているのに対
たい

して、65歳
さい

以上
いじょう

の⼈数
にんずう

は、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しています。  
 

表
ひょう

４ ⾝体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

数
すう

 年齢
ねんれい

別
べつ

推移
すいい

 各年度
かくねんど

 ３⽉
がつ

末
まつ

時点
じてん

（⼈
にん

）

２４年
ねん

２５年
ねん

２６年
ねん

２７年
ねん

２８年
ねん

２９年
ねん

2,423 2,425 2,469 2,426 2,428 2,397

(2.6%) (2.5%) (2.5%) (2.4%) (2.4%) (2.4%)

30,332 29,702 29,509 28,823 28,193 27,903

(32.2%) (30.9%) (29.9%) (29.1%) (28.4%) (28.1%)

61,536 63,987 66,728 67,871 68,578 69,056

(65.3%) (66.6%) (67.6%) (68.5%) (69.1%) (69.5%)

94,291 96,114 98,706 99,120 99,199 99,356

18歳未満
さいみまん

65歳以上
さいいじょう

18〜65歳未満
さいみまん

（下段︓全体に占める割合）

（下段︓全体に占める割合）

（下段︓全体に占める割合）

計
けい

図
ず

３ ⾝
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

 障
しょう

害
がい

状況別推移
じょうきょうべつすいい

 図
ず

４ ⾝体障害者
しんたいしょうがいしゃ

 年齢
ねんれい

別
べつ

推移
す い い

 



19 
 

 
   

イ 愛
あい

の手帳
て ち ょ う

（療育
りょういく

手帳
て ち ょ う

） 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 表
ひょう

５によると、平成
へいせい

29年
ねん

３⽉
  がつ

末
まつ

時点
じ て ん

では、24年
ねん

と⽐
くら

べ、６千
せん

⼈
にん

以
い

上
じょう

増
ふ

えています。中
なか

で
も、Ｂ

びー
２の⼿帳

てちょう
を所持

し ょ じ
している⽅

かた
が、約

やく
４千

せん
⼈と、全体

ぜんたい
の増加数

ぞうかすう
の約

やく
65 ％

ぱーせんと
を占

し
めています。 

また、 表
ひょう

６からわかるように、全体
ぜんたい

の所持者数
しょじしゃすう

における各年齢
かくねんれい

の所持者数
しょじしゃすう

の割合
わりあい

は、この
６年間
  ねんかん

を通
とお

して、ほぼ横
よこ

ばいとなっています。  

表
ひょう

５ 愛
あい

の⼿帳
てちょう

 障害
しょうがい

程度
ていど

別
べつ

推移
すいい

各
かく

年
ねん

３⽉
がつ

末
まつ

時点
じてん

（⼈
にん

）

２４年
ねん

２５年
ねん

２６年
ねん

２７年
ねん

２８年
ねん

２９年
ねん

4,502 4,629 4,775 4,908 4,995 5,087

4,487 4,617 4,706 4,799 4,923 5,040

5,004 5,164 5,366 5,646 5,843 6,009

7,871 8,595 9,324 10,094 10,951 11,822

21,864 23,005 24,171 25,447 26,712 27,958

※参考
さんこう

 Ａ１
えー

…IQ
あいきゅー

 20以下
いか

、A２
えー　

…IQ
あいきゅー

 21〜35、B1
びー　

…IQ
あいきゅー

36〜50、B2
びー　

…IQ
あいきゅー

51〜75

Ｂ２
びー　

計
けい

Ａ１
えー　

Ａ２
えー　

Ｂ１
びー　

表
ひょう

６ 愛
あい

の⼿帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

数
すう

の年齢
ねんれい

別
べつ

推移
すいい

各
かく

年
とし

３⽉
がつ

末
まつ

時点
じてん

（⼈
にん

）

２４年
ねん

２５年
ねん

２６年
ねん

２７年
ねん

２８年
ねん

２９年
ねん

8,315 8,761 9,172 9,646 10,141 10,612

(38.0%) (38.1%) (37.9%) (37.9%) (38.0%) (38.0%)

13,010 13,636 14,312 15,058 15,746 16,485

(59.5%) (59.3%) (59.2%) (59.2%) (58.9%) (59.0%)

539 608 687 743 825 861

(2.5%) (2.6%) (2.8%) (2.9%) (3.1%) (3.1%)

