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第１章 総 論
だ い し よ う そ う ろ ん

Ⅰ 基本的な考え方
き ほ ん て き かんが か た

１ 計画策定の趣旨
けいか くさく てい しゆ し

北海道では 完全参加と平等 をテーマとした昭和56年の 国際障害者年 を契機、「 」 「 」
ほつかいどう かんぜんさん か びようどう しよう わ ねん こくさいしようがいしやねん けい き

に、昭和57年１月 「障害者に関する北海道行動計画 （昭和57年度～平成３年度）、 」
しよう わ ねん がつ しようがいしや かん ほつかいどうこうどうけいかく しよう わ ねん ど へいせい ねん ど

を策定し 以来 ノーマライゼーション 社会の実現 を目標に 10年間を計画期間、 、「 」 、
*１

さくてい い らい しやかい じつげん もくひよう ねんかん けいかく き かん

とする障がい者施策に関する基本計画に
しよう しや し さく かん き ほんけいかく

基づき、総合的な施策の推進に取り組ん
もと そうごうてき し さく すいしん と く

できました。

平成15年に策定した「北海道障害者基
へいせい ねん さくてい ほつかいどうしようがいしや き

本計画 （以下「前計画」という ）につ」 。
ほんけいかく い か ぜんけいかく

いては、その計画期間内に障がい者施策
けいかく き かんない しよう しや し さく

に関し、二度の大きな制度改革があり、
かん に ど おお せい ど かいかく

前計画を策定したこの年、行政がサービ
ぜんけいかく さくてい とし ぎようせい

「 」 、スの提供を決定する 措置費制度 から
ていきよう けつてい そ ち ひ せい ど

利用者と事業者の契約に基づく「支援費
り ようしや じ ぎようしや けいやく もと し えん ひ

制度」となり、平成18年４月には、障が
せい ど へいせい ねん が つ しよう

いの種別にかかわらずサービス利用を一
しゆべつ り よう いち

元化した「障害者自立支援法」が施行さ
げん か しようがいしや じ りつ し えんほう し こう

れました。

また 「障害者の権利に関する条約 」の締結に必要な国内法の整備として、平成、
*２

しようがいしや けん り かん じようやく ていけつ ひつよう こくないほう せい び へいせい

３23年８月に「障害者基本法」を改正し、障がい者の定義の見直しや合理的な配慮*
ねん がつ しようがいしや き ほんほう かいせい しよう しや てい ぎ み なお ごう り てき はいりよ

などが新たに規定。平成24年10月には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対す
あら き てい へいせい ねん がつ しようがいしやぎやくたい ぼう し しようがいしや よう ご しや たい

る支援等に関する法律 （以下「障害者虐待防止法」という ）が施行。また、平成2」 。
し えんとう かん ほうりつ い か しようがいしやぎやくたいぼう し ほう し こう へいせい

5年４月には、障害者自立支援法に替わり、制度の谷間のない支援の提供や個々のニ
ねん がつ しようがいしや じ りつ し えんほう か せい ど たに ま し えん ていきよう こ こ

ーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする「障害者の日常生活及び社
もと ち いきせいかつ し えんたいけい せい び とう ないよう しようがいしや にちじようせいかつおよ しや

会生活を総合的に支援するための法律 以下 障害者総合支援法 という が施行」（ 「 」 。）
かいせいかつ そうごうてき し えん ほうりつ い か しようがいしやそうごう し えんほう し こう

、 「 」されるとともに 同年６月には 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
どうねん がつ しようがい り ゆう さ べつ かいしよう すいしん かん ほうりつ

（以下「障害者差別解消法」という ）が制定されました。。
い か しようがいしや さ べつかいしようほう せいてい

道では、平成25年３月に、計画期間を平成35年３月までとする「第２期北海道障
どう へいせい ねん がつ けいかく き かん へいせい ねん がつ だい き ほつかいどうしよう

がい者基本計画 以下 計画 という を策定し 希望するすべての障がい者が安心」（ 「 」 。） 、
しや き ほんけいかく い か けいかく さくてい き ぼう しよう しや あんしん

して地域で暮らせる社会づくりを基本的な目標として 北海道における障がい者施策、
ち いき く しやかい き ほんてき もくひよう ほつかいどう しよう しや し さく

の促進に取り組んでいるところです。
そくしん と く

障害者に関する北海道行動計画
しよう が い し や か ん ほ つ か い ど う こ う ど う け い か く

（昭和57年度～平成３年度）
しよう わ ね ん ど へ い せ い ね ん ど

障害者に関する新北海道行動計画
しよう が い し や か ん し ん ほ つ か い ど う こ う ど う け い か く

（ ）平成５年度～平成14年度
へ い せ い ね ん ど へ い せ い ね ん ど

北海道障害者基本計画
ほ つ か い ど う しよう が い し や き ほ ん け い か く

（平成15年度～平成24年度）
へ い せ い ね ん ど へ い せ い ね ん ど

北海道障がい者基本計画
ほ つ か い ど う しよう し や き ほ ん け い か く

（平成25年度～平成34年度）
へ い せ い ね ん ど へ い せ い ね ん ど
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２ 計画見直しの基本的な考え方
けいか く み なお き ほ んてき かんが かた

こうした中 国では 平成26年１月に批准した 障害者の権利に関する条約 の理念、 、 「 」
なか くに へいせい ねん がつ ひ じゆん しようがいしや けん り かん じようやく り ねん

を踏まえた、平成30年度から平成34年度までを計画期間とする「第４次障害者基本
ふ へいせい ねん ど へいせい ねん ど けいかく き かん だい じ しようがいしや き ほん

計画 を策定することから 道では こうした障がい者施策の動向や 道の基本計画」 、 、 、
けいかく さくてい どう しよう しや し さく どうこう どう き ほんけいかく

の推進状況などを踏まえ、計画の中間見直しを行い、障がい者施策の推進を着実
すいしんじようきよう ふ けいかく ちゆうかん み なお おこな しよう しや し さく すいしん ちやくじつ

に進めることとします。
すす

３ 計画の性格及び位置付け
けいか く せいか くおよ い ち づ

この計画は 北海道における障がい者施策の一層の推進を図るため 障がい者施策、 、
けいかく ほつかいどう しよう しや し さく いつそう すいしん はか しよう しや し さく

、 、の基本的な方向と主要な施策を示すもので 障害者基本法第11条第２項に規定する
き ほんてき ほうこう しゆよう し さく しめ しようがいしや き ほんほうだい じようだい こう き てい

（ ）都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画 都道府県障害者計画
と どう ふ けん しようがいしや し さく かん き ほんてき けいかく と どう ふ けんしようがいしやけいかく

であり、また 「北海道総合計画」が示す政策の基本的な方向に沿って策定、推進す、
ほつかいどうそうごうけいかく しめ せいさく き ほんてき ほうこう そ さくてい すいしん

る特定分野別計画である「北海道地域福祉支援計画」の施策別計画として位置付けて
とくていぶん や べつけいかく ほつかいどう ち いきふく し し えんけいかく し さくべつけいかく い ち づ

います。

４ 計画の期間
けいか く き か ん

この計画の期間は、平成25年度から平成34年度までの10年間とします。
けいかく き かん へいせい ねん ど へいせい ねん ど ねんかん

５ 対象とする障がい者の範囲
たいしよう しよう し や はん い

障害者基本法第２条において 「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含、
しようがいしや き ほんほうだい じよう しんたいしようがい ち てきしようがい せいしんしようがい はつたつしようがい ふく

む その他の心身の機能の障害 以下 障害 と総称する がある者であって 障害及。） （ 「 」 。） 、
た しんしん き のう しようがい い か しようがい そうしよう もの しようがいおよ

び社会的障壁 により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態に*４
しやかいてきしようへき けいぞくてき にちじようせいかつまた しやかいせいかつ そうとう せいげん う じようたい

あるものをいう 」と定義されたことを踏まえ、この計画で対象とする障がい者は次。
てい ぎ ふ けいかく たいしよう しよう しや つぎ

の人とします。
ひと

・身体障がい者
しんたいしよう しや

・知的障がい者
ち てきしよう しや

・精神障がい者（発達障がい者を含む ）。
せいしんしよう しや はつたつしよう しや ふく

・難病患者などのその他心身の機能の障がいがある人で、障がい及び社会的障壁
なんびようかんじや た しんしん き のう しよう ひと しよう およ しやかいてきしようへき

により継続的に日常生活及び社会生活に相当な制限を受ける状態にある人
けいぞくてき にちじようせいかつおよ しやかいせいかつ そうとう せいげん う じようたい ひと

６ 障がい保健福祉圏域
しよう ほ け んふく し け んい き

北海道における障がい者施策の積極的な推進を図るためには、市町村の人口規模
ほつかいどう しよう しや し さく せつきよくてき すいしん はか し ちようそん じんこう き ぼ

や各種施策の内容等に応じた広域的な調整が必要であることから、北海道障がい保
かくしゆ し さく ないようとう おう こういきてき ちようせい ひつよう ほつかいどうしよう ほ

健福祉圏域を設定し、保健・医療・福祉サービスの重層的なネットワークを推進し
けんふく し けんいき せつてい ほ けん い りよう ふく し じゆうそうてき すいしん

ます。

なお、この圏域は、第二次地域福祉圏域と同様、本道を21に区分しています。
けんいき だい に じ ち いきふく し けんいき どうよう ほんどう く ぶん
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障がい保健福祉圏域
しよう ほ け ん ふ く し け ん い き

圏 域 名 市町村数 市 町 村 名
けん いき めい し ちよう そ ん す う し ちよう そん めい

南 渡 島 9 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町
みなみ お しま は こ だ て し ほ く と し ま つ ま え ちよう ふ く し ま ちよう し り う ち ちよう き こ な い ちよう な な え ちよう し か べ ちよう も り ま ち

南 檜 山 5 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町
みなみひやま え さ し ちよう か み く に ちよう あ つ さ ぶ ちよう お と べ ちよう お く し り ちよう

北渡島檜山 4 八雲町、長万部町、今金町、せたな町
きたおしまひやま や く も ちよう おしや ま ん べ ちよう い ま か ね ちよう ちよう

札 幌 8 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村
さ つ ぽ ろ さ つ ぽ ろ し え べ つ し ち と せ し え に わ し き た ひ ろ し ま し い し か り し と う べ つ ちよう し ん し の つ む ら

小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、
お た る し し ま ま き む ら す つ つ ちよう く ろ ま つ な い ちよう ら ん こ し ちよう ちよう ま つ か り む ら る す つ む ら

後 志 20 喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、
し り べ し き も べ つ ちよう きよう ご く ちよう く つ ち や ん ちよう きよう わ ちよう い わ な い ちよう とまり む ら か も え な い む ら しやこ た ん ちよう

古平町、仁木町、余市町、赤井川村
ふ る び ら ちよう に き ちよう よ い ち ちよう あ か い が わ む ら

夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、
ゆ う ば り し い わ み ざ わ し び ば い し み か さ し な ん ぽ ろ ちよう ゆ に ちよう な が ぬ ま ちよう く り や ま ちよう

南 空 知 9
みなみそらち

月形町
つ き が た ちよう

芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、
あ し べ つ し あ か び ら し た き か わ し す な が わ し う た し な い し な い え ちよう か み す な が わ ちよう う ら う す ちよう

中 空 知 10
な か そ ら ち

新十津川町、雨竜町
し ん と つ か わ ちよう う りゆう ちよう

北 空 知 5 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町
き た そ ら ち ふ か が わ し も せ う し ちよう ち つ ぷ べ つ ちよう ほ く りゆうちよう ぬ ま た ちよう

西 胆 振 6 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町
に し い ぶ り む ろ ら ん し のぼり べ つ し だ て し と よ う ら ちよう そ う べ つ ちよう と う や こ ちよう

東 胆 振 5 苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町
ひがしいぶり と ま こ ま い し し ら お い ちよう あ つ ま ちよう あ び ら ちよう ちよう

