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第１章 計画策定にあたって                    
 
１．なぜ計画の策定が必要か 

○ 地域コミュニティの希薄化や人口減少・超高齢社会の到来の中、今後、障が

い者の重度化・高齢化や「8050問題」「親亡き後」などにより地域で障がい者

が抱える課題はさらに深刻化することが懸念されるとともに、地震・台風・豪

雨災害などの自然災害や新型コロナウイルス感染症などの新興感染症や様々な

事件・事故が発生。 

○ また、国において、第４次大阪府障がい者計画（後期計画）が策定された平

成 30年度以降、障害者総合支援法・社会福祉法の改正や障害者文化芸術活動

推進法・読書バリアフリー法の制定など様々な制度改正を実施。 

〇 障がい当事者やその家族が多数参画する「第 5次大阪府障がい者計画策定検

討部会」における議論をもとに、令和２年９月に大阪府障がい者施策推進協議

会がとりまとめた意見具申「第 5次大阪府障がい者計画の策定について」を最

大限尊重するとともに、障がい福祉計画等については、国の基本指針（最終改

正 令和２年厚生労働省告示第 213号）に即して策定。 

〇 大阪府においては、計画期間が令和 2年度までとなっている発達障がい児者

支援プランの後継プランを統合した上で、障害者基本法に基づく障がい者計画

と障害者総合支援法に基づく障がい福祉計画・児童福祉法に基づく障がい児福

祉計画を一体的に作成。 
 

２．この計画はどのような性格をもっているのか 

○ 障がい者計画は、障害者基本法第 11条第２項に基づくものであり、長期的

な視野から、障がい者施策全般に関する基本的な方向と達成すべき目標を示す

総合的な計画。 

○ 障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、それぞれ障害者総合支援法第８９

条第１項と児童福祉法第 33条の 22第１項の規定に基づくものであり、国の

基本指針に即して、３年間の障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等（以

下、「障がい福祉サービス等」という。）の見込量等を示すとともに、具体的な

数値目標（成果目標）を設定し、その実現に向けて取り組むべき方策等を規定。 
 

３．計画の目標時期はいつか 

○ 本計画の上位計画である国の障害者基本計画及び大阪府地域福祉支援計画の

計画期間（いずれも５年間）や、障がい福祉計画等の計画期間（いずれも３年

間）との整合性を確保し、本計画の計画期間を令和３年度から令和８年度まで

の６年間とする（障がい福祉計画等は、国の基本指針において、３年を１期と

して策定することになっており、第６期大阪府障がい福祉計画等は、令和３年

度から令和５年度までの 3年間の計画とする。）。 



- 2 - 

第２章 基本的な視点                        
 

１．基本理念 
 

全ての人間（ひと）が支え合い、包容され、ともに生きる自立支援社

会づくり 
 

 

２．基本原則 
 

（１）障がい者差別・虐待の防止、命と尊厳の保持 

障がい者が権利の主体として、いつ、いかなるときにおいても人間（ひ

と）としての尊厳を保持できる差別のない社会の構築に一層取り組んでいく。

また、本人をはじめ 社会から孤立した家庭や親をフォローし、適切な支援

につなぐことにより、障がい者虐待の防止に向けた取組みを進めていく。 
 

（２）多様な主体の協働による地域づくり 

行政、障がい当事者や家族、府民、事業者、ＮＰＯ、地域団体など多様

な主体の参画と協働により障がい者施策を推進していく地域を育んでいく。 
 

（３）あらゆる分野における大阪府全体の底上げ 

大阪府や市町村が連携を強化し、あらゆる地域で支援を行き届かせると

ともに、事業所間での連携を図りつつ、 地域や多様な主体が切磋琢磨し、

あらゆる分野でサービス水準を向上させ、支援の質を高めていく。 
 

（４）合理的配慮によるバリアフリーの充実 

 障がい特性を勘案した合理的配慮の周知啓発を図るとともに、社会的障

壁の除去に向け、 ハード面・ソフト面でのバリアフリーの充実に努めてい

く。 
 

（５）真の共生社会・インクルーシブな社会の実現 

 障がいの有無に関わらず、それぞれの個性と差異と多様性が尊重され、

それぞれの人格を認め合う「共生社会」、そして、障がい者が社会の構成員

として分け隔てられることなく地域社会でともに自立し支えあう社会（イン

クルーシブな社会）の実現を追求していく。 
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第３章 施策の推進方向                       
 
第１節 最重点施策                           
１．入所施設や精神科病院からの地域生活への移行の推進 
 

 ○ 一人ひとりの状態や今後の希望を適切に把握した上で、地域移行を推進する

とともに、地域での住まいの場となるグループホーム等を確保。 

 ○ 施設等から生活の場を移すための支援だけではなく、地域での生活づくりを

支援し、地域での暮らしを実現。 

 

２．障がい者の就労支援の強化 
 

○ 障がい者が希望するところで働くことができるような環境づくりや就労支援

を行うとともに、就労後の職場定着や生活の安定に向けた取組みを強化。 

 

３．専門性の高い分野への支援の充実 
  

○ 従来、十分に支援が行き届いていなかった方を「障がい者」と捉えて支援。 

・発達障がい児者   ・高次脳機能障がい者   ・難病患者 

・医療的ケアが必要な障がい児を含む医療依存度の高い重症心身障がい児者等 
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第２節 共通場面に応じた施策の推進方向              
 