21,864 23,005 24,171 25,447 26,712 27,958

18〜65歳未満
さいみまん

（下段
げだん

︓全体
ぜんたい

に占
し

める割合）
わりあい）

65歳以上
さいいじょう

（下段
げだん

︓全体
ぜんたい

に占
し

める割合
わりあい

）

18歳未満
さいみまん

（下段
げだん

︓全体
ぜんたい

に占
し

める割合
わりあい

）

計
けい

図
ず

５ 愛
あい

の⼿帳
てちょう

 障害程度別推移
しょうがいていどべつすいい

 図
ず

６ 愛
あい

の⼿帳
てちょう

 年齢別推移
ねんれいべつすいい
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ウ 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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

表
ひょう

７ 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

 等級
とうきゅう

別
べつ

推移
すいい

各
かく

年
ねん

３⽉
がつ

末
まつ

時点
じてん

（⼈
にん

）

２４年
ねん

２５年
ねん

２６年
ねん

２７年
ねん

２８年
ねん

２９年
ねん

2,669 2,694 2,870 2,994 3,118 3,308

12,387 13,399 14,497 15,477 16,623 17,844

7,729 8,445 9,108 9,814 10,484 11,097

22,785 24,538 26,475 28,285 30,225 32,249

１級
きゅう

計
けい

２級
きゅう

３級
きゅう

表
ひょう

８ 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

所持者
しょじしゃ

の年齢
ねんれい

別
べつ

推移
すいい

各
かく

年
ねん

３⽉
がつ

末
まつ

時点
じてん

（⼈
にん

）
２４年

ねん

２５年
ねん

２６年
ねん

２７年
ねん

２８年
ねん

２９年
ねん

298 408 493 596 727 869

(1.3%) (1.7%) (1.9%) (2.1%) (2.4%) (2.7%)

19,663 20,952 22,355 23,682 25,126 26,666

(86.3%) (85.4%) (84.4%) (83.7%) (83.1%) (82.7%)

2,824 3,178 3,627 4,007 4,372 4,714

(12.4%) (13.0%) (13.7%) (14.2%) (14.5%) (14.6%)

22,785 24,538 26,475 28,285 30,225 32,249

※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

については、１８歳
さい

未満
みまん

での統計
とうけい

を取
と

っていないため、２０歳
さい

未満
みまん

としています。

65歳
さい

以上
いじょう

（下段
げだん

︓全体
ぜんたい

に占
し

める割合
わりあい

）

計
けい

20歳
さい

未満
みまん

（下段
げだん

︓全体
ぜんたい

に占
し

める割合
わりあい

）

20〜65歳
さい

未満
みまん

（下段
げだん

︓全体
ぜんたい

に占
し

める割合
わりあい

）

 ⾝体
しんたい

障 害
しょうがい

・知的
ち て き

障 害
しょうがい

・精神
せいしん

障 害
しょうがい

の３障 害
しょうがい

の⼿帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

のうち、この５年間
  ねんかん

でもっと
も増加

ぞ う か
してきているのが、精神

せいしん
障 害
しょうがい

です。 表
ひょう

７からわかるように、平成
へいせい

29年
ねん

３⽉
  がつ

末
まつ

時点
じ て ん

では、24年
ねん

と⽐
くら

べ、９千⼈
  せんにん

以上
いじょう

増
ふ

えており、特
とく

に２級
 きゅう

が約
やく

５千
せん

５ 百
ひゃく

⼈
にん

（約
やく

１．4倍
ばい

）増
ふ

え
ています。  

また、表
ひょう

８からわかるように、⼿帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、20歳
さい

〜65歳
さい

未満
み ま ん

の⼈数
にんずう

が⼤
おお

きく増加
ぞ う か

し
てきている傾向

けいこう
に対

たい
し、20歳

さい
未満
み ま ん

の⼈数
にんずう

は、ほぼ横
よこ

ばい、65歳
さい

以上
いじょう

の所持者数
しょじしゃすう

は、若 ⼲
じゃっかん

の
増加
ぞ う か

という傾向
けいこう

となっています。  

図
ず

７ 精神
せいしん

障 害者
しょうがいしゃ

 等
とう

級 別
きゅうべつ

推移
す い い

 図
ず

８ 精神
せいしん

障 害者
しょうがいしゃ

 年
ねん

齢
れい

別
べつ

推
すい

移
い

 



21 
 

 

エ 横浜市
よ こ は ま し

の難病
なんびょう

患者数
かんじゃすう

 （特定
と く て い

医療費
い り ょ う ひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）受給者証
じゅきゅうしゃしょう