日 高 7 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町
ひ だ か ひ だ か ちよう び ら と り ちよう に い かつぷ ちよう う ら か わ ちよう さ ま に ちよう ちよう し ん ちよう

旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、
あさひ か わ し た か す ちよう ひがし か ぐ ら ちよう と う ま ちよう ぴ つ ぷ ちよう あ い べ つ ちよう か み か わ ちよう ひがし か わ ちよう

上川中部 10
かみかわちゆうぶ

美瑛町、幌加内町
び え い ちよう ほ ろ か な い ちよう

上川北部 8 士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町
かみかわほくぶ し べ つ し な よ ろ し わ つ さ む ちよう け ん ぶ ち ちよう し も か わ ちよう び ふ か ちよう お と い ね つ ぷ む ら な か が わ ちよう

富 良 野 5 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村
ふ ら の ふ ら の し か み ふ ら の ちよう な か ふ ら の ちよう みなみ ふ ら の ちよう し むかつぷ む ら

留 萌 8 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町
る も い る も い し ま し け ちよう お び ら ちよう と ま ま え ちよう は ぼ ろ ちよう し よ さ ん べ つ む ら え ん べ つ ちよう て し お ちよう

稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、
わつか な い し さ る ふ つ む ら は ま と ん べ つ ちよう な か と ん べ つ ちよう え さ し ちよう と よ と み ちよう れ ぶ ん ちよう り し り ちよう

宗 谷 10
そ う や

利尻富士町、幌延町
り し り ふ じ ちよう ほ ろ の べ ちよう

北見市、網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、
き た み し あ ばしり し び ほ ろ ちよう つ べ つ ちよう し や り ちよう き よ さ と ちよう こ し み ず ちよう く ん ね つ ぷ ちよう

北 網 10
ほ く も う

置戸町、大空町
お け と ちよう お お ぞ ら ちよう

遠 紋 8 紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町
え ん も ん も ん べ つ し さ ろ ま ちよう え ん が る ちよう ゆ う べ つ ちよう たきの う え ちよう おこつ ぺ ちよう に し おこつ ぺ む ら お う む ちよう

帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、
お び ひ ろ し お と ふ け ちよう し ほ ろ ちよう か み し ほ ろ ちよう し か お い ちよう し ん と く ちよう し み ず ちよう め む ろ ちよう

十 勝 19 中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、
と か ち な か さ つ な い む ら さ ら べ つ む ら た い き ちよう ひ ろ お ちよう ま く べ つ ちよう い け だ ちよう と よ こ ろ ちよう ほ ん べ つ ちよう

足寄町、陸別町、浦幌町
あしよ ろ ちよう り く べ つ ちよう う ら ほ ろ ちよう

釧 路 8 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町
く し ろ く し ろ し く し ろ ちよう あ つ け し ちよう は ま な か ちよう し べ ち や ちよう て し か が ちよう つ る い む ら し ら ぬ か ちよう

根 室 5 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町
ね む ろ ね む ろ し べ つ か い ちよう な か し べ つ ちよう し べ つ ちよう ら う す ちよう

計 179
けい
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７ 計画の目標及び体系
けいか く もくひようおよ た いけ い

（１）計画の目標
けいかく もくひよう

障がいの有無にかかわらず 「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する、
しよう う む そう ご じんかく こ せい そんちよう あ きようせい

社会 の実現をめざし 障がいのある人が 社会を構成する一員として主体的に社会」 、 、
しやかい じつげん しよう ひと しやかい こうせい いちいん しゆたいてき しやかい

に参加するとともに、必要とするサービスを利用しながら「希望するすべての障
さん か ひつよう り よう き ぼう しよう

がい者が安心して地域で暮らせる社会づくり」を基本的な目標として、北海道に
しや あんしん ち いき く しやかい き ほんてき もくひよう ほつかいどう

おける障がい者施策の一層の促進を図ります。
しよう しや し さく いつそう そくしん はか

① 地域生活の支援体制の充実
ち いきせいかつ し えんたいせい じゆうじつ

障がいのある人が、入所施設等から地域生活への移行や地域での生活を継続
しよう ひと にゆうしよ し せつとう ち いきせいかつ い こう ち いき せいかつ けいぞく

するためには、身近な地域で生涯を通じて必要なサービスを利用できることが
み ぢか ち いき しようがい つう ひつよう り よう

必要であり、相談支援 や障害福祉サービス をはじめとするサービス提供体制
* *５ ６

ひつよう そうだん し えん しようがいふく し ていきようたいせい

や、専門職員及び介護の担い手となる人材の確保などを図り、障がいのある人
せんもんしよくいんおよ かい ご にな て じんざい かく ほ はか しよう ひと

が安心して暮らせる地域づくりを促進します。
あんしん く ち いき そくしん

② 自立と社会参加の促進
じ りつ しやかいさん か そくしん

障がいのある人が自らの選択と決定により、主体的に行動し、地域で自立し
しよう ひと みずか せんたく けつてい しゆたいてき こうどう ち いき じ りつ

た生活ができるよう、身近な地域での療育や教育の提供、本人の希望や障がい
せいかつ み ぢか ち いき りよういく きよういく ていきよう ほんにん き ぼう しよう

特性に応じた就労支援などの取組を促進します。
とくせい おう しゆうろう し えん とりくみ そくしん

また、地域社会を構成する一員として、町内会などの住民自治活動、地域や
ち いきしやかい こうせい いちいん ちようないかい じゆうみん じ ち かつどう ち いき

コミュニティづくり活動、文化・サークル活動、さらには、障がい当事者によ
かつどう ぶん か かつどう しよう とう じ しや

る自主的活動など、障がいのある人が自ら進んで参加できる場づくりを行う環
じ しゆてきかつどう しよう ひと みずか すす さん か ば おこな かん

境を整備するなど、社会参加の取組を促進します。
きよう せい び しやかいさん か とりくみ そくしん

③ バリアフリー社会の実現
しやかい じつげん

、 、バリアフリー社会の実現をめざし 障がいや障がいのある人への理解を進め
しやかい じつげん しよう しよう ひと り かい すす

虐待や差別 偏見をなくす心のバリアフリー化 住まい 公共的施設 交通機関、 、 、 、
ぎやくたい さ べつ へんけん こころ か す こうきようてき し せつ こうつう き かん

などにおけるユニバーサルデザインの普及や障がい特性に応じた防災体制の確
ふ きゆう しよう とくせい おう ぼうさいたいせい かく

保など環境のバリアフリー化、さらには、障がいのある人の情報利用のバリア
ほ かんきよう か しよう ひと じようほう り よう

フリー化など、本道の地域特性を踏まえた取組を促進します。
か ほんどう ち いきとくせい ふ とりくみ そくしん
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（２）計画の体系
けいかく たいけい

目 標 施策の区分 施策の方向
も く ひ よ う し さ く く ぶ ん し さ く ほ う こ う

1 生活支援体制整備の充実地域生活の Ⅰ 生 活 支 援
ち い き せ い か つ せ い か つ し え ん せ い か つ し え ん た い せ い せ い び じゆう じ つ

2 相談支援体制・支援体制の充実
し え ん た い せ い じゆう じ つ そ う だ ん し え ん た い せ い

地域移行支援の充実
ち い き い こ う し え ん じゆう じ つ

3 意思決定支援の推進
い し け つ て い し え ん す い し ん

4 障害福祉サービス・希
しよう が い ふ く し

地域生活支援事業の充実望
ち い き せ い か つ し え ん じ ぎよう じゆう じ つ

5 人材の養成・確保す
じ ん ざ い よ う せ い か く ほ

6 生活安定施策の推進る
せ い か つ あ ん て い し さ く す い し ん

1 適切な保健・医療の提供す Ⅱ 保 健 ・ 医 療
ほ け ん い りよう て き せ つ ほ け ん い りよう て い きよう

2 障がいの原因となるべ
しよう げ ん い ん

疾病等の予防・治療て
し つ ぺ い と う よ ぼ う ち りよう

3 精神障がいのある人やの
せ い し ん しよう ひ と

難病のある人など障がいの障
な ん びよう ひ と しよう

特性に応じた支援の充実が
と く せ い お う し え ん じゆう じ つ

1 障がいのある子どもにい 自立と Ⅲ 療 育 ・ 教 育
じ り つ りよう い く きよう い く しよう こ

対する支援の充実者 社会参加の促進
し や か い さ ん か そ く し ん た い し え ん じゆう じ つ

2 学校教育の充実が
が つ こ う きよう い く じゆう じ つ

3 医療的ケアを必要とする安
い りよう て き ひ つ よ う

子どもへの支援の充実心
こ し え ん じゆう じ つ

道民、企業、行政等がし Ⅳ 就 労 支 援 1
しゆう ろ う し え ん ど う み ん き ぎよう ぎようせ い と う

一体となった応援体制づくりて
いつた い お う え ん た い せ い

2 一般就労の推進地
い つ ぱ ん しゆう ろ う す い し ん

3 多様な就労の機会の確保域
た よ う しゆう ろ う き か い か く ほ

4 福祉的就労の底上げで
ふ く し て き しゆう ろ う そ こ あ

1 社会参加の促進暮 Ⅴ 社 会 参 加
し や か い さ ん か し や か い さ ん か そ く し ん

2 スポーツ・文化活動の振興ら
ぶ ん か か つ ど う し ん こ う

3 生涯学習機会の充実せ
しよう が い が く しゆう き か い じゆう じ つ

1 権利擁護の推進・る バリアフリー Ⅵ 差別の解消、権利
さ べ つ か い しよう け ん り け ん り よ う ご す い し ん

虐待の防止社 社会の実現 擁護の推進及び虐待の
し や か い じ つ げ ん よ う ご す い し ん お よ ぎやく た い ぎやく た い ぼ う し

2 成年後見制度等の活用促進会 防止
ぼ う し せ い ね ん こ う け ん せ い ど と う か つ よ う そ く し ん

3 理解の促進づ
り か い そ く し ん

4 地域福祉活動の推進く
ち い き ふ く し か つ ど う す い し ん

1 住まい・まちづくりの推進り Ⅶ 生 活 環 境
せ い か つ か ん きよう す す い し ん

2 移動・交通の
い ど う こ う つ う

バリアフリーの促進
そ く し ん

3 防災・防犯対策の推進
ぼ う さ い ぼ う は ん た い さ く す い し ん

1 情報通信におけるⅧ 情報アクセシビリティ
じようほ う じよう ほ う つ う し ん

情報アクセシビリティの向上の向上及び意思疎通支援
こ うじようお よ い し そ つ う し え ん じようほ う こ うじよう

2 意思疎通支援の充実の充実
じゆうじ つ い し そ つ う し え ん じゆう じ つ

3 選挙等における配慮
せ ん き よ と う は い り よ

き

ぼ

う

し
ょ
う

し
ゃ

あ
ん
し
ん

ち

い

き

く

し

ゃ

か

い
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Ⅱ 障がいのある人の状況
しよう ひ と じようきよう

１ 障がいのある人の現状
しよう ひと げ んじよう

北海道の人口に占める障がいのある人の割合は 高齢化等の影響により 年々増加、 、
ほつかいどう じんこう し しよう ひと わりあい こうれい か とう えいきよう ねんねんぞう か

しています。

また、全国と比較すると、すべての障がい種別で障がいのある人の割合が高くな
ぜんこく ひ かく しよう しゆべつ しよう ひと わりあい たか

っています。

（１）身体障がい
しんたいしよう

身体障害者手帳交付者数は 平成28年度末現在で 302,182人となっており 平成、 、 、
しんたいしようがいしや て ちようこう ふ しやすう へいせい ねん ど まつげんざい にん へいせい

13年度末と比較すると、15年間で27,808人増加しています。
ねん ど まつ ひ かく ねんかん にんぞう か

また、北海道の人口に占める割合は平成13年度末の4.8％から、平成28年度末で
ほつかいどう じんこう し わりあい へいせい ねん ど まつ へいせい ねん ど まつ