Ⅰ 共通場面「地域を育む」 
 

１． めざすべき姿と現状の評価・課題 
 

＜めざすべき姿＞ 
 

多様な主体が協力し、全ての障がいのある人が安心して暮らせる地

域を育んでいる 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．個別分野ごとの施策の方向性 
 

（１）障がい者虐待の防止や差別の解消（「命と尊厳を守る」地域づくり） 
 
〇 障がい者虐待の増減要因等の現状分析、重篤事案の事後検証や終結に至る

までのフォローや市町村・専門機関との連携協力体制の確保による迅速かつ

適切な対応。 

○ 障がい福祉サービス事業所等の支援力の向上や権利擁護の取組みの充実強

化を図るための研修等の実施による虐待の未然防止。 

〇 障害者総合支援法等の権限の適切な行使や市町村職員の対応力の向上。 

○ 障がい者虐待での障がい福祉サービスや成年後見制度の利用。 

○ 障がい理解の促進や市町村の対応力の向上による障がい者差別の解消。 

○ 障がい者差別解消支援地域支援協議会の設置促進による体制の充実強化。 

○ 広域支援相談員による取組強化や合議体における分析・検証等を通じた事

例の蓄積・課題や対応策の整理。 

○ 大阪府障がい者差別解消条例の改正による事業者における合理的配慮の義

務化。 

○ 地域住民や事業者等への障がい者差別の解消や啓発による障がい者の住ま

いの確保。 

○ 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する相談受付や一時金請求

＜現状の評価と課題＞ 

〇 「8050」問題や「親亡き後」などは、まずはそういった状況に陥らないよう

本人や親ともに早い段階から自立した生活が送れるよう支援することが重要だ

が、地域で孤立しやすく、必要とする支援が行き届いていない場合がある。 

〇 地震や台風、豪雨災害などの自然災害や新型コロナウイルス感染症などの新興

感染症や様々な事件・事故の発生などにより、障がい者の安全確保や差別の解

消、障がい理解の促進等は喫緊の課題。 
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の支援。 
 

（２）関係機関による強固なネットワークの構築（「支援体制と課題解 

決力」の強化） 
 
○ 基幹相談支援センターの設置促進、関係機関とのネットワーク強化による

個別支援の充実や基幹相談支援センターを核とした相談支援体制の充実。 

○ 緊急時の対応ができる地域生活支援拠点等の整備促進や機能充実。 

○ 自立支援協議会における好事例の情報共有や個別事例の情報交換などによ

る市町村の取組み支援。 

○ 医療機関・教育機関等の連携体制の構築による地域における協働促進。 

○ 行政の福祉化による障がい者雇用の促進や避難場所の確保・避難支援など

の平常時からの災害対策など、障がい福祉・地域福祉・高齢介護・教育・労

働・保健医療・危機管理などの関係機関が連携し、障がい者のライフステー

ジに応じた切れ目のない支援の強化。 
 

（３）人材の確保と育成（「担い手」の強化） 
 
○ 障がい福祉サービスの質と量の需要が高まり、グループホームの世話人・

訪問看護師・相談支援専門員などの人材確保が困難となることが想定される

中、大阪府介護・福祉人材確保戦略に基づき、オール大阪で取組みを推進。 

○ 介護職のイメージアップやマッチング力の向上や幅広い層の参入促進、介

護ロボットの導入促進や ICT を活用した業務効率化や処遇改善、職場体験・

実地訓練・専門研修等の実施による資質向上を推進。 

○ 好事例の横展開やサービス従事者のアセスメント・モニタリングの質を向

上させる研修の充実などを通じた強度行動障がいや高次脳機能障がいなどの

複合的または専門性の高い課題に応じた支援・サービス提供。 

○ 発達障がい児を支援する通所支援事業所に対する適切な支援ノウハウの提

供や発達障がい児者の多様なニーズに対応する支援機関へのコンサルテーシ

ョンの実施。 

〇 サービス従事者になるために必要となる研修や資格取得に向け、障がい特

性に応じた情報保障や移動支援等の合理的配慮の提供。 
 

（４）障がい理解の促進と合理的配慮の浸透（「支え合う力」の強化） 
 
○ 入所施設が地域移行を進めるだけでなく、緊急ケースに対応することで障

がい者の地域生活を支えるとともに、地域との交流機会の確保にも取り組む

ことによる地域で暮らす人々の障がい理解の促進。 

○ 罪を犯した障がい者を適切な環境や支援につなげ、地域で支える取組みの

推進。 



- 6 - 

○ 企業等が採用選考で障がいをはじめとした理由によって不当な差別的取り

扱いをすることなく、障がい者が職場で必要な支援を受けることができるよ

うに、企業等における障がい者への理解に向けた取組みを推進。 

○ 自然災害や新型コロナウイルス感染症などの非常時の支援体制の充実に向け

た地域での避難行動への支援や避難所での情報保障等の合理的配慮の提供。 

○ 行政が実施するイベントや研修等の機会を活用した障がい理解の促進や配慮

を必要としていることを周囲に知らせるマークの普及。 
 

（５）ユニバーサルデザインの推進（「誰もが暮らしやすい」地域づく 

り） 
 
○ 大阪府ユニバーサルデザイン推進指針に基づく施策の充実等によるバリア

フリー化の推進や十分な情報・コミュニケーションの確保 

