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第２章 障害のある方を取り巻く現状 
１ 社会の動き 

（１）法律の変遷 

 かつて日本における障害者施策は、「身体障害者福祉法（昭和 24 年）」、「精神薄

弱者福祉法（昭和 35 年）」、「精神衛生法（昭和 25 年）」のように、身体障害・知的

障害・精神障害の３障害に関する法制度が別々に整備されてきたことから、一元的

で総合的な施策を提供することができないという課題を抱えていました。そして、

国際障害者年＊（昭和 56 年）や国連障害者の十年＊（昭和 58 年～平成４年）、障害

者団体の活動などを背景として、「障害者基本法（平成 5 年）」が定められ精神障害

のある方も障害福祉サービスの対象となりました。 

 その後、平成 15 年に行政がサービスの内容を決める措置制度から、障害のある

方が自分の意思でサービスを選択する支援費制度へと移行しました。そして、「障

害者自立支援法（平成 18 年施行）」において３障害の一元化が行われ、施設や事業

の再編を経て、一体的な障害福祉サービスの提供へと制度が変化してきました。現

在、障害者自立支援法は「障害者総合支援法（平成 26 年施行）」に移行し、難病＊

の方も対象に含むなど対象者を拡大した後も、障害のある方等の希望する生活を

実現するために改正を重ね、更なる支援の拡充を図っています。 

 

（２）障害者権利条約の批准 

 近年の法律の変遷の背景には、「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」

の存在があります。本条約は、「障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障

害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のた

めの措置等について定める」ものであり、平成 18 年に国際連合総会において採択

されました。 

日本は、平成 19 年に本条約に署名してから平成 26 年の批准に至るまで、同条

約の批准に向けた国内法の整備を進めてきました。障害者の定義が見直されるとと

もに、差別＊の禁止などが盛り込まれた「改正障害者基本法（平成 23 年施行）」、誰

もが障害のある方に対し虐待をしてはならないことなどを定めた「障害者虐待防

止法3（平成 24 年施行）」、障害者就労施設等からの物品等の調達について国や地方 

 
 3 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 
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音声コード８ 

かっこ 3 災害・感染症等の非常じ・緊急じの対応 

 障害しゃ権利条約の批准に向けて国内法の整備に取り組んでいる間、平成 23 年に東日

本大震災がはっさいし、多くの障害のあるかたがたの生活が一変しました。障害特性に応

じた配慮を避難じょで受けることが難しかった、普段服薬している薬を容易に手に入れる

ことが出来なかった、支援しゃが来ることができなくなり必要なサービスを受けられなか

ったなどの困難に直面し、想定をはるかに超える規模の災害により多くの課題が表出しま

した。震災後、仙台市では福祉避難じょ（こめじるし）の整備や災害じ要援護しゃ情報登

録制度（こめじるし）の拡充などを進めてきました。 

また、令和３年の災害対策基本法の改正により努力義務となった個別避難計画（こめじる

し）の作成についても取り組みを進めるなど、大規模災害を経験した都市として、災害じ

における障害のあるかたの安心・安全のありかたについて、先導的な役割を果たすことが

求められています。 

 令和元年 12 月に中国で初めて感染しゃが確認された新型コロナウイルス感染症は、短

期間のうちに全世界に拡大し、国内では令和２年１月に初めて感染しゃが確認され、感染

しゃの全国的な増加に伴い、同年しがつにわ緊急事態宣言が出されました。その後、令和

５年５月に感染症法（「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」）じょ

うの位置づけが５類感染症に移行されるまで、マスクの着用やソーシャルディスタンスの

確保等、「新しい生活様式」に沿った対応が求められ、障害のあるかたの日常生活に様々

な影響が生じたほか、障害福祉サービス事業所においても、感染拡大防止対策やクラスタ

ー対応等、これまで想定されていなかった様々な対応を求められました。災害や感染症等

による予期せぬ非常じにおける障害のあるかたえの配慮等について、状況に応じて速やか

に対応していくことの必要性を改めて認識しました。 
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公共団体の責務を定めた「障害者優先調達推進法4（平成 25 年施行）」、障害者の法

定雇用率を引き上げるとともに雇用分野における差別＊を禁止し、精神障害も対象

に加えた「改正障害者雇用促進法5（平成 25 年・平成 28 年・平成 30 年施行）」な

ど、障害のある方の権利を保障する様々な法制度が整えられてきました。近年整備

された法律のなかでも、特に「障害者差別解消法6（平成 28 年施行）」は、障害者

基本法の基本原則「差別＊の禁止」を具体化する法律として、行政機関や事業者に

対し、障害のある方への「不当な差別＊的取扱い」を禁じ、「合理的配慮＊の提供」

を求めるなど、同法の施行により、障害のある方の権利擁護の取り組みが一層強化

されることが期待されています。 

また、令和４年の国際連合の障害者権利委員会に対する、障害者権利条約の第１

回日本政府報告においては、「障害のある方の権利促進のための立法措置」等につ

いて高く評価された一方、「あらゆる活動分野において、全ての障害のある方への

合理的配慮＊の提供を確保するための措置を講じる事」等の懸念及び勧告も示され

ており、今後更なる取り組みが必要となります。 

 