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （参考

さんこう

）神奈川県
か な が わ け ん

特定
とくてい

医療費
い り ょ う ひ

（指定
し て い

難 病
なんびょう

）受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

所持者数
しょじしゃすう

※ 

（横浜市
よ こ は ま し

）（各年
かくねん

３月
 が つ

末
まつ

現在
げんざい

） 

24年
ねん

 25年
ねん

 26年
ねん

 27年
ねん

 28年
ねん

 29年
ねん

 

20,898⼈
にん

 22,065⼈
にん

 23,157⼈
にん

 23,469⼈
にん

 24,683⼈
にん

 25,794⼈
にん

 

 
 
 
 
 

  

 平成
へいせい

25年
ねん

４⽉
  がつ

に施⾏
し こ う

された障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

では、制度
せ い ど

の⾕間
た に ま

の無い
な

⽀援
し え ん

を ⾏
おこな

うた
め、障害者

しょうがいしゃ
の範囲

は ん い
に、新

あら
たに難 病

なんびょう
等
とう

を加
くわ

えました。 
 このことにより、「難 病

なんびょう
患者
かんじゃ

等
とう

居宅
きょたく

⽣活
せいかつ

⽀援
し え ん

事業
じぎょう

」の対 象
たいしょう

疾病
しっぺい

（130疾病
しっぺい

及
およ

び関節
かんせつ

リ
り

ウマチ
う ま ち

）にり患
かん

している難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

で、症 状
しょうじょう

の変動
へんどう

があり⾝体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

⼿帳
てちょう

を取得
しゅとく

する
ことができなかった⽅

かた
が、障 害

しょうがい
福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利⽤
り よ う

できることとなりました。 
 その後

  ご
、国

くに
の障 害者

しょうがいしゃ
総合
そうごう

⽀援法
しえんほう

対 象
たいしょう

疾病
しっぺい

検討会
けんとうかい

での議論
ぎ ろ ん

を経て
へ  

、27年
ねん

１⽉
 が つ

には対 象
たいしょう

疾病
しっぺい

が 130疾病
しっぺい

から 151疾病
しっぺい

へと拡⼤
かくだい

されました。 
 今後

こ ん ご
、障 害

しょうがい
福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、難 病
なんびょう

等
とう

の患者数
かんじゃすう

も考慮
こうりょ

しながら、進
すす

め
ていきます。 

※26年
ねん

までは「特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

受 給 者 証
じゅきゅうしゃしょう

」の所持者数
しょじしゃすう
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第
だい

３期
き

では、本
ほん

⼈
にん

のラ
ら

イ
い

フ
ふ

ス
す

テ
て

ー
ー

ジ
じ

を通
つう

じて⼀
いっ

貫
かん

した⽀
し

援
えん

の強化
きょうか

と、⾃⼰
じ こ

選択
せんたく

・⾃⼰
じ こ

決定
けってい

のためには、個々
こ こ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた本
ほん

⼈
にん

の主体性
しゅたいせい

を獲得
かくとく

する ⼒
ちから

（エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

）への⽀援
し え ん

が基本
き ほ ん

という視点
し て ん

を持
も

って、施策
し さ く

に取
と

り組
く

んでいます。 

前
ぜん

期
き

３年
ねん

間
かん

では、第
だい

２期
き

の将 来
しょうらい

にわたるあんしん施
し

策
さく

を継 承
けいしょう

し、「親
おや

亡
な

き後
あと

の⽣活
せいかつ

の

安⼼
あんしん

」「障 害者
しょうがいしゃ

の⾼齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

への対応
たいおう

」「地域
ち い き

⽣活
せいかつ

のためのきめ細
こま

かな対応
たいおう

」の３つの

柱
はしら

の施
し

策
さく

を拡 充
かくじゅう

してきました。 

「親
おや

亡
な

き後
あと

の⽣活
せいかつ

の安⼼
あんしん

」として、後⾒的
こうけんてき

⽀援
し え ん

推進
すいしん

制
せい

度
ど

が 18区
く

で展開
てんかい

されるようになり、

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

が地
ち

域
いき

で安⼼
あんしん

して暮
く

らすために必要
ひつよう

な、⽇常⽣活
にちじょうせいかつ

の⾒
み

守
まも

りや将 来
しょうらい

の不
ふ

安
あん

に関
かん