〇 AI・ICT等の先進技術を活用したサポートや負担軽減 

○ 情報アクセシビリティの保障と公共施設・公共交通機関等におけるバリア

フリー化や誰にでもわかりやすい設備・表示。 
 

（６）大阪府全体の底上げ（支援の質の向上と支援を行き届かせる地域

づくり） 
 
○ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画のPDCAサイクルを運用するとともに、

市町村の状況を適切に把握し、要因分析や改善策を検討することで、市町村

の対応力を平準化。 

○ 好事例の横展開や移動支援や情報保障等の適切な確保。 

○ 言語としての手話の認識の普及や習得の機会の確保の推進。 

○ 高次脳機能障がい者や発達障がい児者、医療的ケアが必要な障がい児を含

む医療依存度の高い重症心身障がい児者等、難病患者、強度行動障がいの状

態を示す方や罪を犯した障がい者への支援の確保。 

○ 障がい福祉サービスの質・量の安定的確保やサービス事業所の職場環境の改善。 



- 7 - 

第３節 生活場面に応じた施策の推進方向              
 

Ⅰ 生活場面「地域やまちで暮らす」 
 

１． めざすべき姿と現状の評価・課題 
 

＜めざすべき姿＞ 
 

障がいのある人が地域の希望するところで快適に暮らしている 
 

 

 

 

 

 

  

２．個別分野ごとの施策の方向性 
 

（１）入所施設や精神科病院から退所・退院して暮らす 
 
○ 市町村が地域体制整備コーディネーターとともに、入所施設と連携して、

障がい者等の地域生活への意識啓発に取り組めるよう働きかけ。 

〇 重度化・高齢化に対応したグループホームの拡充・整備促進やスーパーバ

イズによるグループホームの支援の質の向上。 

○ 地域精神医療体制整備広域コーディネーターによる精神科病院職員の地域

移行に関する理解促進の支援や、病院等のケースワーカー・看護師等との連

携した入院患者の地域移行に向けた個別支援・退院後の生活を見据えた地域

の体制づくりの働きかけ。 

○ 保健・医療・福祉関係者による協議の場を大阪府・保健所圏域・市町村に

設置し、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築や退院促進に

向けた要因分析や個別事案での退院後の支援策の検討。 

○ 重度障がい者が暮らすグループホーム等の見学や相談支援専門員と入所施

設職員との情報共有等を通じた地域移行に向けた意識向上・理解促進。 

○ 福祉型障がい児入所施設入所児の 18 歳到達時の障がい福祉サービスへの

円滑な移行。 

○ 重度化しても可能な限りグループホーム等での生活が維持できるよう、地

域での支援体制の充実や支援者のスキルアップや施設・事業所のバックアッ

プ。 

 

 

＜現状の評価と課題＞ 

〇 依然として入所施設や精神科病院には障がい者が長期に入所・入院 

〇 長期入所の解消に向けて地域移行を推進し、地域の緊急ケースに対応するとと

もに、入所施設・精神科病院を地域に開放 
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（２）入所施設の今後の機能のあり方 
 
○ 施設への入所希望者が増加する中、長期入所等の解消に向け、例えば入所

施設を緊急避難的な受入れを行う場として地域との循環を図るなど、入所施

設の機能・役割を整理・検討。 

○ きめ細かなアセスメントによる障がい特性を理解した支援、グループホー

ムや自宅等での環境調整、施設のサービスの質の向上、グループホーム等の

機能強化や訪問看護などの医療・介護サービスも利用した生活環境の整備を

促進し、障がい者の状態像・生活環境の変化に対応できる住まいを確保。 
 

（３）地域で暮らし続ける 
 
○ 施設コンフリクトや不動産事業者・家主等の入居拒否の解消に向けた地域

住民の障がい理解の促進。 

〇 公営住宅などを活用した重度化・高齢化に対応したグループホームの整備

促進や事業所のサービスの質の向上に向けた研修等の充実。 

○ 地域生活定着支援センターとの連携強化による罪を犯した障がい者への支

援。 

○ 地域生活支援拠点等の整備促進や好事例の横展開による機能の充実。 

○ 自立支援協議会における障がい者の実態把握や支援体制の構築・充実・実

効性の確保。 

○ 発達障がい者地域支援マネジャーの活用等による重層的な支援体制の構築。 

○ 相談支援事業所の運営の安定化に向けた支援。 

○ 相談支援専門員の質と量の確保やアセスメント・モニタリングの質を向上

させるための研修の拡充。 

○ 基幹相談支援センターの設置に向けた市町村への働きかけや主任相談支援

専門員の計画的な養成。 

○ 計画相談支援、地域相談支援、一般的な相談支援、総合的・専門的な相談

支援などの相談支援体制の検証・評価。 

○ 総合的な相談支援や困難事例等での専門的な指導・助言や人材育成の更な

る強化などの相談支援体制の再構築の検討。 

○ 多職種連携の推進やサービス従事者の処遇改善・資質向上。 
 

（４）まちで快適に生活できる 
 
○ ホーム柵の設置促進や公園や建築物におけるバリアフリー化などの地域生

活を支えるための環境整備。 

○ 市町村と連携した避難所の機能確保・バリアフリー化。 
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 Ⅱ 生活場面「学ぶ」 

 