（３）災害・感染症等の非常時・緊急時の対応 

 障害者権利条約の批准に向けて国内法の整備に取り組んでいる間、平成 23 年に

東日本大震災が発災し、多くの障害のある方々の生活が一変しました。障害特性に

応じた配慮を避難所で受けることが難しかった、普段服薬している薬を容易に手

に入れることが出来なかった、支援者が来ることができなくなり必要なサービス

を受けられなかったなどの困難に直面し、想定をはるかに超える規模の災害によ

り多くの課題が表出しました。震災後、本市では福祉避難所＊の整備や災害時要援

護者情報登録＊制度の拡充などを進めてきました。また、令和３年の災害対策基本

法の改正により努力義務となった個別避難計画＊の作成についても取り組みを進

めるなど、大規模災害を経験した都市として、災害時における障害のある方の安

心・安全のあり方について、先導的な役割を果たすことが求められています。 

 
 4 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」 
 5 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」 

 6 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 
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音声コード９ 

２ くに等の障害しゃせ策等の動向 

かっこ 1 障害理解・差別（こめじるし）解消 

 平成 28 年しがつにせこうされた障害しゃ差別解消法は、社会の変化等に伴う内容の充

実が求められることや、せこう状況から判明した制度・運用の不十分な点について対応策

を講じる必要があることから、平成 31 年２月より内閣府の障害しゃ政策委員会において

見直しの検討が進められ、令和６年しがつからせこうされる改正法では、事業しゃによる

合理的配慮（こめじるし）の提供の義務化などが規定されました。  

障害しゃ差別解消法の改正を受け、令和５年 10 月に「仙台市障害を理由とする差別をな

くし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例（以下「障害しゃ差別解

消条例」という。）」も改正し、独自こうもくとして障害理解教育の推進などを追加し、市

民や事業しゃの障害理解を更に促進する取り組みをおこなっています。 

 

かっこ 2 障害のある子どもえの支援 

平成 28 年５月の児童福祉法改正により、医療的ケアじ（こめじるし）が必要な支援を

円滑に受けられるよう、地方公共団体において、保健、医療、福祉等の関連分野の連携体

制の確保等が努力義務とされ、体制の整備が進められてきました。また、令和３年くがつ

に「医療的ケアじ及びその家族に対する支援に関する法律」がせこうされ、医療的ケアじ

（こめじるし）えの支援は国や地方公共団体の責務となり、社会全体で医療的ケアじ（こ

めじるし）とその家族えの更なる支援が求められています。 

令和５年しがつにわ、「こども基本法」のせこう、こども家庭庁の設置により、子ども

や若者に関するせ策を総合的に推進していく基盤整備が図られ、全ての子どもが将来にわ

たって幸福な生活を送ることができる社会の実現に向けた取り組みが重要となっていま

す。 

これらを踏まえ、特別支援教育の充実や、児童発達支援センターを中核とした重層的な地

域支援体制の充実など、より一層、障害のある子どもえの支援の充実に取り組んでいく必

要があります。 
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 令和元年12月に中国で初めて感染者が確認された新型コロナウイルス感染症は、

短期間のうちに全世界に拡大し、国内では令和２年１月に初めて感染者が確認さ

れ、感染者の全国的な増加に伴い、同年４月には緊急事態宣言が出されました。そ

の後、令和５年５月に感染症法7上の位置づけが５類感染症に移行されるまで、マ

スクの着用やソーシャルディスタンスの確保等、「新しい生活様式」に沿った対応

が求められ、障害のある方の日常生活に様々な影響が生じたほか、障害福祉サービ

ス事業所においても、感染拡大防止対策やクラスター対応等、これまで想定されて

いなかった様々な対応を求められました。災害や感染症等による予期せぬ非常時

における障害のある方への配慮等について、状況に応じて速やかに対応していく

ことの必要性を改めて認識しました。 

 

  

 
7 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 
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音声コード１０ 

かっこさん、ひびの暮らしや社会参加の基盤づくり 

平成 30 年６月に「障害しゃによる文化芸術活動の推進に関する法律」がせこう、令和５

年３月に「障害しゃによる文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第２期）」が策定

され、文化芸術活動を通じて、障害のあるかたの個性と能力の発揮、社会参加の促進を図

っていくための取り組みが求められています。 

障害のあるかたの雇用においては、令和６年しがつより、障害しゃの法定雇用率が段階的

に引き上げられることとされており、令和８年しちがつ以降においては、民間企業の法定

雇用率は 2.7％、国及び地方公共団体等は 3.0％（都道府県等の教育委員会にあっては

2.9％）に引き上げられることが決定しており、障害しゃ雇用の一層の促進が求められて

います。 

また、令和元年６月に「視覚障害しゃ等の読書環境の整備の推進に関する法律」、令和４

年５月に「障害しゃ情報アクセシビリティ（こめじるし）・コミュニケーションせ策推進

法」 がせこうされ、全ての障害のあるかたが、必要とする情報を十分に取得・利用で

き、円滑な意思疎通が図られるよう、一層の取り組みが求められています。 

 