5.7％と0.9ポイント増加しています。
ぞう か

全国においては、5,148,082人で、人口比4.1％となっています。
ぜんこく にん じんこう ひ

13年度
ね ん ど

14年度
ね ん ど

15年度
ね ん ど

16年度
ね ん ど

17年度
ね ん ど

18年度
ね ん ど

19年度
ね ん ど

20年度
ね ん ど

21年度
ね ん ど

22年度
ね ん ど

23年度
ね ん ど

24年度
ね ん ど

25年度
ね ん ど

26年度
ね ん ど

27年度
ね ん ど

28年度
ね ん ど

　18歳未満 6,558 5,606 5,453 5,409 5,362 5,219 5,051 4,993 4,733 4,617 4,730 4,570 4,394 4,251 3,829 3746

　18歳以上 267,816 261,973 268,774 275,362 282,268 285,250 284,641 289,317 290,159 292,411 301,061 298,126 297,163 295,515 300,456 298436

　　合　　　計 274,374 267,579 274,227 280,771 287,630 290,469 289,692 294,310 294,892 297,028 305,791 302,696 301,557 299,766 304,285 302,182

人口に占める割合 4.8% 4.7% 4.9% 5.0% 5.1% 5.2% 5.2% 5.3% 5.3% 5.4% 5.6% 5.5% 5.5% 5.5% 5.6% 5.7%

240000人

260000人

280000人

300000人

320000人

身体障害者手帳交付者数（18歳未満・18歳以上）及び人口に占める割合の推移

18歳以上

18歳未満

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

し ん た い し ょ う が い し ゃ て ち ょ う こ う ふ し ゃ す う さ い み ま ん さ い いじょう およ じんこう し わりあり すい い

さいいじょう

さいみまん

さいみまん

さいいじょう

ごう けい

じんこう し わりあい
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障がいの種類別に見ると 肢体不自由が最も多く 平成28年度末現在で175,657人、 、
しよう しゆるいべつ み し たい ふ じ ゆう もつと おお へいせい ねん ど まつげんざい にん

、 、 、 、となっており 次いで 内部障がいの81,356人 聴覚・平衡機能障がいの25,239人
つ ない ぶ しよう にん ちようかく へいこう き のうしよう にん

視覚障がいの16,879人、音声・言語・そしゃく機能障がいの3,051人の順となっ
し かくしよう にん おんせい げん ご き のうしよう にん じゆん

ています。

また、過去15年間の推移を見ると、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がいを除き
か こ ねんかん すい い み し かくしよう ちようかく へいこう き のうしよう のぞ

増加しており、肢体不自由が11,467人増、内部障がいが24,470人増、音声・言語
ぞう か し たい ふ じ ゆう にんぞう ない ぶ しよう にんぞう おんせい げん ご

・そしゃく機能障がいが282人増となっています。
き のうしよう にんぞう

障がい程度別では、平成13年度末には、重度（１、２級）が128,108人、中度
しよう てい ど べつ へいせい ねん ど まつ じゆう ど きゆう にん ちゆう ど

３ ４級 が98,808人だったのに対し 平成28年度末には 重度が142,079人 中度（ 、 ） 、 、 、
きゆう にん たい へいせい ねん ど まつ じゆう ど にん ちゆう ど

が121,142人とそれぞれ増加しています。
にん ぞう か

13年度
ねんど

14年度
ねんど

15年度
ねんど

16年度
ねんど

17年度
ねんど

18年度
ねんど

19年度
ねんど

20年度
ねんど

21年度
ねんど

22年度
ねんど

23年度
ねんど

24年度
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26年度
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27年度
ねんど

28年度
ねんど

視覚障がい 21,302 19,648 19,631 19,586 19,557 19,290 18,768 18,648 18,488 18,097 18,070 17,716 17,329 17,149 17,157 16,879

聴覚・平衡機能障がい 29,227 27,992 27,983 28,329 28,652 28,561 27,383 27,048 26,848 26,368 26,310 25,836 25,355 25,213 25,336 25,239

音声・言語・そしゃく機能障がい 2,769 2,775 2,830 2,831 2,867 2,949 2,937 3,007 3,024 3,032 3,085 3,028 2,926 2,886 3,019 3,051

肢体不自由 164,190 159,376 163,148 166,702 170,728 172,190 172,347 174,996 174,291 175,608 182,281 179,285 178,975 176,591 178,726 175,657

内部障がい 56,886 57,788 60,635 63,323 65,826 67,479 68,257 70,611 72,241 73,923 76,045 76,831 76,972 77,927 80,133 81,356

合計 274,374 267,579 274,227 280,771 287,630 290,469 289,692 294,310 294,892 297,028 305,791 302,696 301,557 299,766 304,371 302,182
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重度
じゅうど

（１・２級
きゅう

） 128,108 128,924 134,628 137,523 140,388 142,011 144,931 142,598 141,149 141,133 145,736 141,351 138,548 136,957 142,684 142,079

中度
ちゅうど

（３・４級
きゅう

） 98,808 95,781 97,426 100,750 104,256 106,042 104,406 110,552 113,157 115,936 120,333 122,213 124,604 124,124 122,804 121,142

軽度
けいど

（５・６級
きゅう

） 47,458 42,874 42,173 42,498 42,986 42,416 40,355 41,160 40,586 39,959 39,722 39,132 38,405 38,685 38,883 38,961

合計
ごうけい

128,108 128,924 134,628 137,523 140,388 142,011 144,931 142,598 141,149 141,133 145,736 141,351 138,548 136,957 142,684 142,079
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（２）知的障がい
ち てきしよう

療育手帳交付者数は 平成28年度末現在で59,092人となっており 平成13年度末、 、
りよういく て ちようこう ふ しやすう へいせい ねん ど まつげんざい にん へいせい ねん ど まつ

と比較すると、15年間で26,142人増加しています。
ひ かく ねんかん にんぞう か

また、北海道の人口に占める割合は平成13年度末の0.60％から、平成28年度末で
ほつかいどう じんこう し わりあい へいせい ねん ど まつ へいせい ねん ど まつ

1.10％と、0.50ポイント増加しています。
ぞう か

年齢階層別に見ると、平成13年度末では18歳未満が7,320人だったものが、平成
ねんれいかいそうべつ み へいせい ねん ど まつ さい み まん にん へいせい

28年度末では13,827人と6,507人の増となっています。
ねん ど まつ にん にん ぞう

全国においては、1,044,573人で、人口比 0.8％となっています。
ぜんこく にん じんこう ひ
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28年度
ねんど

18歳
さい

未満
みまん

7,320 6,584 6,941 7,390 7,849 8,351 9,150 9,853 10,580 11,287 11,838 12,371 12,795 13,539 13,402 13,827

18歳
さい

以上
いじょう

25,630 26,471 27,550 28,566 29,597 30,687 31,970 33,160 34,540 35,830 37,211 38,819 40,314 41,510 43,708 45,265

合
ごう

計
けい

32,950 33,055 34,491 35,956 37,446 39,038 41,120 43,013 45,120 47,117 49,049 51,190 53,109 55,049 57,110 59,092

人口
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し

める割合
わりあい 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.67% 0.70% 0.74% 0.78% 0.82% 0.86% 0.90% 0.94% 0.97% 1.02% 1.06% 1.10%
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障がいの程度別に15年間の推移を見ると、重度（Ａ判定）が6,533人、中軽度
しよう てい ど べつ ねんかん すい い み じゆう ど はんてい にん ちゆうけい ど

（Ｂ判定）が19,609人増加しています。
はんてい にんぞう か

（３）精神障がい
せいしんしよう

精神障害者保健福祉手帳交付者や自立支援医療受給者など保健所で把握してい
せいしんしようがいしや ほ けんふく し て ちようこう ふ しや じ りつ し えん い りようじゆきゆうしや ほ けんしよ は あく

る精神障がいがある人の数は、平成28年度末現在で157,679人となっており、平成
せいしんしよう ひと かず へいせい ねん ど まつげんざい にん へいせい

13年12月末と比較すると、15年間で72,350人増加しています。
ねん がつまつ ひ かく ねんかん にんぞう か

また、北海道の人口に占める割合は平成13年度の1.50％から、平成28年度で
ほつかいどう じんこう し わりあい へいせい ねん ど へい せい ねん ど

2.95 ％と1.45ポイント増加しています。
ぞう か

全国においては、921,022人で、人口比 0.7％となっています。
ぜんこく にん じんこう ひ
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14年度
ねんど

15年度
ねんど
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19年度
ねんど

20年度
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24年度
ねんど

25年度
ねんど

26年度
ねんど

27年度
ねんど

28年度
ねんど

重度
じゅうど

（A判定
はんてい

） 14,200 14,785 15,446 15,985 16,532 17,144 17,826 18,305 18,746 19,216 19,573 19,925 20,147 20,325 20,502 20,733

中
ちゅう

軽度
けいど

（B判定
はんてい

） 18,750 18,270 19,045 19,971 20,914 21,894 23,294 24,708 26,374 27,901 29,476 31,265 32,962 34,724 36,608 38,359

合
ごう

計
けい

32,950 33,055 34,491 35,956 37,446 39,038 41,120 43,013 45,120 47,117 49,049 51,190 53,109 55,049 57,110 59,092
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なお、精神障害者保健福祉手帳交付者数は平成28年度末で46,327人となってお
せいしんしようがいしや ほ けんふく し て ちようこう ふ しやすう へいせい ねん ど まつ にん

り、平成13年度末から35,562人の増、障がいの程度別では、重度（１級）が1,28
へいせい ねん ど まつ にん ぞう しよう てい ど べつ じゆう ど きゆう

3人、中度（２級）が19,317人、軽度（３級）が14,962人の増となっています。
にん ちゆう ど きゆう にん けい ど きゆう にん ぞう

〈発達障がい〉
はつたつしよう

発達障がいとは、発達障害者支援法により 「自閉症、アスペルガー症候群、
はつたつしよう はつたつしようがいしや し えんほう じ へいしよう しようこうぐん

その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類す
た こうはんせいはつたつしようがい がくしゆうしようがい ちゆう い けつかん た どうせいしようがい た るい

る脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政
のう き のう しようがい しようじよう つうじようていねんれい はつげん せい

令で定めるもの と定義されており 平成22年の改正で障害者自立支援法の対象」 、
れい さだ てい ぎ へいせい ねん かいせい しようがいしや じ りつ し えんほう たいしよう

として明確に規定されました。
めいかく き てい

さらに、平成23年８月には障害者基本法が改正され 「障害者」の定義におい、
へいせい ねん がつ しようがいしや き ほんほう かいせい しようがいしや てい ぎ

て「精神障害（発達障害を含む 」と規定されました。。）
せいしんしようがい はつたつしようがい ふく き てい

発達障がいは、障がいごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合
はつたつしよう しよう とくちよう すこ かさ あ ば あい

が多く、診断が難しく、発達障がいのある人の正確な人数は把握できていない
おお しんだん むずか はつたつしよう ひと せいかく にんずう は あく

のが現状です。
げんじよう

〈高次脳機能障がい〉
こう じ のう き のうしよう

高次脳機能障がいとは、脳卒中などの病気や交通事故、頭部への怪我などに
こう じ のう き のうしよう のうそつちゆう びよう き こうつう じ こ とう ぶ け が

より、脳を損傷した後遺症としてみられる障がいです。脳損傷による認知機能
のう そんしよう こう い しよう しよう のうそんしよう にん ち き のう

障害 記憶障害や注意障害 遂行機能障害 社会的行動障害など を主な症状（ 、 、 ）
しようがい き おくしようがい ちゆう い しようがい すいこう き のうしようがい しやかいてきこうどうしようがい おも しようじよう