１． めざすべき姿と現状の評価・課題 
 

＜めざすべき姿＞ 
 

障がいのある人が本人のニーズに基づき、障がいのない人と同じ場

で学んでいる 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．個別分野ごとの施策の方向性 
 

（１）早期療育を受ける 
 

○ 乳幼児健診等の受診率の向上や福祉情報コミュニケーションセンターにお

ける相談支援などの聴覚・視覚障がいの早期発見・早期支援。 

○ 障がい児入所施設における専門的機能の強化や地域との交流機会の確保。 

○ 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の確保・質の向上。 

○ サポートファイルの活用促進などライフステージに応じた切れ目のない一

貫した支援体制の充実。 

○ 児童発達支援センターの設置促進や保育所等訪問支援の実施などの重層的

な障がい児通所支援の体制整備。 

○ 退院後の在宅生活を見据えた医療的ケア児の発達段階に応じた支援や多職

種との協働等。 

○ 発達障がいにおける乳幼児期等での早期発見・早期支援・個別の教育支援

計画の活用促進。 

○ 発達支援拠点における高年齢の子どもに対する支援の質の向上や支援ノウ

ハウの蓄積や放課後等デイサービス事業所等への機関支援。 

○ ペアレントメンターの活用やペアレントトレーニング・ペアレントプログ

ラムの実施による発達障がい児への家族支援。 
 
 
 

＜現状の評価と課題＞ 
〇医療的ケアを必要とする児童生徒の通学支援をはじめとする多様な学習機会の

確保や学校での合理的配慮の浸透に向けた教員の資質向上など、インクルーシブ

教育の推進に向けた環境整備や通学・学習保障等 

〇発達障がいのある幼児・児童に向けた質の高い療育・教育環境の整備や医療依存

度の高い重症心身障がい児の学習機会の確保 
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（２）教育を受ける 
 
○ 教員等の障がい理解の促進や通学支援・情報保障などの合理的配慮が確保

された学校環境の整備。 

○ 障がいのある児童生徒のニーズ等を把握して「個別の教育支援計画」等を

作成し、教育環境を整備。 

○ 看護師・臨床心理士等の配置や医療機関との連携等による医療的ケアが

必要な児童生徒の安全・安心な学校生活の確保。 

○ 通級指導教室や自立支援推進校・共生推進校の充実。 

〇 障がい理解に関する研修の充実による教員等の資質向上や府立支援学校の

センター的機能の充実による校種間・関係機関との連携強化。 

○ 職場見学等の機会の確保や関係機関との連携による支援を通じた進路指導

の充実。 
 

（３）地域で学ぶ 
 
○ 障がい特性に応じた配慮や情報保障などによる生涯学習の充実。 

○ 職場実習の機会の拡充やスポーツ・文化芸術関連施設や生涯学習センター

や図書館・公民館の活用などによる学校卒業後の学びの場の確保。 
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Ⅲ 生活場面「働く」 

１． めざすべき姿と現状の評価・課題 
 

＜めざすべき姿＞ 
 

障がいのある人が希望する様々なところで働き続けている 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

２．個別分野ごとの施策の方向性 
 

 （１）実際に多くの障がい者が働いている 
 

   ○ 「障がい者雇用日本一・大阪」の達成に向け、障がい者雇用を促進。 

○ ハートフル税制の活用などによる特例子会社の設立を促進し、重度障がい

者や知的障がい者・精神障がい者の雇用機会の拡大。 

○ OSAKA しごとフィールドにおける求職者の安定就業や企業の人材確保の

実現。 

○ 「大阪府障がい者雇用促進センター」における法定雇用率未達成事業主に

対する障害者雇入れ計画の提出勧奨と法定雇用率の達成支援。 

○ 企業等への職場実習機会の確保、合理的配慮の提供に向けた意識改革や障

がい者雇用への理解促進の働きかけ。 

○ トライアル雇用制度を活用する企業の雇用継続に向けた環境整備。 

○ 障がい者雇用や就労支援を積極的に実施する企業・団体を「障がい者サポ

ートカンパニー」として登録し、取組周知や施策の情報提供により障がい者

雇用や就労支援を推進。 

○ 職場体験実習の受入や委託訓練・トライアル雇用・ジョブコーチ支援の活

用などによる障がい特性・適性・能力等の理解促進。 

○ 難病患者の雇用環境改善や発達障がい者のニーズを踏まえた職業訓練の実

施。 

 

 

＜現状の評価と課題＞ 
〇今後、障がい者を含めた社会全体の就労環境が大きく変化すると考えられ、障が

い者就労のさらなる拡大と就労定着に向けた取組みが重要。 

〇全国的に低い水準で推移している福祉施設での工賃水準について向上支援策が

必要。 

○障害者雇用率の段階的引上げに伴い、障がい者雇用の裾野が拡大しており、民間

企業等での障がい理解のさらなる浸透や障がい者雇用の創出等を推進。 
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（２）いろいろな場で障がい者が仕事をできる 
 