３ 仙台市の現状 

○ 障害しゃ手帳所持しゃすう（障害しゃ手帳の集計日は、各年度 3 月 31 日じ点。） 

 障害しゃ手帳の所持しゃすうは４年間で 4353 人（8.6％）増加しており、令和４年度末

じ点で 55048 人となっています。近年、しんたい障害しゃ手帳の所持しゃすうわほぼ横ば

いですが、療育手帳及び精神障害しゃ保健福祉手帳の所持しゃすうわ増加しています。 

グラフ（単位：にん） 

年度、合計人数、しんたい障害しゃ手帳、療育手帳、精神障害しゃ保健福祉手帳所持しゃ

すうの順 

平成 30 年度 50695、32374、8809、9512 

令和元年度 52178、32718、9105、10355 

令和 2 年度 53091、32801、9430、10860 

令和 3 年度 54048、32732、9742、11574 

令和 4 年度 55048、32465、10133、12450 
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２ 国等の障害者施策等の動向 

（１）障害理解・差別＊解消 

平成 28 年４月に施行された障害者差別解消法は、社会の変化等に伴う内容の充

実が求められることや、施行状況から判明した制度・運用の不十分な点について対

応策を講じる必要があることから、平成 31 年２月より内閣府の障害者政策委員会

において見直しの検討が進められ、令和６年４月から施行される改正法では、事業

者による合理的配慮＊の提供の義務化などが規定されました。  

障害者差別解消法の改正を受け、令和５年 10 月に「仙台市障害を理由とする差

別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例（以下「障

害者差別解消条例」という。）」も改正し、独自項目として障害理解教育の推進など

を追加し、市民や事業者の障害理解を更に促進する取り組みを行っています。 

 

（２）障害のある子どもへの支援 

平成 28 年５月の児童福祉法改正により、医療的ケア児＊が必要な支援を円滑に

受けられるよう、地方公共団体において、保健、医療、福祉等の関連分野の連携体

制の確保等が努力義務とされ、体制の整備が進められてきました。また、令和３年

９月に「医療的ケア児＊及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され、医

療的ケア児＊への支援は国や地方公共団体の責務となり、社会全体で医療的ケア児＊

とその家族への更なる支援が求められています。 

令和５年４月には、「こども基本法」の施行、こども家庭庁の設置により、子ど

もや若者に関する施策を総合的に推進していく基盤整備が図られ、全ての子ども

が将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現に向けた取り組みが

重要となっています。 

これらを踏まえ、特別支援教育の充実や、児童発達支援センターを中核とした重

層的な地域支援体制の充実など、より一層、障害のある子どもへの支援の充実に取

り組んでいく必要があります。 
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音声コード１１ 

○ 指定難病（こめじるし）・小児慢性特定疾病（こめじるし）しゃすう（指定難病（こ
めじるし）患者数は医療費助成の対象しゃを計上。） 
 指定難病（こめじるし）患者数は増加傾向にあり、令和４年度末じ点で 9439 人が医療
費助成の対象しゃです。また、小児慢性特定疾病（こめじるし）患者数は多少の増減はあ
りますが、ほぼ横ばいとなっています。 
グラフ（単位：にん） 
年度、合計人数、指定難病、小児慢性特定疾病の順 
平成 30 年度 9430、8046、1384 
令和元年度 9753、8364、1389 
令和 2 年度 10542、9028、1514 
令和 3 年度 10539、9143、1396 
令和 4 年度 10808、9439、1369 
 
○ 特別な教育の場を活用している児童生徒数・割合（児童生徒数の集計日は、まい年度
5 月１日じ点。高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校高等部を除く。（グラ
フは「仙台市特別支援教育推進プラン 2023」を基に作成） 
市立小・中学校にて特別支援教育を受けている児童生徒数及び、全児童生徒数に占める割
合は増加傾向にあります。 
グラフ（単位：にん） 
年度、市立学校在籍児童生徒数、特別支援教育を受けている数、全児童生徒数に占める特
別支援教育を受けている児童生徒の割合の順。 
平成 30 年度 77644、1729、2.23 パーセント 
令和元年度 77331、1842、2.38 パーセント 
令和 2 年度 77367、2048、2.65 パーセント 
令和 3 年度 77412、2238、2.89 パーセント 
令和 4 年度 77545、2489、3.21 パーセント 
 
○ 指定障害福祉サービス等利用しゃすう（介護給付（こめじるし）・訓練等給付（こめ
じるし）について、各年度３月における国保連えの請求数を集計。介護給付（こめじる
し）わ居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所、生活介護等のサービスを指し、訓練等
給付（こめじるし）わ自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助等のサービ
スを指す。） 
 
 
 
 指定障害福祉サービス等の利用しゃすうは増加傾向にあり、平成 30 年度から令和４年度にか
けてつきあたり 2558 人（24.9％）増加しました。とりわけ、訓練等給付（こめじるし）の増加
が顕著になっています。 
グラフ（単位：つきあたりの人数） 
年度、合計人数、介護給付、訓練等給付の順 
平成 30 年度 10286 6302 3984  
令和元年度 10654 6333 4321 
令和 2 年度 11434 6660 4774 
令和 3 年度 11969 6959 5010 
令和 4 年度 12844 7369 5475 
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（３）日々の暮らしや社会参加の基盤づくり 