、 、「 」として 日常生活や社会生活に制約が出ている障がいをさし 器質性精神障害
にちじようせいかつ しやかいせいかつ せいやく で しよう き しつせいせいしんしようがい

として精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療（精神通院医療）の申請対象
せいしんしようがいしや ほ けんふく し て ちよう じ りつ し えん い りよう せいしんつういん い りよう しんせいたいしよう

とされています。

また、手帳の有無にかかわらず、障害者総合支援法に基づくサービスの給付
て ちよう う む しようがいしやそうごう し えんほう もと きゆう ふ

対象になることが可能です。高次脳機能障がいは、身体障がいがみられず、外
たいしよう か のう こう じ のう き のうしよう しんたいしよう がい

見上は障がいが目立たないことから 見えにくい障がい といわれ 障がいに関「 」 、
けんじよう しよう め だ み しよう しよう かん

する十分な理解が得られていない実態があり 高次脳機能障がいのある人の正確、
じゆうぶん り かい え じつたい こう じ のう き のうしよう ひと せいかく

な人数を把握できていないのが現状です。
にんずう は あく げんじよう
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（４）難病等
なんびようとう

難病とは、原因不明で、治療が極めて困難で、希少であり、後遺症を残すおそ
なんびよう げんいん ふ めい ち りよう きわ こんなん き しよう こう い しよう のこ

れが少なくないことや、経過も慢性にわたり、生活面に長期に支障をきたす疾病
すく けい か まんせい せいかつめん ちよう き し しよう しつぺい

です。平成23年８月に改正された障害者基本法において「障害者」の定義に含ま
へいせい ねん がつ かいせい しようがいしや き ほんほう しようがいしや てい ぎ ふく

れ、平成25年４月の障害者総合支援法の施行により 「障害者」の定義に難病等、
へいせい ねん がつ しようがいしやそうごう し えんほう し こう しようがいしや てい ぎ なんびようとう

治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって政令で定めるものによる障（
ち りようほうほう かくりつ しつぺい た しつぺい せいれい さだ しよう

がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者）と明記され、難病等である人
てい ど こうせいろうどうだいじん さだ てい ど もの めい き なんびようとう ひと

も障害福祉サービス等を利用できるようになりました。
しようがいふく し とう り よう

また、対象となる疾病については、平成29年４月には358疾病に拡大されていま
たいしよう しつぺい へいせい ねん がつ しつぺい かくだい

す。

２ 障がいのある人を取り巻く環境の変化と課題
しよう ひと と ま かんきよう へん か か だい

（１ 「障がい」に関する理解の変化）
しよう かん り かい へん か

障がいのある人もない人も共に生活するノーマライゼーションの理念が徐々に
しよう ひと ひと とも せいかつ り ねん じよじよ

浸透する中で、障がいのある人の自立や社会参加への意識が高まっています。
しんとう なか しよう ひと じ りつ しやかいさん か い しき たか

しかし 社会の側には 障がいのある人や障がいに対する理解の不足 誤解や偏見、 、 、
しやかい がわ しよう ひと しよう たい り かい ふ そく ご かい へんけん

などが存在し、これらを原因とする様々な社会的障壁の解消を図ることが必要で
そんざい げんいん さまざま しやかいてきしようへき かいしよう はか ひつよう

す。

（２）障がい福祉に関する法制度の変革
しよう ふく し かん ほうせい ど へんかく

平成18年に障害者自立支援法が施行され、障がいの種別にかかわらず、必要な
へいせい ねん しようがいしや じ りつ し えんほう し こう しよう しゆべつ ひつよう

サービスを利用する仕組みを一元化するとともに、施設・事業体系が再編され、
り よう し く いちげん か し せつ じ ぎようたいけい さいへん

平成24年には障害者自立支援法が地域社会における共生の実現に向けて、障がい
へいせい ねん しようがいしや じ りつ し えんほう ち いきしやかい きようせい じつげん む しよう

のある人の日常生活 社会生活を総合的に支援するため 障害者総合支援法に改正、 、
ひと にちじようせいかつ しやかいせいかつ そうごうてき し えん しようがいしやそうごう し えんほう かいせい

され、10月には「障害者虐待防止法」が施行されました。
がつ しようがいしやぎやくたいぼう し ほう し こう

また 平成25年6月に 障害者差別解消法 が制定され 平成26年2月には 障害者、 「 」 、 「
へいせい ねん がつ しようがいしや さ べつかいしようほう せいてい へいせい ねん がつ しようがいしや

の権利に関する条約」を批准、平成28年６月には、障害者総合支援法及び児童福
けん り かん じようやく ひ じゆん へいせい ねん がつ しようがいしやそうごう し えんほうおよ じ どうふく

祉法の一部改正が行われ、障がいのある人自らが望む地域で暮らすことができる
し ほう いち ぶ かいせい おこな しよう ひとみずか のぞ ち いき く

よう、生活支援と就労支援の充実や障がいのある子どもへの多様化するニーズに
せいかつ し えん しゆうろう し えん じゆうじつ しよう こ た よう か

対応するため支援の拡充が図られたところです。
たいおう し えん かくじゆう はか

さらには、同年８月に発達障がい者支援の一層の充実を図るため、発達障害者
どうねん がつ はつたつしよう しや し えん いつそう じゆうじつ はか はつたつしようがいしや

支援法が改正されました。
し えんほう かいせい

こうした制度の改正や新たな法律の制定に対応し 障がいのある人のニーズを踏、
せい ど かいせい あら ほうりつ せいてい たいおう しよう ひと ふ

まえた支援体制やサービス基盤の整備、情報の提供、さらには、権利擁護やサー
し えんたいせい き ばん せい び じようほう ていきよう けん り よう ご

ビス評価の体制の確立など、障がい福祉施策の充実が必要です。
ひよう か たいせい かくりつ しよう ふく し し さく じゆうじつ ひつよう
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（３）地域生活希望者の増加
ち いきせいかつ き ぼうしや ぞう か

居宅サービスが充実してきたことなどを背景として、障がいがあっても地域で
きよたく じゆうじつ はいけい しよう ち いき

生活したいという希望を持つ人が増えてきており、障がいのある人の自己決定を
せいかつ き ぼう も ひと ふ しよう ひと じ こ けつてい

尊重した、より身近な地域でのサービスの提供体制の充実が必要です。
そんちよう み ぢか ち いき ていきようたいせい じゆうじつ ひつよう

（４）バリアフリーの考え方の普及
かんが かた ふ きゆう

道内においても、ユニバーサルデザインの考え方が普及している中、障がいの
どうない かんが かた ふ きゆう なか しよう

ある人のみならず 行動上の制限を受ける人々が公共的な施設や交通機関等を円滑、
ひと こうどうじよう せいげん う ひとびと こうきようてき し せつ こうつう き かんとう えんかつ

、 、 、に利用できるよう すべての人が暮らしやすいまちづくり 使いやすいものづくり
り よう ひと く つか

サービス・情報の提供、障がいと障がいのある人に対する理解、個性と人格の尊
じようほう ていきよう しよう しよう ひと たい り かい こ せい じんかく そん

重など様々な取組を通じて、心、環境、情報などのバリアフリー化の促進が求め
ちよう さまざま とりくみ つう こころ かんきよう じようほう か そくしん もと

られています。

（５）ＩＣＴ（情報通信技術）の進展
あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ しんてん

（ ） 、インターネットをはじめとするＩＣＴ 情報通信技術 の急速な進展により*７
あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ きゆうそく しんてん

障がいのある人の情報の収集や発信が容易になるなど、様々な支援技術が開発
しよう ひと じようほう しゆうしゆう はつしん よう い さまざま し えん ぎ じゆつ かいはつ

されています。

現在は過渡的な技術も含め 今後ますます技術の進展が期待できることから 誰、 、
げんざい か と てき ぎ じゆつ ふく こん ご ぎ じゆつ しんてん き たい だれ

もが使いやすいＩＣＴ 情報通信技術 を活用し 情報格差の解消 自立や社会参加（ ） 、 、
つか あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ かつよう じようほうかく さ かいしよう じ りつ しやかいさん か

の促進、コミュニケーション機会の拡大など支援の充実を図ることが必要です。
そくしん き かい かくだい し えん じゆうじつ はか ひつよう
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第２章 施策の方向と主要施策
だ い し よ う し さ く ほ う こ う し ゆ よ う し さ く

第１節 地域生活の支援体制の充実
だ い せ つ ち い き せ い か つ し え ん た い せ い じゆう じ つ

Ⅰ 生活支援
せ い か つ し え ん

《現状と課題》
げんじよう か だい

高齢化の進展などにより 障がいのある人の数が年々増加するとともに 障、 、
こうれい か しんてん しよう ひと かず ねんねんぞう か しよう

がいの重度化・重複化が進んでいます。
じゆう ど か ちようふく か すす

また、自立意識や在宅志向が高まる中で、施設や病院で生活している重度
じ りつ い しき ざいたく し こう たか なか し せつ びよういん せいかつ じゆう ど

・重複障がいのある人も含め、地域生活への移行を希望する人が増加し、障
ちようふくしよう ひと ふく ち いきせいかつ い こう き ぼう ひと ぞう か しよう

害福祉サービスだけではなく、医療的ケア や意思疎通支援など、障がいの*８
がいふく し い りようてき い し そ つう し えん しよう

ある人及びその家族のニーズは多様化しています。
ひとおよ か ぞく た よう か

こうした中、障害者自立支援法の施行により、障がい種別にかかわらずサ
なか しようがいしや じ りつ し えんほう し こう しよう しゆべつ

ービスを利用するための仕組みが一元化され、障がいのある人の生活を支え
り よう し く いちげん か しよう ひと せいかつ ささ

る福祉サービスの体系が見直され、平成25年には、障害者総合支援法が施行
ふく し たいけい み なお へいせい ねん しようがいしやそうごう し えんほう し こう

されました。

地域での生活を希望する障がいのある人が、生涯を通じて自らの選択によ
ち いき せいかつ き ぼう しよう ひと しようがい つう みずか せんたく

り 一人ひとりのニーズに沿った必要なサービスを利用しながら 地域での生活、 、
ひと り そ ひつよう り よう ち いき せいかつ

を継続できるよう、身近な相談支援体制や生活を支える福祉サービスの充実
けいぞく み ぢか そうだん し えんたいせい せいかつ ささ ふく し じゆうじつ

を図ることが必要です。
はか ひつよう

さらに、こうした制度改革に対応し、適切にサービスを提供するため人材
せい ど かいかく たいおう てきせつ ていきよう じんざい

の養成や確保が必要です。
ようせい かく ほ ひつよう

《考え方》
かんが かた

どこに住んでいても、自らの決定に基づき、身近な地域で日常生活及び社
す みずか けつてい もと み ぢか ち いき にちじようせいかつおよ しや

会生活を営むことのできる体制を整備します。
かいせいかつ いとな たいせい せい び

また、在宅サービスの量的・質的充実を図り、施設入所者等の地域生活へ
ざいたく りようてき しつてきじゆうじつ はか し せつにゆうしよしやとう ち いきせいかつ

の移行を推進するとともに 障がい福祉・医療を支える人材の養成・確保に努、
い こう すいしん しよう ふく し い りよう ささ じんざい ようせい かく ほ つと

めます。

１ 生活支援体制整備の充実
せいか つ し えんた いせい せい び じゆうじ つ

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）生涯を通じた支援の確保
しようがい つう し えん かく ほ

○ 障がいのある人が必要なサービスを利用しながら安心して地域で暮らすため
しよう ひと ひつよう り よう あんしん ち いき く

、 、には 生涯を通じた支援が必要であることから市町村の協議会 などを中心に*９
しようがい つう し えん ひつよう しちようそん きよう ぎ かい ちゆうしん



- -14

市町村や教育委員会をはじめ、保健、医療、福祉、労働、経済その他地域の関
し ちようそん きよういく い いんかい ほ けん い りよう ふく し ろうどう けいざい た ち いき かん