○ 就労移行支援事業所・就労継続支援事業所のサービスの質の向上。 

○ 事業所への知識・技術の普及等を通じた精神障がい者や発達障がい者の特

性に応じた就労・定着支援の促進。 

○ 工賃の向上に向けた共同受注の取組強化や就労継続支援 B 型事業所への生

産活動や支援力の向上などを支援。 

○ 官公需に係る福祉施設の受注機会の拡大。 

○ IT ステーションにおけるＩＣＴや就労支援機器等を活用した情報格差の解

消や移動が困難な重度障がい者の就労支援。 
 

 （３）障がい者が長く働き続けることができる 
 
○ 地域の就労支援の核となる障害者就業・生活支援センターにおける就労支

援ネットワーク強化。 

○ 就労定着支援事業所の支援の質の向上。 

○ 「障害者等の職場環境整備等支援組織」と連携した公契約等を活用した就

労。 
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Ⅳ 生活場面「心や体、命を大切にする」 

１． めざすべき姿と現状の評価・課題 
 

＜めざすべき姿＞ 
 

障がいのある人が必要な医療や相談を、いつでも安心して受けること

ができる 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ２．個別分野ごとの施策の方向性 
 

 （１）必要な健康･医療サービスを受ける 
 

○ 平成 30 年度に再構築された福祉医療費助成制度を検証し、国の医療保険

制度の動向等を踏まえつつ、医療のセーフティネットの観点から持続可能な

制度運用。 

○ 重症心身障がい児や医療的ケア児の人数・ニーズや支援体制の現状を把握

し、短期入所の役割やあり方を検討。 

○ 医療的ケア児を含む医療依存度の高い重症心身障がい児者等の在宅生活を

支える体制整備を推進し、包括的な支援体制を構築。 

○ 強度行動障がいや高次脳機能障がいの障がい児者に対する支援体制の検

証・整備。 

○ 専門医師の養成による発達障がいの確定診断が可能な医療機関の確保や拠

点医療機関を核とした医療機関ネットワークの充実による発達障がいの初診

待機時間の短縮。 

○ 医療機関における障がい理解の促進。 

○ 大阪依存症包括支援拠点「OATIS（オーティス）」を中心とした依存症対策

の実施。 
 

（２）（医学・社会的）リハビリテーションを受ける 
 
○ 医療・保健・福祉などの関係機関の連携による地域リハビリテーションの

向上。 

○ 大阪府の高次脳機能障がい支援拠点機関（大阪急性期・総合医療センター

＜現状の評価と課題＞ 
〇障がい者の高齢化・重度化に伴って医療ニーズが高まる中、障がい者が必要な医

療をいつでも安心して受療できる環境を構築することが必要 

〇発達障がい、高次脳機能障がい、聴覚障がいや難病などの症状が理解されにくい

障がいについて、障がい特性の理解促進や支援体制の確立に向けた取組みも必要 
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の障がい者医療・リハビリテーション医療部門、大阪府立障がい者自立セン

ター、大阪府障がい者自立相談支援センター）における治療の当初から地域

生活移行までの一貫したリハビリテーションの機会の提供。 
 

（３）悩みについて相談する 
 
○ 医療と福祉の両面からのサポートが必要となる障がい児者に対する障がい

特性に応じた相談体制の充実。 

○ 高次脳機能障がいについて、大阪府立障がい者自立センターや地域の障が

い福祉サービス事業所等が行っている先進的な支援事例等を収集・蓄積し、

市町村等とともに支援方法を検討。 

○ 虐待を受けた障がい児について、障がい児入所施設での心理的ケアの提供

や障がいの疑いのある段階からの継続的な相談支援の実施。 

○ 医療面からの知識をサポートするような専門研修等の実施による障がい特

性に応じた相談支援機能の充実や障がい児者のきめ細かで適切な支援につな

ぐ相談支援専門員の養成。 
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Ⅴ 生活場面「楽しむ」 

 

１． めざすべき姿と現状の評価・課題 
 

＜めざすべき姿＞ 
 

障がいのある人が、様々な場所で他の人と同じように楽しみ、豊か

に暮らしている 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．個別分野ごとの施策の方向性 
 

（１）余暇活動や社会参加に取り組む 
 
〇 障がい理解の促進と合理的配慮の提供。 

○ 移動支援の充実や交通機関の円滑な利用や身体障がい者補助犬の普及促進

などによる移動手段の確保。 

〇 市町村への放課後等デイサービスや日中一時支援事業の活用や移動支援の

促進の働きかけ。 

○ 宿泊施設等でのソフト面での環境整備や設備のバリアフリー化などのハー

ド面の環境整備。 

○ ＩCＴを活用した情報発信・交流ツールを用いた社会参加・自立の支援。 
 

（２）スポーツ活動に取り組む 
 
○ 広域的・専門的な立場から、府立障がい者交流促進センターや府立稲スポ

ーツセンターの運営を通じて、障がい者スポーツや芸術文化・レクリエーシ

ョン活動の支援。 

○ 大阪府障がい者スポーツ大会の開催、全国障がい者スポーツ大会への選手

団派遣。 

○ 今後の障がい者スポーツの普及に貢献する選手の養成や障がい者スポーツ

を支援・振興する人材の養成・派遣などによる障がい者スポーツの競技力の

＜現状の評価と課題＞ 
〇スポーツや文化芸術活動を含め生活を豊かにするための多様な選択肢を用意

し、個々人の技能や感性を生かせる場を充実させることが大切。 

〇東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に障がい者スポーツの促進を

図ることが重要。 

 ○障害者文化芸術活動推進法の施行に伴い、より一層の芸術・文化芸術活動の活

性化が必要。 
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向上と裾野拡大。 
 

（３）芸術・文化活動に取り組む 
 
○ 文化芸術分野への参画可能な場・機会等の創出や芸術的・市場的な評価が適

正に行われる環境づくり。 

○ 文化芸術分野で活躍するアーティスト・パフォーマーや伴奏者の人材育成。 

○ 府内で独自に活動する民間事業者やアーティストの有機的なネットワーク

化の促進と連携強化に向けた環境づくり。 

〇 公立図書館等における点字・録音等資料の充実など視覚障がい者等の読書

環境の整備の計画的推進。 
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Ⅵ 生活場面「人間（ひと）としての尊厳を持って生きる」 