平成 30 年６月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行、令

和５年３月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第２期）」

が策定され、文化芸術活動を通じて、障害のある方の個性と能力の発揮、社会参加

の促進を図っていくための取り組みが求められています。 

障害のある方の雇用においては、令和６年４月より、障害者の法定雇用率が段階

的に引き上げられることとされており、令和８年７月以降においては、民間企業の

法定雇用率は 2.7％、国及び地方公共団体等は 3.0％（都道府県等の教育委員会に

あっては 2.9％）に引き上げられることが決定しており、障害者雇用の一層の促進

が求められています。 

また、令和元年６月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」、

令和４年５月に「障害者情報アクセシビリティ＊・コミュニケーション施策推進法」 

が施行され、全ての障害のある方が、必要とする情報を十分に取得・利用でき、円

滑な意思疎通が図られるよう、一層の取り組みが求められています。 

9
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音声コード１２ 
○ 指定障害福祉サービス事業所等数・指定障害じ通所支援事業所等数 
 平成 30 年度から令和４年度 にかけて、総事業所数は 268 事業所増加しています。 
グラフ（単位：事業所） 
年度、合計数、指定障害福祉サービス事業所等数・指定障害じ通所支援事業所等数の順。 
平成 30 年度 1127 918 209  
令和元年度 1159 935 224 
令和 2 年度 1212 970 242 
令和 3 年度 1290 1021 269 
令和 4 年度 1395 1086 309 
 
○ 今後充実してほしいせ策（令和４年度仙台市障害しゃ等保健福祉基礎調査報告書（令和５
年３月）より） 
 全体的に、「年金などの所得保障の充実」が高い順位にありますが、難病（こめじるし）では
「医療費の負担軽減」（50.7%）、発達障害では「障害があっても働ける場の確保」（63.9%）が最
も多くなっています。 
以下グラフ 6つ：調査対象ごとに今後充実してほしいせ策を 3つずつ記載。単位は全てパーセ
ント 
対象 しんたい障害(65 歳未満) 
年金などの所得保障の充実 43.8 
医療費の負担軽減 37.5 
障害があっても働ける場の確保 33.9 
対象 しんたい障害(65 歳以上) 
年金などの所得保障の充実 38.8 
医療費の負担軽減 35.5 
自宅での生活を支えるホームヘルプサービスなどの充実 22.0 
対象 知的障害 
年金など生活ができるようなお金をふやすこと 58.1 
障害のあるかたが利用できる施設をもっとふやすこと 40.3 
障害があっても働ける場所をふやすこと 40.0 
対象 精神障害（通院） 
年金などの所得保障の充実 53.0 
障害があっても働ける場の確保 40.5 
医療費の負担軽減 39.2 
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３ 本市の現状 

○ 障害者手帳所持者数8 

 障害者手帳の所持者数は４年間で 4,353 人（8.6％）増加しており、令和４年度末時

点で 55,048 人となっています。近年、身体障害者手帳の所持者数はほぼ横ばいですが、

療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者数は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 指定難病＊・小児慢性特定疾病＊者数9 

 指定難病＊患者数は増加傾向にあり、令和４年度末時点で 9,439 人が医療費助成の対

象者です。また、小児慢性特定疾病＊患者数は多少の増減はありますが、ほぼ横ばいと

なっています。 

 

 

 

 

 

 

  

 
 8 障害者手帳の集計日は、各年度 3月 31 日時点。 

 9 指定難病＊患者数は、医療費助成の対象者を計上。 

 

8,046 8,364 9,028 9,143 9,439 

1,384 1,389 
1,514 1,396 1,369 

0

2,000

4,000
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指定難病 小児慢性特定疾病

（単位：人） 

32,374 32,718 32,801 32,732 32,465 

8,809 9,105 9,430 9,742 10,133 
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（単位：人） 
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音声コード１３ 
対象 難病（こめじるし） 
医療費の負担軽減 50.7 
年金などの所得保障の充実 40.7 
自宅での生活を支えるホームヘルプサービスなどの充実 21.0 
対象 発達障害 
障害があっても働ける場所の確保 63.9 
年金などの所得保障の充実 43.3 
福祉サービスなどについて相談しやすい環境の整備 43.3 
 