する相
そう

談
だん

等
とう

を ⾏
おこな

い、平成
へいせい

29年
ねん

12⽉
がつ

末
まつ

現在
げんざい

で、約
やく

1,300⼈
にん

の⽅
かた

が登録
とうろく

をしています。  

「障 害者
しょうがいしゃ

の⾼
こう

齢
れい

化
か

・重度
じゅうど

化
か

への対応
たいおう

」としては、⾼
こう

齢
れい

化
か

・重度化
じゅうどか

にも対応
たいおう

できるグ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

ホ
ほ

ー
ー

ム
む

として、本
ほん

市
し

が独
どく

⾃
じ

で看
かん

護
ご

師
し

等
とう

の⼈員体制
じんいんたいせい

を加
か

配
はい

し運営
うんえい

しているグ
ぐ

ル
る

ー
ー

プ
ぷ

ホ
ほ

ー
ー

ム
む

を３か所
しょ

設
せっ

置
ち

していますが、今後
こ ん ご

拡⼤
かくだい

するには、運営⾯
うんえいめん

での財源
ざいげん

等
とう

を確保
か く ほ

する必要
ひつよう

があり、

国
くに

の動向
どうこう

を⾒
み

据
す

えながら、引
ひ

き続
つづ

き検
けん

討
とう

をしていきます。 

「地
ち

域
いき

⽣活
せいかつ

のためのきめ細
こま

かな対応
たいおう

」として、障 害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参
さん

加
か

や活動
かつどう

範
はん

囲
い

を広
ひろ

げる

ことを⽬
もく

的
てき

として移動情報
いどうじょうほう

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

を 18区
く

に設
せっ

置
ち

、また安⼼
あんしん

して受診
じゅしん

することができる

医療
いりょう

環 境
かんきょう

の充 実
じゅうじつ

に向
む

け、知
ち

的
てき

専⾨
せんもん

外来
がいらい

を４病 院
びょういん

で開設
かいせつ

しました。 

しかし前
ぜん

期
き

３年
ねん

間
かん

では、災害
さいがい

対策
たいさく

、計画
けいかく

相談
そうだん

⽀援
し え ん

の導 ⼊
どうにゅう

、⼈材
じんざい

確保
か く ほ

等
とう

の取組
とりくみ

が不⼗分
ふじゅうぶん

で

あり、引
ひ

き続
つづ

き課題
か だ い

として認識
にんしき

し、その実現
じつげん

に向
む

けた取
とり

組
くみ

を推進
すいしん

します。 

後
こう

期
き

３年
ねん

間
かん

では、平
へい

成
せい

30年
ねん

４⽉
がつ

障害者総合⽀援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

・児
じ

童
どう

福
ふく

祉
し

法
ほう

の⼀
いち

部
ぶ

改正
かいせい

が施⾏
し こ う

され、

⽣活
せいかつ

と就 労
しゅうろう

に対
たい

する⽀
し

援
えん

の⼀層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

として、多
おお

くの新
あら

たなメニュー
め に ゅ ー

が追
つい

加
か

されました。

代表的
だいひょうてき

なものでは、障 害
しょうがい

のある⽅
かた

が、住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で安⼼
あんしん

して⽣活
せいかつ

することができる

よう、⾼
こう

齢
れい

化
か
・重度

じゅうど
化
か

を⾒
み

据
す

え、居住⽀援
きょじゅうしえん

のための機
き

能
のう

を整
せい

備
び

し、障害者
しょうがいしゃ

の⽣活
せいかつ

を地
ち

域
いき

全体
ぜんたい

で⽀
ささ

える地
ち

域
いき

⽣
せい

活
かつ

⽀
し

援
えん

拠点
きょてん

の構築
こうちく

や、医療
いりょう

的
てき

ケア児
け あ じ

・者
しゃ

の在宅
ざいたく

⽣活
せいかつ

を⽀
ささ

えるコ
こ

ー
ー

デ
で

ィ
ぃ

ネ
ね

ー
ー

タ
た

―
ー

の配
はい

置
ち

があります。 

今
こん

後
ご

も多
た

様
よう

化
か
・複

ふく
雑
ざつ

化
か

するニーズ
に ー ず

に応
こた

え、障害福祉
しょうがいふくし

の充 実
じゅうじつ

に向
む

け、「⾃
じ

⼰
こ

選択
せんたく

・⾃
じ

⼰
こ

決定
けってい

のもと、住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で、安⼼
あんしん

して、学
まな

び・育
そだ

ち・暮
く

らしていくことができるまち、ヨコハマ
よ こ は ま

を⽬
め

指
ざ

す」を基本⽬標
きほんもくひょう

とし、後
こう

期
き

３年
ねん

間
かん

も各
かく

取
とり

組
くみ

を着 実
ちゃくじつ

に進
すす

めてまいります。 
 

前
ぜん

期
き

３年間
ねんかん

を踏
ふ

まえた後
こう

期
き

３年間
ねんかん

の施
し

策
さく

推進
すいしん

の⽅向性
ほうこうせい
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