１． めざすべき姿と現状の評価・課題 
 

＜めざすべき姿＞ 
 

障がいのある人が尊厳を持って社会に参加し、社会全体に合理的配

慮が浸透している 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．個別分野ごとの施策の方向性 
 

（１）障がいや障がい者への正しい理解を深める 
 
○ 合理的配慮の提供の好事例や障がいを理由とする差別の解消に向けた取組

み等を提示し、障がい者の対応や受入れが困難と考える事業者に対して更な

る啓発を実施。 

〇 障がいに関する府民の理解を深めるための啓発、子どもの発達段階に応じ

た教員向け研修や障がい特性に応じた障がい福祉サービス従事者等向け研修

の実施。 
 

（２）障がい者の尊厳を保持する 
 
○ 広域支援相談員による相談、合議体における相談事例等の検証、市町村に

おける相談体制の整備や障がい者差別解消支援地域協議会の設置促進など、

障がいを理由とする差別の解消に向けた取組みの推進。 

〇 市町村における速やかな安全確認、虐待の事実確認から終結に至るまでの

適切な対応、相談支援事業所等への虐待の早期発見に向けた周知、虐待防止

ネットワークの活用、虐待の増減・発生要因分析等による虐待の傾向・防止

体制・取組み等の検証、相談・通報の体制づくりなど、障がい者虐待防止に

向けた取組みの推進。 

〇 事前に相談・通報のない死亡事案等重篤事案での事実確認・虐待の有無の

判断。 

＜現状の評価と課題＞ 
〇近年、障がい者の命と尊厳にかかわる重篤な事件や様々な場面での差別事案や

地震・台風・集中豪雨などの自然災害が発生 

〇今後ますます災害等の予防・応急・復旧対策、虐待の未然防止、障がい理解の

促進が重要 

〇IT 支援機器や専門性の高い人材養成等による障がい特性に応じた言語やコミ

ュニケーション手段の活用 
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〇 成年後見制度の活用促進や日常生活自立支援事業等の施策の充実。 

○ 相談支援専門員・サービス管理責任者研修を通じた意思決定支援ガイドラ

イン等の普及による意思決定支援の質の向上。 
 

（３）安全・安心を確保する 
 
○ 多様な施設を活用した避難場所、高台・上階の避難場所や福祉避難所の

確保。 

○ 障がい特性に配慮した合理的配慮の浸透、避難所のバリアフリー化や障

がい者用トイレの整備の推進。 

○ わかやりやすい情報発信、避難行動や避難所における支援体制の確保や

コミュニケーション機器の導入などの情報保障の確保の支援。 

○ 避難行動要支援者名簿の活用方法の充実や個別支援計画の策定による

発災時の障がい者の安否確認の適切な実施。 

○ 避難所における電源・医薬品等の確保の推進。 

○ 障がい者が参加する地域の避難訓練等の実施。 

○ 障がい福祉サービス事業所等における防災対策の充実。 

○ 障がい者支援施設等の入所者・従事者等での発熱の症状を呈する場合の

検査実施。 

○ 訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓発や感染症発生時に備えた事前

準備。 

○ 障がい福祉サービスを提供する施設・事業所における感染予防対策の徹

底や研修の実施や啓発動画等の研修材料の提供。 

○ 新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した場合、衛生資材の調

達、応援職員の派遣やゾーニング等の技術指導などの感染予防・拡大防

止・早期収束に向けた支援。 

○ 「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」等

を活用した感染症予防・発生時の適切な対応に向けた指導、感染症発生時

のサービス継続のための備えの定期的確認や施設・事業所職員に対する感

染症に関する研修の充実。 

○ 地域の防犯力の向上や犯罪発生情報のわかりやすい情報の提供や障がい特

性に応じた 110番通報手段の広報。 
 

（４）十分な情報・コミュニケーションを確保する 
 
○ 府立福祉情報コミュニケーションセンターを中核とした盲ろう者・視覚障

がい者・聴覚障がい者・失語症者などへの意思疎通支援、災害発生時におけ

る障がい者への正確でわかりやすい情報発信など障がい者への情報保障の確
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保や府内の公立図書館等と連携した読書バリアフリー法への対応。 

〇 先進技術の活用による障がい者の意思疎通支援や情報保障などの充実。 

〇 意思疎通が困難な障がい者に対する IT支援機器を用いた意思疎通や社会参

加への支援や IT講習会の開催支援を通じた情報格差の解消。 
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第４章 第６期大阪府障がい福祉計画及び第２期大阪府障がい児福祉計

画の数値目標及び見込量について  

 

 

１．成果目標等 

＜第６期大阪府障がい福祉計画＞ 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

項  目 数値目標（令和５年度末） 

地域生活移行者数 ３２８人（令和元年度末時点の施設入所者数の６．９％） 

施設入所者削減数 １０６人（令和元年度末時点の施設入所者数の２．２％） 

 

 

（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 

①精神障がい者の精神病床からの退院後 1年以内の地域における平均生活日数 

項  目 数値目標（令和５年度末） 

精神障がい者の精神病床から退院後 

1年以内の地域における平均生活日数 
３１６日 

   

②精神病床における 1年以上長期入院患者数 

項  目 数値目標（令和５年６月末） 

令和５年６月末の長期入院患者数 ８，６８８人（令和元年６月末から４２５人減） 

 

③精神病床における早期退院率 

項  目 数値目標（令和５年度） 

入院後３ヶ月時点の退院率 ６９％ 

入院後６ヶ月時点の退院率 ８６％ 

入院後１年時点の退院率 ９２％ 

 

 