○ 将来のことで不安に感じていること（令和４年度仙台市障害しゃ等保健福祉基礎調査
報告書（令和５年３月）より 
 いずれの障害区分においても、「一緒に生活する家族などの高齢化や親なきあと（こめ
じるし）の生活」と回答したかたが最も多くなっています。 
以下グラフ 4 つ：調査対象ごとに将来のことで不安に感じていることを 3 つずつ記載。単
位は全てパーセント 
対象 知的障害しゃの家族 
一緒に生活する家族などの高齢化や親なきあと（こめじるし）の生活 86.0 
身の回りの介護や日常生活の援助などをする人がいるか 53.9 
自分が高齢になったときの健康、体力 52.0 
対象 障害じの家族 
一緒に生活する家族などの高齢化や親なきあと（こめじるし）の生活 66.0 
学校を卒業してからの進路 63.3  
本人に合った就学・進学先 50.5 
対象 精神障害しゃの家族 
一緒に生活する家族などの高齢化や親なきあと（こめじるし）の生活 69.6 
自分が高齢になったときの健康、体力 39.8 
安定した収入があるか 30.9 
対象 発達障害（じ）しゃの家族 
一緒に生活する家族などの高齢化や親なきあと（こめじるし）の生活 78.0 
自分が高齢になったときの健康、体力 40.4 
身の回りの介護や日常生活の援助などをする人がいるか 31.9 
 
 
 
 
 
○ 障害のあるかたと接した経験があるか（相談相手になったり、支援をした経験）（グ
ラフは「仙台市障害しゃ等保健福祉基礎調査報告書」を基に作成 
 令和４年度調査では、障害のあるかたと接した経験がある人がわずかに増加し、42.5％
となっています。 
グラフ（単位：パーセント） 
障害のあるかたと接した経験について、年度、ある、ない、無回答の順。 
平成 13 年度 64.3 30.7 4.9  
平成 18 年度 54.7 42.5 2.8 
平成 22 年度 50.1 48.9 1.0 
平成 28 年度 38.9 57.8 3.3 
令和 4 年度 42.5 54.7 2.8 
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〇 特別な教育の場を活用している児童生徒数・割合10 

市立小・中学校にて特別支援教育を受けている児童生徒数及び、全児童生徒数に占

める割合は増加傾向にあります。 

  
 

○ 指定障害福祉サービス等利用者数11 

 指定障害福祉サービス等の利用者数は増加傾向にあり、平成 30 年度から令和４年度

にかけて 2,558 人/月（24.9％）増加しました。とりわけ、訓練等給付＊の増加が顕著に

なっています。 

 

  

 
10 児童生徒数の集計日は、毎年度 5月１日時点。高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校

高等部を除く。（グラフは「仙台市特別支援教育推進プラン 2023」を基に作成） 

11 介護給付＊・訓練等給付＊について、各年度３月における国保連への請求数を集計。介護給付＊は居宅

介護、行動援護、同行援護、短期入所、生活介護等のサービスを指し、訓練等給付＊は自立訓練、就

労移行支援、就労継続支援、共同生活援助等のサービスを指す。 

77,644 77,331 77,367 77,412 77,545 

1,729 1,842 2,048 2,238 2,489 
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5,000

50,000

H30 R1 R2 R3 R4

市立学校在籍児童生徒数 特別支援教育を受けている数

2.23%
2.38%

2.65%

2.89%

3.21%

全児童生徒数に占める特別支援教育を受けている児童生徒の割合

6,302 6,333 6,660 6,959 7,369 

3,984 4,321 4,774 5,010 5,475 

0
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R2
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R3

【11,969】

R4

【12,844】

介護給付 訓練等給付

（単位：人） 

（単位：人／月） 
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音声コード１４ 
○ 近所にお住まいの障害のあるかたえの手伝い（グラフは「仙台市障害しゃ等保健福祉
基礎調査報告書」を基に作成） 
 令和４年度調査では、「できる限りのお手伝いをしたい」と回答したかたが増加してお
り、「多少のお手伝いをしたい」、「特に何もしない」と回答したかたは減少している傾向
にあります。 
グラフ（単位：パーセント） 
近所にお住まいの障害のあるかたえの手伝いについて、年度、できる限りのお手伝いをし
たい、支援を求められたときはお手伝いをしたい、多少のお手伝いをしたい、特に何もし
ないの順。 
平成 18 年度 25.2、49.4、16.1、0.0 
平成 22 年度 11.3、60.8、17.5、1.2 
平成 28 年度 8.9、64.0、14.5、4.3 
令和 4 年度 12.7、61.8、10.2、3.4 
 
４、ぜん計画期間の振り返り 
 ぜん計画では、５つの基本方針を定め、せ策を展開してきました。主な取り組みと課題
は以下の通りです。 
ぜん計画における 5 つの基本方針について、主な取り組み、本計画に向けた課題の順に記
載。 
 
基本方針 
共生社会の実現に向けた障害理解の促進と権利擁護の推進 
主な取り組み 
・障害しゃ差別解消条例の改正 
・障害理解サポーター事業 
・パラリンピックを契機としたパラスポーツによる障害理解促進事業 
本計画に向けた課題 
仙台市令和 4 年度調査では、障害しゃ差別解消条例の認知度は市民が約 12％、障害のある
かたは 8 から 16％、その家族でも 14 から 38％程度であり、平成 28 年度調査から変化が
ない状況となっている。 
事業しゃの合理的配慮（こめじるし）の提供が義務となったが、仙台市令和 4年度調査で
は、市民の約 71％が「合理的配慮（こめじるし）を知らない」と回答しており、周知啓発
が必要。 
改正条例では新たに「障害理解教育の推進」について明文化し、仙台市令和 4年度調査で
も障害理解を深めるための取り組みとして市民の約 65％が「子どもの時から障害のあるか
たとふれあう機会を増やすこと」と回答しており、子どもに対する障害理解の普及啓発に
更に取り組んでいく必要がある。 
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○ 指定障害福祉サービス事業所等数・指定障害児通所支援事業所等数 