係機関が連携して支援する体制づくりを促進します。
けい き かん れんけい し えん たいせい そくしん

○ 地域で生活する障がいのある人の重度化・高齢化にも対応できるよう、居住
ち いき せいかつ しよう ひと じゆう ど か こうれい か たいおう きよじゆう

支援機能及び地域支援機能などを備えた「地域生活支援拠点 」の整備を推進し
*10

し えん き のうおよ ち いき し えん き のう そな ち いきせいかつ し えんきよてん せい び すいしん

ます。

○ 障がいのある人が生涯を通じて必要な医療サービスを受けることができるよ
しよう ひと しようがい つう ひつよう い りよう う

う、医療機関相互や医療機関と相談支援事業所等との連携の強化に取り組むな
い りよう き かんそう ご い りよう き かん そうだん し えん じ ぎようしよとう れんけい きよう か と く

ど、障がい特性に応じた受診しやすい環境の整備に努めます。
しよう とくせい おう じゆしん かんきよう せい び つと

（２） 地域間格差への配慮
ち いきかんかく さ はいりよ

○ 障害福祉サービス等の地域間の格差に配慮した人材の養成･確保や基盤整備、
しようがいふく し とう ち いきかん かく さ はいりよ じんざい ようせい かく ほ き ばんせい び

さらには、地域特性を踏まえた取組を促進します。
ち いきとくせい ふ とりくみ そくしん

特に、規模の小さい自治体が多い本道の特性を踏まえ、身近な地域に必要なサ
とく き ぼ ちい じ ち たい おお ほんどう とくせい ふ み ぢか ち いき ひつよう

ービスが確保できるよう、多機能型や共生型 などのサービス基盤の整備を促進*11
かく ほ た き のうがた きようせいがた き ばん せい び そくしん

します。

２ 相談支援体制・地域移行支援の充実
そうだ ん し えんた いせい ち いき い こう し えん じゆうじつ

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）地域における相談支援体制の確保
ち いき そうだん し えんたいせい かく ほ

○ 地域の様々な関係者が連携･協働する市町村の協議会のネットワーク機能によ
ち いき さまざま かんけいしや れんけい きようどう しちようそん きよう ぎ かい き のう

り、障がいのある人やその家族等のニーズを受け止める相談支援体制が確保で
しよう ひと か ぞくとう う と そうだん し えんたいせい かく ほ

きるよう、北海道障がい者条例に基づき作成した「地域づくりガイドライン 」*12
ほつかいどうしよう しやじようれい もと さくせい ち い き

を活用し市町村の取組を支援します。
かつよう し ちようそん とりくみ し えん

また、障がいのある高齢者への迅速なサービス調整が行えるよう、介護支援
しよう こうれいしや じんそく ちようせい おこな かい ご し えん

専門員（ケアマネジャー）や地域包括支援センター 等との連携を図ります。*１3
せんもんいん ち いきほうかつ し えん とう れんけい はか

○ 障がいのある人が身近な地域で、自らの意思に基づく決定による、相談支援
しよう ひと み ぢか ち いき みずか い し もと けつてい そうだん し えん

を受けることのできる体制を構築するため 様々な障がい種別に対応し 総合的、 、
う たいせい こうちく さまざま しよう しゆべつ たいおう そうごうてき

な相談支援が受けられるような取組を推進します。
そうだん し えん う とりくみ すいしん

○ 相談支援の窓口が、障がいのある人にとって相談しやすいものとなるよう、
そうだん し えん まどぐち しよう ひと そうだん

当事者の気持ちに寄り添い、きめ細やかな対応ができるピアスタッフ などの活*14
とう じ しや き も よ そ こま たいおう かつ

用を図り、その活動を推進します。
よう はか かつどう すいしん

○ 市町村が設置する障害者相談員、精神障害者家族相談員、難病相談員、民生
し ちようそん せつ ち しようがいしやそうだんいん せいしんしようがいしや か ぞくそうだんいん なんびようそうだんいん みんせい

委員・児童委員等への情報の提供や研修による資質の向上を図り、障がいの
い いん じ どう い いんとう じようほう ていきよう けんしゆう し しつ こうじよう はか しよう

ある人やその家族等が身近な地域で相談できる体制や機能の充実を図ります。
ひと か ぞくとう み ぢか ち いき そうだん たいせい き のう じゆうじつ はか
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○ 心身障害者総合相談所 児童相談所 発達障害者支援 地域 センター 等* *15 16 *17、 、 （ ）
しんしんしようがいしやそうごうそうだんしよ じ どうそうだんしよ はつたつしようがいしや し えん ち いき とう

が 地域では対応が難しい専門的な相談に応じるとともに 市町村に対する支援、 、
ち いき たいおう むずか せんもんてき そうだん おう し ちようそん たい し えん

を行い 障がいのある人やその家族等が 身近な地域において専門的な相談支援、 、
おこな しよう ひと か ぞくとう み ぢか ち いき せんもんてき そうだん し えん

が受けられるよう取り組みます。
う と く

○ 保健所に心の健康相談窓口を設置するとともに、精神保健福祉センター と連*18
ほ けんしよ こころ けんこうそうだんまどぐち せつ ち せいしん ほ けんふく し れん

携して市町村や関係機関に対する支援を行うほか、訪問による生活指導を実施
けい し ちようそん かんけい き かん たい し えん おこな ほうもん せいかつ し どう じつ し

するなど、精神障がいのある人やその家族等に対する相談支援体制の充実に努
せいしんしよう ひと か ぞくとう たい そうだん し えんたいせい じゆうじつ つと

めます。

また、精神障がいのある人やその家族、地域住民等を対象とした講習会など
せいしんしよう ひと か ぞく ち いきじゆうみんとう たいしよう こうしゆうかい

を開催し、精神疾患や障がいに対する知識の普及を図ります。
かいさい せいしんしつかん しよう たい ち しき ふ きゆう はか

（２）地域移行・地域定着の促進
ち いき い こう ち いきていちやく そくしん

○ 市町村 一般相談支援事業者 施設などが連携する地域移行 地域定着の取組、 、 、
し ちようそん いつぱんそうだん し えん じ ぎようしや し せつ れんけい ち いき い こう ち いきていちやく とりくみ

が円滑に進むよう、相談支援従事者の養成や必要な相談支援事業所の指定など
えんかつ すす そうだん し えんじゆう じ しや ようせい ひつよう そうだん し えん じ ぎようしよ し てい

に取り組みます。
と く

（３）圏域における取組
けんいき とりくみ

○ 市町村の協議会と連携しながら 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並、「
し ちようそん きよう ぎ かい れんけい ほつかいどうしよう しやおよ しよう じ けん り よう ご なら

びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例 」*19
しよう しやおよ しよう じ く ち いき すいしん かん じようれい

（以下「北海道障がい者条例」という ）に基づき各総合振興局・振興局圏域。
い か ほつかいどうしよう しやじようれい もと かくそうごうしんこうきよく しんこうきよくけんいき

ごとに設置した「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会 （以下「地域づ*20」
せつ ち しよう しや く ち いき い いんかい い か ち いき

くり委員会」という ）や 「北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本。 、
い いんかい ほつかいどうしよう しや く ち いき すいしんほん

部調査部会 」において、障がいのある人の暮らしづらさの解消に向けた取組*21
ぶ ちよう さ ぶ かい しよう ひと く かいしよう む とりくみ

を促進します。
そくしん

３ 意思決定支援の推進
い し けつ てい し えん す いしん

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）意思決定支援の推進
い し けつてい し えん すいしん

○ 自ら意思を決定することに困難を抱える障がいのある人が、自らの意思が反
みずか い し けつてい こんなん かか しよう ひと みずか い し はん

映された日常生活や社会生活を送ることができるよう 「意思決定支援ガイドラ、
えい にちじようせいかつ しやかいせいかつ おく い し けつてい し えん

イン 」の普及を図ることなどにより、必要な支援を行います。*22
ふ きゆう はか ひつよう し えん おこな

○ 知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む ）により判断能力が十分では。
ち てきしよう せいしんしよう はつたつしよう ふく はんだんのうりよく じゆうぶん

ない人の成年後見制度 の利用を促進するため、市町村に対し、必要な経費につ*23
ひと せいねんこうけんせい ど り よう そくしん し ちようそん たい ひつよう けい ひ

いて助成事業の活用を促すとともに、後見等の業務を適正に行うことができる
じよせい じ ぎよう かつよう うなが こうけんとう ぎよう む てきせい おこな

人材の育成及び活用を図るための研修の取組について支援します。
じんざい いくせいおよ かつよう はか けんしゆう とりくみ し えん
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４ 障害福祉サービス・地域生活支援事業の充実
しようが いふく し ち いきせ いかつ し え ん じ ぎよう じゆうじつ

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１） 住まいの場の確保等
す ば かく ほ とう

○ 地域間の均衡に配慮し、重度障がいのある人も利用できるグループホームな
ち いきかん きんこう はいりよ じゆう ど しよう ひと り よう

どの計画的な整備を促進します。
けいかくてき せい び そくしん

○ 障がいのある人が賃貸住宅などの生活の場を確保できるよう、入居受入れに
しよう ひと ちんたいじゆうたく せいかつ ば かく ほ にゆうきようけ い

、 。ついて 住宅所有者や不動産業関係団体などの理解が促進されるよう努めます
じゆうたくしよゆうしや ふ どうさんぎようかんけいだんたい り かい そくしん つと

（２）日中活動サービスの充実
につちゆうかつどう じゆうじつ

○ 障がい特性に応じた日中活動の場などを確保するため、自立訓練や就労移行
しよう とくせい おう につちゆうかつどう ば かく ほ じ りつくんれん しゆうろう い こう

支援、就労継続支援等の整備を促進します。
し えん しゆうろうけいぞく し えんとう せい び そくしん

○ 地域の医療機関との連携により、医療的ケアなどを必要とする重度の障がい
ち いき い りよう き かん れんけい い りようてき ひつよう じゆう ど しよう

のある子どもや障がいのある人が日中活動に参加したり、家族の休息（レスパ
こ しよう ひと につちゆうかつどう さん か か ぞく きゆうそく

） 、 。イト の確保ができるよう 地域の支援体制の充実に向けた取組を促進します
かく ほ ち いき し えんたいせい じゆうじつ む とりくみ そくしん

○ 市町村が地域の実情に応じ実施する地域活動支援センターや日中一時支援な
し ちようそん ち いき じつじよう おう じつ し ち いきかつどう し えん につちゆういち じ し えん

どの地域生活支援事業 の取組を支援します。*24
ち いきせいかつ し えん じ ぎよう とりくみ し えん

（３）地域生活を支えるサービス基盤の充実
ち いきせいかつ ささ き ばん じゆうじつ

○ 障がいのある人が必要なサービスを利用しながら、地域での生活を継続させ
しよう ひと ひつよう り よう ち いき せいかつ けいぞく

るため、入所施設の有する人材、ノウハウなどを活用する取組を促進します。
にゆうしよ し せつ ゆう じんざい かつよう とりくみ そくしん

○ 障がいのある人がどこに暮らしていてもニーズや障がい特性に応じた必要な
しよう ひと く しよう とくせい おう ひつよう

サービスが受けられるよう、居宅介護、重度訪問介護などの訪問系サービスや
う きよたくかい ご じゆう ど ほうもんかい ご ほうもんけい

短期入所の計画的な基盤整備を促進します。
たん き にゆうしよ けいかくてき き ばんせい び そくしん

○ 障がいのある人の移動に関する支援（居宅介護・重度訪問介護・行動援護・
しよう ひと い どう かん し えん きよたくかい ご じゆう ど ほうもんかい ご こうどうえん ご

同行援護・移動支援事業 の充実を図るとともに 身体障がい者用自動車の改造） 、
どうこうえん ご い どう し えん じ ぎよう じゆうじつ はか しんたいしよう しやよう じ どうしや かいぞう