（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

項  目 目標（令和５年度末） 

地域生活支援拠点等の整備 
各市町村または各圏域に少なくとも一つ 

整備し、年１回以上運用状況を検証・検討 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

項  目 数値目標（令和５年度） 

就労移行支援等を通じた一般就労移行者数 ２，８２６人 

就労移行支援を通じた一般就労移行者数 １，９１０人 

就労継続支援 A型を通じた一般就労移行者数 ５０８人 

就労継続支援 B型を通じた一般就労移行者数 ２８６人 

就労定着支援の利用率 ７割 

就労定着支援の就労定着率 
就労定着率が８割以上の就労定着支援事業

所が全体の７割以上 

就労継続支援（Ｂ型）事業所における 

工賃の平均額 
１６，５００円 

 

 

（５）相談支援体制の充実・機能強化等 

項  目 目標（令和５年度末） 

基幹相談支援センターの設置 全市町村で設置 

 

 

（６）障がい福祉サービス等の質の向上を図るための取組みに係る体制の

構築 

項  目 目標（令和５年度末） 

障がい福祉サービス等の質の向上 

集団指導の場で注意喚起 

市町村との連携体制の構築 

協議の場の設置 
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＜第２期大阪府障がい児福祉計画＞ 

 

（１）重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センター

の設置及び保育所等訪問支援の充実 

項  目 数値目標（令和５年度末） （参考）整備予定箇所数 

児童発達支援センターの設置 ４３（市町村等数） ６５ 

保育所等訪問支援の充実 ４３（市町村等数） １２４ 

 

 

（２）難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 

項  目 

難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保 

 

 

（３）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等

デイサービス事業所の確保 

項  目 数値目標（令和５年度末） （参考）整備予定箇所数 

主に重症心身障がい児を支援する 

児童発達支援事業所の確保 
４３（市町村等数） １００ 

主に重症心身障がい児を支援する 

放課後等デイサービス事業所の確保 
４３（市町村等数） １２３ 

 

 

（４）医療依存度の高い重症心身障がい児者等に関する関係機関の協議の

場の設置 

項  目 数値目標（令和５年度末） 

都道府県ごとの医療依存度の高い重症心身 

障がい児者等に関する関係機関の協議の場 
１ 

保健所圏域ごとの医療依存度の高い重症心身 

障がい児者等に関する関係機関の協議の場 

１８（保健所圏域数） 

市町村ごとの医療依存度の高い重症心身 

障がい児者等に関する関係機関の協議の場 
４３（市町村数） 

医療的ケア児等コーディネーターの配置 

（市町村） 

福祉関係 1名 

医療関係１名 
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２．区域設定 

 

 

３．障がい福祉サービス等の見込量（活動指標：大阪府域） 

障がい福祉サービス 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問系 

サービス 

居宅介護 
621,326人時間／月 

31,246人／月 
653,770人時間／月 

32,738人／月 
688,053人時間／月 

34,305人／月 

重度訪問介護 
437,663人時間／月 

2,904人／月 
447,348人時間／月 

2,960人／月 
458,063人時間／月 

3,024人／月 

同行援護 
95,960人時間／月 

3,655人／月 
97,617人時間／月 

3,714人／月 
99,326人時間／月 

3,779人／月 

行動援護 
29,395人時間／月 

1,187人／月 
32,852人時間／月 

1,332人／月 
36,905人時間／月 

1,502人／月 

重度障がい者等包括支援 
2,807人時間／月 

18人／月 
2,867人時間／月 

18人／月 
2,927人時間／月 

18人／月 

合計 
1,187,151人時間／月 

39,010人／月 
1,234,453人時間／月 

40,762人／月 
1,285,274人時間／月 

42,628人／月 

日中活動

系サービス 

短期入所 
40,210人日／月 

6,766人／月 
42,517人日／月 

7,139人／月 
44,994人日／月 

7,539人／月 

生活介護 
419,780人日／月 

23,524人／月 
432,807人日／月 

24,265人／月 
446,585人日／月 

25,044人／月 

自立訓練 
（機能訓練･生活訓練） 

23,350人日／月 
1,678人／月 

25,143人日／月 
1,800人／月 

27,138人日／月 
1,939人／月 

就労移行支援 
63,642人日／月 

4,376人／月 
66,571人日／月 

4,603人／月 
69,696人日／月 

4,838人／月 

就労継続支援（Ａ型） 
115,758人日／月 

6,870人／月 
119,863人日／月 

7,130人／月 
124,144人日／月 

7,407人／月 

就労継続支援（Ｂ型） 
308,585人日／月 

19,580人／月 
324,346人日／月 

20,570人／月 
341,423人日／月 

21,621人／月 

就労定着支援 1,622人／月 1,842人／月 2,102人／月 

療養介護 1,054人／月 1,058人／月 1,065人／月 

居住系 

サービス 

自立生活援助 191人／月 214人／月 245人／月 

共同生活援助 
（グループホーム） 

10,732人／月 11,539人／月 12,422人／月 

施設入所支援 4,739人／月 4,710人／月 4,669人／月 

サービス種別 区  域 

療養介護 

施設入所支援 

障がい児入所支援 

大阪府域（１） 

日中活動系サービス（療養介護、短期入所を除く） 

障がい児通所支援 

障がい児相談支援 

障がい保健福祉圏域（１８） 

訪問系サービス 

短期入所 

自立生活援助、共同生活援助 

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

市町村域（４３） 
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相談支援 

計画相談支援 23,315人／月 25,732人／月 28,191人／月 

地域移行支援 140人／月 155人／月 181人／月 

地域定着支援 1,154人／月 1,290人／月 1,435人／月 

 