 平成 30 年度から令和４年度にかけて、総事業所数は 268 事業所増加してい

ます。 

○ 今後充実してほしい施策12 

 全体的に、「年金などの所得保障の充実」が高い順位にありますが、難病＊では「医

療費の負担軽減」（50.7%）、発達障害では「障害があっても働ける場の確保」（63.9%）

が最も多くなっています。 

 

  

 
12 令和４年度仙台市障害者等保健福祉基礎調査報告書（令和５年３月）より 

身体障害(65 歳未満)  身体障害(65 歳以上)  

知的障害  精神障害（通院）  

918 935 970 1,021 1,086 

209 224 242 
269 

309 
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R4

【1,395】

指定障害福祉サービス事業所等数 指定障害児通所支援事業所等数

（単位：事業所） 
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音声コード１５ 

基本方針 

障害のある児童や発達に不安のある児童に対する支援の充実 

主な取り組み 

・児童発達支援センターにおける支援の拡充 

・幼稚園・保育所・学校等と発達相談支援センター（以下、「アーチル」という。）の連携

の強化 

・重症心身障害じ（こめじるし）・医療的ケアじ（こめじるし）に対する支援 

本計画に向けた課題 

発達障害の社会的認知度の高まりとともに、子どもの発達に不安を抱えた保護しゃからの

相談がアーチルに集中しているため、待機期間が長期化している。 

ひびの生活の場である地域の保育所・幼稚園や学校等が、子育ての不安に関する助言や子

どもの特性に応じた必要な配慮を行えるよう、支援力を向上させる必要がある。 

重症心身障害、医療的ケア、強度行動障害（こめじるし）などより手厚い支援を必要とす

る障害のある子どもえの支援体制の構築・強化、保護しゃの孤立防止や就労ニーズえの対

応に加え、ライフステージ移行に合わせて切れ目なく家族全体の支援のコーディネートを

可能とする関係機関の連携やネットワークの強化が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 将来のことで不安に感じていること13 

 いずれの障害区分においても、「一緒に生活する家族などの高齢化や親なきあと＊の

生活」と回答した方が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
13 令和４年度仙台市障害者等保健福祉基礎調査報告書（令和５年３月）より 

知的障害者の家族 障害児の家族 

精神障害者の家族 発達障害（児）者の家族 

難病＊ 発達障害 

13
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音声コード１６ 

基本方針 

地域での安定した生活を支援する体制の充実 

主な取り組み 

・基幹相談支援センター（こめじるし）の設置 

・障害特性に応じた「住まいの場」の確保に向けた支援 

・精神障害のあるかたの地域移行支援・地域定着支援 

本計画に向けた課題 

基幹相談支援センター（こめじるし）のバックアップのもと、相談支援事業所を中心に、

障害のあるかたを地域で支援するためのネットワーク体制強化を進める必要がある。 

重症心身障害、医療的ケア、強度行動障害（こめじるし）などより手厚い支援を必要とす

るかたが、将来にわたり安心して暮らしていけるよう、在宅サービスや住まいの確保、医

療等の支援が必要。 

様々な支援ニーズの把握に努め、障害特性等に配慮した各種支援体制の整備が求められて

いる。また、各事業所の更なる支援の質の向上に向けて、事業所かんのネットワーク形成

や連携、人材育成のための支援が必要。 

入院中の精神障害のあるかたの地域移行に向けた支援や地域移行関係しゃの人材育成、住

まいの確保と居住支援に向けた検討が必要。 

 

基本方針 

生きがいにつながる就労と社会参加の充実 

主な取り組み 

・一般就労（こめじるし）えの移行促進、福祉的就労（こめじるし）の充実、障害しゃ就

労えの理解促進 

・2020 東京パラリンピックに向けた選手発掘・育成関連事業 

・障害のあるかたのコミュニケーション支援 
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○ 障害のある方と接した経験があるか（相談相手になったり、支援をした経

験）14 

 令和４年度調査では、障害のある方と接した経験がある人がわずかに増加し、

42.5％となっています。 

 

○ 近所にお住まいの障害のある方への手伝い15 

 令和４年度調査では、「できる限りのお手伝いをしたい」と回答した方が増加してお

り、「多少のお手伝いをしたい」、「特に何もしない」と回答した方は減少している傾向

にあります。 

 

 
14 グラフは「仙台市障害者等保健福祉基礎調査報告書」を基に作成 

15 グラフは「仙台市障害者等保健福祉基礎調査報告書」を基に作成 
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ある ない 無回答