など市町村が行う地域生活支援事業を支援します。
し ちようそん おこな ち いきせいかつ し えん じ ぎよう し えん

○ ホームヘルプサービス ショートステイ 日常生活用具の給付など 難病患者、 、 、
にちじようせいかつよう ぐ きゆう ふ なんびようかんじや

を対象とした在宅福祉サービスの充実に努めるほか、難病の特性に応じた適切
たいしよう ざいたくふく し じゆうじつ つと なんびよう とくせい おう てきせつ

な福祉サービスの利用を促進します。
ふく し り よう そくしん

○ 高齢化の進展などにより、介護や医療的ケアを必要とする障がいのある人が
こうれい か しんてん かい ご い りようてき ひつよう しよう ひと

増加しており 国の制度見直しに合わせ 障がいのある人の高齢化 重度化に対応、 、 、
ぞう か くに せい ど み なお あ しよう ひと こうれい か じゆう ど か たいおう

した取組を進めます。
とりくみ すす

25○ 身体障がいのある人の移動や日常生活をサポートする身体障害者補助犬*
しんたいしよう ひと い どう にちじようせいかつ しんたいしようがいしや ほ じよけん
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（盲導犬・介助犬・聴導犬）の普及啓発に努め、道民の理解や身体に障がいの
もうどうけん かいじよけん ちようどうけん ふ きゆうけいはつ つと どうみん り かい しんたい しよう

ある人などの利用の促進を図るとともに、その育成等を促進します。
ひと り よう そくしん はか いくせいとう そくしん

○ 自動車税の減免や、公共交通機関等の割引制度などの充実について、国など
じ どうしやぜい げんめん こうきようこうつう き かんとう わりびきせい ど じゆうじつ くに

関係機関等への要請に努めます。
かんけい き かんとう ようせい つと

（４）障害者支援施設機能の充実
しようがいしや し えん し せつ き のう じゆうじつ

、 、 、 、○ 障害者支援施設において 自立訓練 就労継続支援 短期入所などを実施し
しようがいしや し えん し せつ じ りつくんれん しゆうろうけいぞく し えん たん き にゆうしよ じつ し

地域で生活する障がいのある人を支援する取組を促進します。
ち いき せいかつ しよう ひと し えん とりくみ そくしん

○ 障がいのある人の高齢化や重度化などに対応した介護や医療的ケアなどのサ
しよう ひと こうれい か じゆう ど か たいおう かい ご い りようてき

、 。ービスが確保できるよう 施設設備の充実などについて国への要請に努めます
かく ほ し せつせつ び じゆうじつ くに ようせい つと

（５）サービスの質の向上
しつ こうじよう

○ 利用者一人ひとりの意向や障がい特性などに応じた良質なサービスが提供さ
り ようしやひと り い こう しよう とくせい おう りようしつ ていきよう

れるよう、サービスの質の向上に向けた取組を促進します。
しつ こうじよう む とりくみ そくしん

○ 施設サービスに関する苦情解決の仕組を広く道民に周知するとともに、第三
し せつ かん く じようかいけつ し くみ ひろ どうみん しゆう ち だいさん

者機関によるサービスの質の評価、その結果公表を促進し、利用者に対するサ
しや き かん しつ ひよう か けつ か こうひよう そくしん り ようしや たい

ービスの質の向上に努めます。
しつ こうじよう つと

○ 障がいのある人やその家族等が地域で利用できるサービス提供事業者の状
しよう ひと か ぞくとう ち いき り よう ていきよう じ ぎようしや じよう

況を把握できるよう 指定障害福祉サービス事業者の指定に関する情報を公表、
きよう は あく し ていしようがいふく し じ ぎようしや し てい かん じようほう こうひよう

します。

（６）道立施設の機能強化
どうりつ し せつ き のうきよう か

○ 子ども総合医療・療育センターにおいて、ハイリスクの胎児や新生児に対す
こ そうごう い りよう りよういく たい じ しんせい じ たい

る特殊な周産期医療を提供する特定機能周産期母子医療センター、先天性心
とくしゆ しゆうさん き い りよう ていきよう とくてい き のうしゆうさん き ぼ し い りよう せんてんせいしん

疾患等への高度医療を提供する循環器病センター、医療的リハビリテーショ
しつかんとう こう ど い りよう ていきよう じゆんかん き びよう い りようてき

ン等を提供する総合発達支援センターとして、医療部門と療育部門が連携し複
とう ていきよう そうごうはつたつ し えん い りよう ぶ もん りよういく ぶ もん れんけい ふく

合的なサービスの提供に努めます。
ごうてき ていきよう つと

○ 心身障害者総合相談所 児童相談所 精神保健福祉センター等における専門的、 、
しんしんしようがいしやそうごうそうだんしよ じ どうそうだんしよ せいしん ほ けんふく し とう せんもんてき

な相談に対応する機能の充実や関係相互の連携強化を図り、きめ細やかな情報
そうだん たいおう き のう じゆうじつ かんけいそう ご れんけいきよう か はか こま じようほう

提供や支援が行えるよう努めます。
ていきよう し えん おこな つと

（７）福祉用具の普及促進、利用支援
ふく し よう ぐ ふ きゆうそくしん り よう し えん

○ 障がいのある人や介護者の負担を軽減する上で、重要な役割を果たす補装具
しよう ひと かい ご しや ふ たん けいげん うえ じゆうよう やくわり は ほ そう ぐ

の効果的な利用を促進するため、心身障害者総合相談所及び支所において、多
こう か てき り よう そくしん しんしんしようがいしやそうごうそうだんしよおよ し しよ た

種多様な品目や給付制度の活用に関する情報提供や相談対応に努めます。
しゆ た よう ひんもく きゆう ふ せい ど かつよう かん じようほうていきよう そうだんたいおう つと

、 、○ 心身障害者総合相談所において 補装具の研究開発情報などの収集を行い
しんしんしようがいしやそうごうそうだんしよ ほ そう ぐ けんきゆうかいはつじようほう しゆうしゆう おこな

市町村や民間事業者への情報の提供に努めます。
し ちようそん みんかん じ ぎようしや じようほう ていきよう つと
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○ 技術開発の進歩が 著 しいＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、重度の障がい
ぎ じゆつかいはつ しん ぽ いちじる あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ かつよう じゆう ど しよう

のある人の生活の利便性の向上や社会参加が図られるよう、市町村における障
ひと せいかつ り べんせい こうじよう しやかいさん か はか し ちようそん しよう

がい特性に応じたパソコン周辺機器やアプリケーション の普及促進に努めま*26
とくせい おう しゆうへん き き ふ きゆうそくしん つと

す。

５ 人材の養成・確保
じんざ い ようせ い かく ほ

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）福祉関係職種の養成・確保等
ふく し かんけいしよくしゆ ようせい かく ほ とう

○ 障害福祉サービスの利用に関する相談に応じ、サービス等利用計画策定の中
しようがいふく し り よう かん そうだん おう とう り ようけいかくさくてい ちゆう

心的な役割を担う相談支援専門員や、サービス提供プロセスを管理するサービ
しんてき やくわり にな そうだん し えんせんもんいん ていきよう かん り

ス管理責任者等の養成に努めます。
かん り せきにんしやとう ようせい つと

さらに、相談支援専門員とサービス管理責任者等が連携し、チームで支援する
そうだん し えんせんもんいん かん り せきにんしやとう れんけい し えん

本人中心のケアマネジメントの確立と定着を促進します。
ほんにんちゆうしん かくりつ ていちやく そくしん

○ 障がいの重度・重複化や障がいのある人の高齢化などにも対応した、社会福
しよう じゆう ど ちようふく か しよう ひと こうれい か たいおう しやかいふく

祉士、介護福祉士などの福祉関係専門職員の養成・確保を図るため、修学資金
し し かい ご ふく し し ふく し かんけいせんもんしよくいん ようせい かく ほ はか しゆうがく し きん

の貸付けや福祉人材センター及び福祉人材バンクを通じた人材の確保に努めま
かし つ ふく し じんざい およ ふく し じんざい つう じんざい かく ほ つと

す。

（２）保健・医療関係職種の養成・確保
ほ けん い りようかんけいしよくしゆ ようせい かく ほ

○ 医師、保健師、看護師等、保健医療に従事する専門職種の養成・確保を図る
い し ほ けん し かん ご し とう ほ けん い りよう じゆう じ せんもんしよくしゆ ようせい かく ほ はか

ため、修学資金の貸付けや、現在就業していない保健師、看護師等の再就業
しゆうがく し きん かし つ げんざいしゆうぎよう ほ けん し かん ご し とう さいしゆうぎよう

の促進など人材の確保に努めます。
そくしん じんざい かく ほ つと

（３）サービス提供の担い手の確保
ていきよう にな て かく ほ

○ サービス提供の担い手となる訪問系サービス従事者（居宅介護、重度訪問介
ていきよう にな て ほうもんけい じゆう じ しや きよたくかい ご じゆう ど ほうもんかい

護、行動援護、同行援護 、たん吸引従事者等の地域での養成を促進します。）
ご こうどうえん ご どうこうえん ご きゆういんじゆう じ しやとう ち いき ようせい そくしん

（４）各種研修の充実
かくしゆけんしゆう じゆうじつ

○ 福祉関係職員の知識・技術の向上を図るため、職種や業務経験に応じた計
ふく し かんけいしよくいん ち しき ぎ じゆつ こうじよう はか しよくしゆ ぎよう む けいけん おう けい

画的、体系的な研修を行い、障がいのある人を中心としたケアマネジメントや
かくてき たいけいてき けんしゆう おこな しよう ひと ちゆうしん

相談支援など、地域で新たに求められている機能の確保に努めます。
そうだん し えん ち いき あら もと き のう かく ほ つと

○ 福祉と連携した質の高い保健・医療を担う人材を養成するため、保健・医療
ふく し れんけい しつ たか ほ けん い りよう にな じんざい ようせい ほ けん い りよう

関係職種に対する研修機会の拡大等による専門技術の向上や福祉知識の習得
かんけいしよくしゆ たい けんしゆう き かい かくだいとう せんもん ぎ じゆつ こうじよう ふく し ち しき しゆうとく

などの支援に努めます。
し えん つと

○ 市町村における保健活動の充実のため、保健師、栄養士などの研修を行うな
し ちようそん ほ けんかつどう じゆうじつ ほ けん し えいよう し けんしゆう おこな

ど資質の向上に努めます。
し しつ こうじよう つと
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○ 児童相談所や心身障害者総合相談所 精神保健福祉センター等 道立施設職員、 、
じ どうそうだんしよ しんしんしようがいしやそうごうそうだんしよ せいしん ほ けんふく し とう どうりつ し せつしよくいん

の知識・技術の向上を図るため、研修などの実施に努めます。
ち しき ぎ じゆつ こうじよう はか けんしゆう じつ し つと

（５）就業環境の整備
しゆうぎようかんきよう せい び

○ 就業環境を改善し、誇りと生きがいをもって業務に従事することができる
しゆうぎようかんきよう かいぜん ほこ い ぎよう む じゆう じ

よう、福利厚生の改善や育児休業、介護休業などの普及に努めます。
ふく り こうせい かいぜん いく じ きゆうぎよう かい ご きゆうぎよう ふ きゆう つと

６ 生活安定施策の推進
せ いかつ あんて い し さく すい しん

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）年金等の充実
ねんきんとう じゆうじつ

○ 各種年金等の充実を国に働きかけるとともに、制度の周知に努めます。
かくしゆねんきんとう じゆうじつ くに はたら せい ど しゆう ち つと

○ 障がいのある人の経済的自立と社会参加を支援するため 生活資金 事業を営、 、
しよう ひと けいざいてき じ りつ しやかいさん か し えん せいかつ し きん じ ぎよう いとな

むために必要な資金の貸付けを行います。
ひつよう し きん かし つ おこな

○ 障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう 燃料費など冬期間の増嵩経費、
しよう ひと ち いき あんしん く ねんりよう ひ とう き かん ぞうすうけい ひ