障がい児支援 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障がい児 

通所支援 

児童発達支援 
101,447人日／月 

11,271人／月 
112,334人日／月 

12,277人／月 
123,681人日／月 

13,363人／月 

医療型児童発達支援 
3,842人日／月 

434人／月 
3,902人日／月 

442人／月 
3,971人日／月 

451人／月 

放課後等デイサービス 
295,702人日／月 

26,891人／月 
327,231人日／月 

29,690人／月 
359,597人日／月 

32,413人／月 

保育所等訪問支援 
2,055回／月 
1,272人／月 

2,722回／月 
1,663人／月 

3,573回／月 
2,188人／月 

居宅訪問型児童発達支援 
185回／月 
66人／月 

196回／月 
72人／月 

220回／月 
78人／月 

障がい児 

相談支援 
障がい児相談支援 7,201人／月 8,600人／月 10,347人／月 

障がい児 

入所支援 

福祉型障がい児入所支援 508人／月 510人／月 512人／月 

医療型障がい児入所支援 257人／月 257人／月 257人／月 

 

 

福祉施設から一般就労への移行等 令和５年度 

就労移行支援事業及び就労継続支援事業利用者の一般就労移行者数 2,826人 

障がい者に対する職業訓練の受講者数 663人 

福祉施設から公共職業安定所への誘導者数 5,454人 

福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数 834人 

福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受け就職する者の数 2,826人 
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＊指定都市を含む 

発達障がい者に対する支援 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

発達障がい者支援地域協議会の開催回数 7回 7回 7回 

発達障がい者支援センターによる相談支援件数 8,252件 8,321件 8,390件 

発達障がい者支援センターの関係機関への助言件数 
1,195件 1,195件 1,195件 

発達障がい者地域支援マネージャーの関係機関への助言件数 

発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネージャー

の外部機関や地域住民への研修、啓発件数 
322件 322件 322件 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等

の受講者数 
1,678人 1,745人 1,778人 

ペアレントメンターの人数 96人 101人 121人 

ピアサポート活動への参加人数 178人 187人 207人 

 

 

４．各年度の指定障がい者支援施設及び指定障がい児入所施設等の入所定

員総数 

 

＜第６期障がい福祉計画＞ 

 指定障がい者支援施設の必要入所定員総数 

令和３年度 ４，８００ 人 

令和４年度 ４，８００ 人 

令和５年度 ４，８００ 人 

＊必要入所定員総数については、いわゆる整備法（平成 22年法律第 71号）による改正前の児童福祉

法に規定する指定知的障がい児施設等に入所していた者（18歳以上の者に限る。）であって、整備法

による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障がい者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等

に引き続き入所している者の数を除きます。 

 

 
＜第２期障がい児福祉計画＞ 

 指定障がい児入所施設等の必要入所定員総数 

福祉型 医療型 

令和３年度 ５９０人 ２８０人 

令和４年度 ５９０人 ２８０人 

令和５年度 ５９０人 ２８０人 
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５．地域生活支援事業の実施に関する事項 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度 

発達障がい者支援センター運営事業 

※指定都市を除く 

箇 所 数 1 ヶ所 1 ヶ所 1 ヶ所 

実利用者数 1,240人 1,240人 1,240人 

高次脳機能障がい及びその関連障がい

に対する支援普及事業 

箇 所 数 1 ヶ所 1 ヶ所 1 ヶ所 

実利用者数 1,000人 1,000人 1,000人 

障がい児等療育支援事業 

※指定都市・中核市を除く 
箇 所 数 8 ヶ所 8 ヶ所 8 ヶ所 

障害者就業・生活支援センター事業 
箇 所 数 18 ヶ所 18 ヶ所 18 ヶ所 

実利用者数 10,120人 10,420人 10,720人 

手話通訳者養成研修事業 

 ※堺市を除く 

（大阪市・中核市は共同実施） 

登録試験合格者数 20人 20人 20人 

実養成講習修了 

見込者数 
15人 15人 15人 

要約筆記者養成研修事業 

 ※指定都市を除く 

（中核市は共同実施） 

登録試験合格者数 5人 5人 5人 

実養成講習修了 

見込者数 
10人 10人 10人 

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 
登録者数・実養成講

習修了見込者数 
30人 30人 30人 

失語症者向け意思疎通支援者養成研修

事業 

登録者数・実養成講

習修了見込者数 
10人 10人 10人 

手話通訳者派遣事業 

 ※指定都市・中核市を除く 
実利用見込件数 125件 125件 125件 

要約筆記者派遣事業 

 ※指定都市・中核市を除く 
実利用見込件数 65件 65件 65件 

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 実利用見込件数 13,525件 13,525件 13,525件 

失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 実利用見込件数 事業検討 事業検討 派遣予定 

意思疎通支援を行う者の派遣に係る 

市町村相互間の連絡調整事業 
実施の有無 有 有 有 

都道府県相談支援体制整備事業 
相談支援アドバイザ

ー見込者数 
11人 11人 11人 

地域生活支援広域調整会議等事業 協議会開催見込数 
大阪府において保健・医療・福祉関係者による

協議の場を設置 

地域移行・地域生活支援事業 

アウトリーチチーム

設置見込数 
府単独事業を実施 

ピアサポート従事者

見込者数 
30人 30人 30人 

発達障がい者支援地域協議会による 

体制整備事業 
協議会開催見込数 4回 4回 4回 

 