14

17 
 

音声コード１７ 

本計画に向けた課題 

障害のあるかたのニーズに応じた就労機会の確保のため、法定雇用率引き上げに伴い新た

に障害しゃ雇用の対象となる企業等に対して障害しゃ雇用のメリットやステップ等を周知

し、就労支援ネットワークの強化等による事業所の支援の質の向上を図るとともに、利用

しゃの工賃向上のため、ふれあい製品（こめじるし）の販売機会の確保や販売力強化のた

めの取り組みを通して、福祉的就労（こめじるし）の充実を図る必要がある。 

障害のあるかたが希望や能力特性に応じたスポーツ・文化芸術の活動へ参加する際のバリ

アを取り除くことや才能を発揮できる機会の確保、意思疎通・移動における環境整備の推

進が必要。 

 

基本方針 

安心して暮らせる生活環境の整備 

主な取り組み 

・（仮称）青葉障害しゃ福祉センター、生活介護事業所の整備 

・障害福祉サービス従事しゃ確保支援 

・指導監査の推進 

本計画に向けた課題 

将来的需要や障害特性に応じたニーズ等を考慮した施設の整備促進や、老朽化が進む障害

しゃ支援施設等の改築・修繕等に対する整備促進が必要。 

障害福祉分野のイメージ向上や、事業所かんの職員交流の強化等による、障害福祉分野の

人材確保・人材定着の更なる支援が必要。 

各種指導等を通した障害福祉サービス事業所の支援の質の向上や、障害のあるかたや家族

の暮らしの質の向上につながる障害福祉関連事務の業務改善等の実施が必要。 
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４ 前計画期間の振り返り 

 前計画では、５つの基本方針を定め施策を展開してきました。主な取り組みと課題は

以下の通りです。 

  

  

共生社会の実現に向

けた障害理解の促進

と権利擁護の推進 

・障害者差別解消条例の改正 

・障害理解サポーター事業 

・パラリンピックを契機としたパラスポーツによる 

障害理解促進事業 

・児童発達支援センターにおける支援の拡充 

・幼稚園・保育所・学校等と発達相談支援センター 

（以下「アーチル」という。）の連携の強化 

・重症心身障害児＊・医療的ケア児＊に対する支援 

・基幹相談支援センター＊の設置 

・障害特性に応じた「住まいの場」の確保に向けた支援 

・精神障害のある方の地域移行支援・地域定着支援 

・一般就労＊への移行促進、福祉的就労＊の充実、 

障害者就労への理解促進 

・2020 東京パラリンピックに向けた選手発掘・育成関連事業 

・障害のある方のコミュニケーション支援 

・（仮称）青葉障害者福祉センター、生活介護事業所の整備 

・障害福祉サービス従事者確保支援 

・指導監査の推進 

基本方針 主な取り組み 

障害のある児童や発

達に不安のある児童

に対する支援の充実 

地域での安定した生

活を支援する体制の

充実 

生きがいにつながる

就労と社会参加の 

充実 

安心して暮らせる 

生活環境の整備 
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音声コード１８ 

第３章 計画の方向性 

１ 理念 

共生のまち・共生する社会 

仙台市では、「共生のまち・共生する社会」を理念とし、本計画を推進します。 

 

仙台市の計画においては、長年にわたり、国際障害しゃ年（こめじるし）（昭和 56 年）の

テーマである「完全参加と平等」、国の障害しゃ基本計画の理念である「ノーマライゼー

ション（こめじるし）」と「リハビリテーション」を基本理念に据えてきました。そのご

の社会環境の変化等の現状を踏まえて、それまでの基本理念の重要な考えかたを引き継ぎ

ながら、平成 23 年３月に策定した仙台市障害しゃ保健福祉計画（平成 24 から 29 年度）

以降は「共生のみやこ・共生する社会」を理念として定め、取り組みを進めてきました。 

 

障害しゃ基本法では、目指すべき社会像のひとつとして「全ての国民が、障害の有無によ

って分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現」が掲げられています。また、仙台市の目指す都市の姿とその実現に向けたせ策の方向

性を示す、仙台市基本計画 2021 から 2030 では、目指すべき都市像のひとつとして「多様

性が社会を動かす共生のまちへ」を掲げ、心と命を守る支えあいのもと、年齢、性別、国

籍、障害の有無などの多様性が尊重され、包摂される、誰もが安心して暮らすことができ

るまちづくりに取り組んでいくこととしています。 

こうした国や仙台市が目指す社会を踏まえ、ぜん計画で掲げた理念「共生のみやこ・共生

する社会」わ、現在の仙台市においても目指すべき社会のありかたとして不変のものであ

ることから、本計画においては、ぜん計画の理念を継承しつつ、仙台市基本計画 2021 か

ら 2030 に掲げる都市像を踏まえて「共生のまち・共生する社会」を理念とします。 
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 発達障害の社会的認知度の高まりとともに、子どもの発達に不安を抱えた保護者からの相談がアーチル