について、市町村が行う経済的支援の取組に対する支援に努めます。
し ちようそん おこな けいざいてき し えん とりくみ たい し えん つと
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Ⅱ 保健・医療
ほ け ん い りよう

《現状と課題》
げんじよう か だい

生涯を通じ 障がいの要因となる疾病等の予防 早期発見や治療の充実に加、 、
しようがい つう しよう よういん しつぺいとう よ ぼう そう き はつけん ち りよう じゆうじつ くわ

え、障がいを軽減するリハビリテーションの充実が求められています。
しよう けいげん じゆうじつ もと

また、精神障がいのある人の社会的入院の解消を図るため地域移行の取組
せいしんしよう ひと しやかいてきにゆういん かいしよう はか ち いき い こう とりくみ

を進めるとともに、退院後の地域生活に支援が必要です。
すす たいいん ご ち いきせいかつ し えん ひつよう

さらに、児童思春期の心の問題、うつ病をはじめとする精神疾患が関係し
じ どう し しゆん き こころ もんだい びよう せいしんしつかん かんけい

た自殺予防、高次脳機能障がいのある人に対する支援が必要です。
じ さつ よ ぼう こう じ のう き のうしよう ひと たい し えん ひつよう

《考え方》
かんが かた

障がいのある人が身近な地域において、保健サービス、医療、リハビリテ
しよう ひと み ぢか ち いき ほ けん い りよう

ーション等を受けることが出来るよう提供体制の充実を図るとともに、障が
とう う で き ていきようたいせい じゆうじつ はか しよう

いの原因となる疾病等の予防、早期発見、治療の推進を図ります。
げんいん しつぺいとう よ ぼう そう き はつけん ち りよう すいしん はか

また、精神障がいのある人に対し必要な支援を行うことにより、地域生活
せいしんしよう ひと たい ひつよう し えん おこな ち いきせいかつ

への移行と定着を促進するとともに、難病に関する施策を推進します。
い こう ていちやく そくしん なんびよう かん し さく すいしん

適切な保健・医療の提供１
てき せつ ほ けん い りよう て いきよう

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）保健活動の基盤整備
ほ けんかつどう き ばんせい び

○ 市町村保健センター 類似施設を含む を拠点として 市町村における一貫*27（ 。） 、
し ちようそん ほ けん るい じ し せつ ふく きよてん し ちようそん いつかん

した保健サービスが円滑に提供されるよう、保健所による専門的・技術的支援
ほ けん えんかつ ていきよう ほ けんしよ せんもんてき ぎ じゆつてき し えん

に努めます。
つと

（２）小児に対する高度・専門的な医療の提供
しよう に たい こう ど せんもんてき い りよう ていきよう

○ 子ども総合医療・療育センターは、ハイリスクの胎児や新生児に対する特殊
こ そうごう い りよう りよういく たい じ しんせい じ たい とくしゆ

な周産期医療を提供する特定機能周産期母子医療センター、先天性心疾患等
しゆうさん き い りよう ていきよう とくてい き のうしゆうさん き ぼ し い りよう せんてんせいしんしつかんとう

への高度医療を提供する循環器病センター、医療的リハビリテーション等を
こう ど い りよう ていきよう じゆんかん き びよう い りようてき とう

提供する総合発達支援センターとして、医療部門と療育部門が連携し複合的な
ていきよう そうごうはつたつ し えん い りよう ぶ もん りよういく ぶ もん れんけい ふくごうてき

サービスの提供に努めます。
ていきよう つと

（３）リハビリテーション医療体制の整備
い りようたいせい せい び

○ 保健・医療・福祉の関係機関が連携し、急性期治療後のリハビリテーション
ほ けん い りよう ふく し かんけい き かん れんけい きゆうせい き ち りよう ご

から地域リハビリテーションまで切れ目のない一貫した体制の確保を図り、障
ち いき き め いつかん たいせい かく ほ はか しよう

がいのある人や難病のある人などに対し適切なリハビリテーションが提供され
ひと なんびよう ひと たい てきせつ ていきよう

るよう努めます。
つと
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○ 交通事故等による頭部外傷や脳血管障がい等によって記憶 認知 言語 判断、 、 、
こうつう じ こ とう とう ぶ がいしよう のうけつかんしよう とう き おく にん ち げん ご はんだん

といった脳の領域にダメージを受けた 高次脳機能障がいのある人やその家族等、
のう りよういき う こう じ のう き のうしよう ひと か ぞくとう

に対する相談支援体制の整備やリハビリテーションの提供に努めます。
たい そうだん し えんたいせい せい び ていきよう つと

（４）歯科保健医療体制の充実
し か ほ けん い りようたいせい じゆうじつ

○ 北海道障がい者歯科医療協力医制度や歯科保健センターにより、障がいの
ほつかいどうしよう しや し か い りようきようりよく い せい ど し か ほ けん しよう

ある人が身近なところで歯科保健医療サービスが受けられるよう歯科医師会等
ひと み ぢか し か ほ けん い りよう う し か い し かいとう

と連携し、体制の整備に努めます。
れんけい たいせい せい び つと

（５）医療給付等の充実
い りようきゆう ふ とう じゆうじつ

○ 公費負担医療制度の適正な運営を図るなど、特定疾患患者等や医療が必要な
こう ひ ふ たん い りようせい ど てきせい うんえい はか とくていしつかんかんじやとう い りよう ひつよう

障がいのある人などが安心して適切な医療を受けられるよう努めます。
しよう ひと あんしん てきせつ い りよう う つと

○ 関係機関・団体と連携し、臓器移植に関する正しい知識の普及・啓発を一層
かんけい き かん だんたい れんけい ぞう き い しよく かん ただ ち しき ふ きゆう けいはつ いつそう

推進するとともに 骨髄バンクへのドナー登録を促進することなどにより 臓器及、 、
すいしん こつずい とうろく そくしん ぞう き およ

び骨髄提供体制の整備を進めます。
こつずいていきようたいせい せい び すす

○ 身体の障がいを除去 軽減するために必要な更生医療や育成医療の給付を行、
しんたい しよう じよきよ けいげん ひつよう こうせい い りよう いくせい い りよう きゆう ふ おこな

います。

○ 障がいのある人の人権に配慮した適切な医療の提供が図られるよう努めま
しよう ひと じんけん はいりよ てきせつ い りよう ていきよう はか つと

す。

２ 障がいの原因となる疾病等の予防・治療
しよう げ んいん しつ ぺいと う よ ぼ う ち りよう

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）周産期医療の充実
しゆうさん き い りよう じゆうじつ

○ 地域において、妊娠、出産から新生児期に至る周産期医療体制を確保するた
ち いき にんしん しゆつさん しんせい じ き いた しゆうさん き い りようたいせい かく ほ

め、周産期母子医療センター の整備や周産期救急情報システム による情* *28 29
しゆうさん き ぼ し い りよう せい び しゆうさん き きゆうきゆうじようほう じよう

報提供を行うなど、周産期医療体制の整備を進めることにより、子どもを安心
ほうていきよう おこな しゆうさん き い りようたいせい せい び すす こ あんしん

して産み育てられる環境づくりの推進に努めます。
う そだ かんきよう すいしん つと

（２）母子保健活動の推進等
ぼ し ほ けんかつどう すいしんとう

○ 障がいの原因となる疾病等を予防するための妊産婦や新生児・未熟児に対す
しよう げんいん しつぺいとう よ ぼう にんさん ぷ しんせい じ み じゆく じ たい

る相談指導や、発育・発達の遅れを可能な限り早期に発見するための乳幼児健
そうだん し どう はついく はつたつ おく か のう かぎ そう き はつけん にゆうよう じ けん

康診査など子どもと親に寄り添った支援の手がかりを見いだして早期の支援につ
こうしん さ こ おや よ そ し えん て み そう き し えん

なげるよう、乳幼児健康診査や子育て支援などの市町村における母子保健活動
にゆうよう じ けんこうしん さ こ そだ し えん し ちようそん ぼ し ほ けんかつどう

の充実を支援します。
じゆうじつ し えん

○ 児童の精神的健康を保持し、ひきこもり、家庭内暴力、薬物乱用といった児童
じ どう せいしんてきけんこう ほ じ か ていないぼうりよく やくぶつらんよう じ どう

思春期の心の問題への対応に努めます。
し しゆん き こころ もんだい たいおう つと
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（３）中高年期の予防対策の充実
ちゆうこうねん き よ ぼうたいさく じゆうじつ

○ がん、循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の生活習慣病
じゆんかん き しつかん とうにようびよう しーおーぴーでぃー まんせいへいそくせいはいしつかん せいかつしゆうかんびよう

の発症予防や重症化予防として、適切な食事・運動、禁煙など健康に有益な生
はつしよう よ ぼう じゆうしよう か よ ぼう てきせつ しよく じ うんどう きんえん けんこう ゆうえき せい

活習慣や社会環境の整備のほか がん検診や特定健康診査・特定保健指導の実施、
かつしゆうかん しやかいかんきよう せい び けんしん とくていけんこうしん さ とくてい ほ けん し どう じつ し

を促進します。
そくしん

○ 生活習慣病の発症を予防し、健康寿命を延伸するためには、健康づくりの基
せいかつしゆうかんびよう はつしよう よ ぼう けんこうじゆみよう えんしん けんこう き

本要素となる栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔な
ほんよう そ えいよう しよくせいかつ しんたいかつどう うんどう きゆうよう いんしゆ きつえん は こうくう

どの健康に関し、生活習慣の改善を促進します。
けんこう かん せいかつしゆうかん かいぜん そくしん

○ 障がいが重くなったり 他の症状が現れるなどのいわゆる二次障がいの実態、
しよう おも た しようじよう あらわ に じ しよう じつたい

や原因の把握に努め、その予防方法や対策についての研究を進めます。
げんいん は あく つと よ ぼうほうほう たいさく けんきゆう すす

○ うつ病をはじめとする精神疾患に関する相談支援体制や自殺対策の充実に努
びよう せいしんしつかん かん そうだん し えんたいせい じ さつたいさく じゆうじつ つと

めます。

３ 精神障がいのある人や難病のある人など障がいの特性に応じた支援の充実
せい し んしよう ひと なんびよう ひと しよう とく せい おう し え ん じゆうじつ

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）精神障がい者施策の充実
せいしんしよう しや し さく じゆうじつ

○ 地域精神保健福祉活動を推進するため 保健所及び関係機関への技術的支援及、
ち いきせいしん ほ けんふく し かつどう すいしん ほ けんしよおよ かんけい き かん ぎ じゆつてき し えんおよ

び広報、研修、相談など、精神保健福祉の総合的な拠点としての精神保健福祉
こうほう けんしゆう そうだん せいしん ほ けんふく し そうごうてき きよてん せいしん ほ けんふく し

センターの機能の充実に努めます。
き のう じゆうじつ つと

○ 精神障がいのある人やその家族等に対する相談支援体制、地域における精神
せいしんしよう ひと か ぞくとう たい そうだん し えんたいせい ち いき せいしん

医療対策や精神科リハビリテーションの充実に努めます。
い りようたいさく せいしん か じゆうじつ つと

○ 休日・夜間等における緊急な精神科医療を必要とする精神障がいのある人の
きゆうじつ や かんとう きんきゆう せいしん か い りよう ひつよう せいしんしよう ひと

ために、精神科救急医療体制を整備し、適切な医療及び保護の機会の確保を図
せいしん か きゆうきゆう い りようたいせい せい び てきせつ い りようおよ ほ ご き かい かく ほ はか

ります。

○ 精神障がいのある人の地域生活を支援するため、市町村の地域生活支援体制
せいしんしよう ひと ち いきせいかつ し えん し ちようそん ち いきせいかつ し えんたいせい