に集中しているため、待機期間が長期化している。 

 日々の生活の場である地域の保育所・幼稚園や学校等が、子育ての不安に関する助言や子どもの特性

に応じた必要な配慮を行えるよう支援力を向上させる必要がある。 

 重症心身障害、医療的ケア、強度行動障害＊などより手厚い支援を必要とする障害のある子どもへの支

援体制の構築・強化、保護者の孤立防止や就労ニーズへの対応に加え、ライフステージ移行に合わせて

切れ目なく家族全体の支援のコーディネートを可能とする関係機関の連携やネットワークの強化が必要。 

 本市令和４年度調査では、障害者差別解消条例の認知度は市民が約１2％、障害のある方は 8～

16％、その家族でも 14～38％程度であり、平成 28 年度調査から変化がない状況となっている。 

 事業者の合理的配慮＊の提供が義務となったが、本市令和４年度調査では、市民の約７１％が「合理的

配慮＊を知らない」と回答しており、周知啓発が必要。 

 改正条例では新たに「障害理解教育の推進」について明文化し、本市令和４年度調査でも障害理解を

深めるための取り組みとして市民の約６５％が「子どもの時から障害のある方とふれあう機会を増やす

こと」と回答しており、子どもに対する障害理解の普及啓発に更に取り組んでいく必要がある。 

 基幹相談支援センター＊のバックアップのもと、相談支援事業所を中心に、障害のある方を地域で支援

するためのネットワーク体制強化を進める必要がある。 

 重症心身障害、医療的ケア、強度行動障害＊などより手厚い支援を必要とする方が、将来にわたり安心

して暮らしていけるよう、在宅サービスや住まいの確保、医療等の支援が必要。 

 様々な支援ニーズの把握に努め、障害特性等に配慮した各種支援体制の整備が求められている。ま

た、各事業所の更なる支援の質の向上に向けて、事業所間のネットワーク形成や連携、人材育成のため

の支援が必要。 

 入院中の精神障害のある方の地域移行に向けた支援や地域移行関係者の人材育成、住まいの確保と

居住支援に向けた検討が必要。 

 障害のある方のニーズに応じた就労機会の確保のため、法定雇用率引き上げに伴い新たに障害者雇

用の対象となる企業等に対して障害者雇用のメリットやステップ等を周知し、就労支援ネットワークの

強化等による事業所の支援の質の向上を図るとともに、利用者の工賃向上のため、ふれあい製品＊の

販売機会の確保や販売力強化のための取り組みを通して、福祉的就労＊の充実を図る必要がある。 

 障害のある方が希望や能力特性に応じたスポーツ・文化芸術の活動へ参加する際のバリアを取り除く

ことや才能を発揮できる機会の確保、意思疎通・移動における環境整備の推進が必要。 

 将来的需要や障害特性に応じたニーズ等を考慮した施設の整備促進や、老朽化が進む障害者支援施

設等の改築・修繕等に対する整備促進が必要。 

 障害福祉分野のイメージ向上や、事業所間の職員交流の強化等による、障害福祉分野の人材確保・人

材定着の更なる支援が必要。 

 各種指導等を通した障害福祉サービス事業所の支援の質の向上や、障害のある方や家族の暮らしの質

の向上につながる障害福祉関連事務の業務改善等の実施が必要。 

本計画に向けた課題 
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音声コード１９ 

２ 基本目標 

一人ひとりが違いを認めあい、尊重しあい、支えあう、誰もが生きがいを感じられる共生

のまちをともにつくる 

 

障害のあるかたが、自立して希望する生活を営む権利が保障されることを前提として、自

らの決定に基づき、必要な支援を受けながら、あらゆる分野の活動に参加する機会や、能

力を発揮する機会などが確保され、自分らしく生きることができる社会であることが大切

です。  

障害のあるかたもないかたも、一人ひとりが違う存在であり、誰もがその違いを認め合

う、多様性が尊重され、包摂される社会の実現に向けた取り組みが進められています。一

方、しんたい障害、知的障害、精神障害など、障害のあるかたの状態はそれぞれ異なるこ

とから、その人の障害や困りごとが十分に理解されず、中にわ暮らしにくさや生きづらさ

を感じるかたがいるだけでなく、ときに差別（こめじるし）が生じています。 

平成 28 年４月、仙台市では障害しゃ差別解消条例を制定し、令和５年 10 月の条例改正に

おいては、障害しゃ差別解消法の改正に伴い、事業しゃの合理的配慮（こめじるし）の提

供を義務化したほか、し独自の規定として障害理解教育の推進等を新たに設け、様々な取

り組みを進めてきましたが、社会に障害理解が十分に浸透したと言える状況にわありませ

ん。障害のあるかたやご家族が感じている様々な社会的障壁をなくしていくため、「共生

のまち・共生する社会」の実現の根底にあるのは障害理解の浸透であることを念頭に置

き、市民の具体的な行動に結びつくよう行政が率先して取り組みを進めていく必要があり

ます。  

障害の有無に関わらず、誰もが生きがいを感じ、私たちが住むまちを暮らしやすいまちに

していくために、行政のみならず、障害のあるかたやそのご家族、支援しゃのかたがたや

地域にお住まいのかたがたなど、多くの市民が互いに関わり、支えあう暮らしやすいまち

を「ともにつくる」ことを目指し、仙台市では障害理解を基盤として、せ策を総合的かつ

計画的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