づくりを広域的に支援するとともに、グループホームなどの住まいの場や就労
こういきてき し えん す ば しゆうろう

継続支援などの日中活動の場の確保、自助グループの活動支援など、総合的な
けいぞく し えん につちゆうかつどう ば かく ほ じ じよ かつどう し えん そうごうてき

取組を促進します。
とりくみ そくしん

○ 精神障がいのある人とその家族が、地域の一員として安心して自分らしい暮
せいしんしよう ひと か ぞく ち いき いちいん あんしん じ ぶん く

30らしをすることができるよう、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム*
せいしんしよう たいおう ち いきほうかつ

の構築を推進します。
こうちく すいしん
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（２）難病対策の充実
なんびようたいさく じゆうじつ

○ 専門医療機関が都市部に集中するなど地域的に偏在することから、高度・専
せんもんいりよう き かん と し ぶ しゆうちゆう ち いきてき へんざい こう ど せん

門医療を担う地方センター病院 等における、専門医による訪問検診、保健師*31
もん い りよう にな ち ほう びよういん とう せんもん い ほうもんけんしん ほ けん し

による訪問指導・相談など在宅患者対策の充実に努めます。
ほうもん し どう そうだん ざいたくかんじやたいさく じゆうじつ つと

さらに 難病の特性に応じた適切な福祉サービスや福祉サービスを利用する上、
なんびよう とくせい おう てきせつ ふく し ふく し り よう うえ

で必要な情報の提供に努めるとともに、難病に対する理解を促進します。
ひつよう じようほう ていきよう つと なんびよう たい り かい そくしん

○ 難病の発生原因、治療方法の研究調査、専門医療機関の充実とともに、医
なんびよう はつせいげんいん ち りようほうほう けんきゆうちよう さ せんもん い りよう き かん じゆうじつ い

療費の公費負担による治療研究の推進や、関係機関への支援に努めます。
りよう ひ こう ひ ふ たん ち りようけんきゆう すいしん かんけい き かん し えん つと

○ 難病のある人やその家族等を対象とした医療や日常生活に係る相談、研修
なんびよう ひと か ぞくとう たいしよう い りよう にちじようせいかつ かか そうだん けんしゆう

を実施し、難病に対する不安解消など精神的負担の軽減を図ります。
じつ し なんびよう たい ふ あんかいしよう せいしんてき ふ たん けいげん はか

○ 難病のある人や障がいのある在宅療養者を対象に 口腔ケアサービスを提供、
なんびよう ひと しよう ざいたくりようようしや たいしよう こうくう ていきよう

し、療養生活の質的充実を図ります。
りようようせいかつ しつてきじゆうじつ はか



- -24

第２節 自立と社会参加の促進
だ い せ つ じ り つ し や か い さ ん か そ く し ん

Ⅲ 療育・教育
りよう い く きよう い く

《現状と課題》
げんじよう か だい

子ども・子育て支援法の「全ての子どもが健やかに成長するように支援す
こ こ そだ し えんほう すべ こ すこ せいちよう し えん

るものであって 良質かつ適切なものでなければならない との基本理念に基、 」
りようしつ てきせつ き ほん り ねん もと

づき、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野におけるすべて
か てい がつこう ち いき しよくいき た しやかい ぶん や

の構成員が各々の役割を果たすとともに 相互に協力を図り 障がいのある子、 、
こうせいいん おのおの やくわり は そう ご きようりよく はか しよう こ

どもとその家族に対し、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援
か ぞく たい にゆうよう じ き がつこうそつぎよう ご いつかん こう か てき し えん

を身近な場所で提供する体制を整備し 障がいのある子ども本人の最善の利益、
み ぢか ば しよ ていきよう たいせい せい び しよう こ ほんにん さいぜん り えき

を保障する必要があります。
ほ しよう ひつよう

関係機関との連携により、乳幼児期から学齢期への円滑な移行をより一層
かんけい き かん れんけい にゆうよう じ き がくれい き えんかつ い こう いつそう

促進し 障がいの重度・重複化 多様化や障がい特性に配慮した支援・教育、 、
そくしん しよう じゆう ど ちようふく か た よう か しよう とくせい はいりよ し えん きよういく

の充実を図るなど、障がいのある子どもの発達の支援に努める必要がありま
じゆうじつ はか しよう こ はつたつ し えん つと ひつよう

す。

また、障がいのある子どもが、地域の保育、教育等の支援を受けられるよ
しよう こ ち いき ほ いく きよういくとう し えん う

うにすることで、障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが共に成長で
しよう う む こ とも せいちよう

きるよう、地域社会への参加やインクルージョン （包容）を推進する必要が*32
ち いきしやかい さん か ほうよう すいしん ひつよう

あります。

共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえたイ
きようせいしやかい けいせい む しようがいしや けん り かん じようやく り ねん ふ

ンクルーシブ教育システム の構築をめざし、一人ひとりの教育的ニーズに*33
きよういく こうちく ひと り きよういくてき

適切に対応する特別支援教育の充実を図るとともに、可能な限り障がいのあ
てきせつ たいおう とくべつ し えんきよういく じゆうじつ はか か のう かぎ しよう

る子どもと障がいのない子どもがともに教育を受けられるよう配慮する必要
こ しよう こ きよういく う はいりよ ひつよう

があります。

《考え方》
かんが かた

障がいのある子どもの発達を支援するため、早期発見から早期療育、さら
しよう こ はつたつ し えん そう き はつけん そう き りよういく

には学齢期への円滑な移行や学校教育におけるインクルーシブ教育システム
がくれい き えんかつ い こう がつこうきよういく きよういく

、 、の推進などに加え 医療的ケアを必要とする子どもたちへの支援の充実など
すいしん くわ い りようてき ひつよう こ し えん じゆうじつ

心身の発達の段階や年齢に応じた支援を地域で一貫して取り組むことができる
しんしん はつたつ だんかい ねんれい おう し えん ち いき いつかん と く

よう、体制の充実を図ります。
たいせい じゆうじつ はか

また できるだけ身近な地域において 専門的な療育や教育などの支援が受、 、
み ぢか ち いき せんもんてき りよういく きよういく し えん う

けられる体制の整備を促進します。
たいせい せい び そくしん
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１ 障がいのある子どもに対する支援の充実
しよう こ たい し え ん じゆうじ つ

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）福祉、保育、保健、医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
ふく し ほ いく ほ けん い りよう きよういく しゆうろう し えんとう かんけい き かん れんけい し えん

○ 発達の遅れや障がいのある子どもの、子どもとしての育ちを保障し、必要な
はつたつ おく しよう こ こ そだ ほ しよう ひつよう

支援や適切な療育を行うため、児童相談所、保健所、市町村、教育委員会、医
し えん てきせつ りよういく おこな じ どうそうだんしよ ほ けんしよ し ちようそん きよういく い いんかい い

、 、 、 、 、療機関 児童福祉施設 学校など 地域の関係機関が連携し 乳幼児期から学齢期
りよう き かん じ どうふく し し せつ がつこう ち いき かんけい き かん れんけい にゆうよう じ き がくれい き

に努めます。学齢期から成人期へ一貫した支援
がくれい き せいじん き いつかん し えん つと

○ 発達の遅れや障がいを可能な限り早期に発見し、早期支援へつなげるため、
はつたつ おく しよう か のう かぎ そう き はつけん そう き し えん

子育てをする親の思いに寄り添い 支援する視点から乳幼児健康診査の充実に努、
こ そだ おや おも よ そ し えん し てん にゆうよう じ けんこうしん さ じゆうじつ つと

めるなど、市町村における母子保健活動を支援します。
し ちようそん ぼ し ほ けんかつどう し えん

○ 昼間、保護者がいない児童に生活と遊びの場を提供する放課後児童クラブで
ひる ま ほ ご しや じ どう せいかつ あそ ば ていきよう ほう か ご じ どう

の障がいのある児童の受入れを促進します。
しよう じ どう うけ い そくしん

○ 特別支援連携協議会と市町村の協議会が、個別の教育支援計画と障害児支援
とくべつ し えんれんけいきよう ぎ かい しちようそん きよう ぎ かい こ べつ きよういく し えんけいかく しようがい じ し えん

利用計画との情報の共有化を図り、連携した支援の促進に努めます。
り ようけいかく じようほう きようゆう か はか れんけい し えん そくしん つと

（２）子ども発達支援の推進
こ はつたつ し えん すいしん

○ 発達の遅れや障がいのある子どもとその家族が、身近な地域で必要な療育な
はつたつ おく しよう こ か ぞく み ぢか ち いき ひつよう りよういく

どの支援が受けられるよう、地域の支援者へ道立の障害児入所施設や発達障害
し えん う ち いき し えんしや どうりつ しようがい じ にゆうしよ し せつ はつたつしようがい

者支援（地域）センターが、専門的支援技術を助言し、支援技術の向上に努め
しや し えん ち いき せんもんてき し えん ぎ じゆつ じよげん し えん ぎ じゆつ こうじよう つと

るとともに、地域で対応が困難な方の専門的な支援について、地域の支援者とと
ち いき たいおう こんなん かた せんもんてき し えん ち いき し えんしや

もに対応する体制を整備します。
たいおう たいせい せい び

○ 地域において一体的な子ども発達支援体制の確保が図られるよう、児童発達支
ち いき いつたいてき こ はつたつ し えんたいせい かく ほ はか じ どうはつたつ し

援センターや児童発達支援センターと同等の機能を有する市町村子ども発達支
えん じ どうはつたつ し えん どうとう き のう ゆう し ちようそん こ はつたつ し

援センターが中核となり 障害児相談支援や障害児通所支援 障害児入所支援、 、
えん ちゆうかく しようがい じ そうだん し えん しようがい じ つうしよ し えん しようがい じ にゆうしよ し えん

などの関係機関の連携体制整備を促進します。
かんけい き かん れんけいたいせいせい び そくしん

○ 障がいのある子どもを持つ家族の子育ての不安を軽減するため、同じ障がい
しよう こ も か ぞく こ そ だ ふ あん けいげん おな しよう

を持つ子の保護者が相談対応を行うとともに、日中一時支援や短期入所等の利
も こ ほ ご しや そうだんたいおう おこな につちゆういち じ し えん たん き にゆうしよとう り

用を進めます。
よう すす

○ 市町村で保健・福祉・教育等との連携体制を進めるために、振興局が行う発
し ちようそん ほ けん ふく し きよういくとう れんけいたいせい すす しんこうきよく おこな はつ

達支援に関わる関係職員の研修と教育局が行う特別支援教育に関わるセミナ
たつ し えん かか かんけいしよくいん けんしゆう きよういくきよく おこな とくべつ し えんきよういく かか

ーとを合同で開催するなどし、関係機関が情報共有を図るよう努めます。
ごうどう かいさい かんけい き かん じようほうきようゆう はか つと
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○ 幼児期から学齢期、就労期へと一貫した支援が行われるよう、乳幼児期から
よう じ き がくれい き しゆうろう き いつかん し えん おこな にゆうよう じ き

、の支援ファイルと学校等で作成される個別の教育支援計画とを一体的に活用し
し えん がつこうとう さくせい こ べつ きよういく し えんけいかく いつたいてき かつよう

また、サービス利用の際の障害児支援利用計画等や事業所で作成される個別支
り よう さい しようがい じ し えん り ようけいかくとう じ ぎようしよ さくせい こ べつ し

援計画等を含めて連動した支援となるよう努めます。
えんけいかくとう ふく れんどう し えん つと

○ 市町村の協議会と市町村特別支援連携協議会、障がい福祉計画等圏域連絡
し ちようそん きよう ぎ かい し ちようそんとくべつ し えんれんけいきよう ぎ かい しよう ふく し けいかくとうけんいきれんらく

協議会と各教育局に設置している特別支援連携協議会、道本庁に設置する
きよう ぎ かい かくきよういくきよく せつ ち とく べつ し えん れん けいきよう ぎ かい どう ほんちよう せつ ち

発達支援推進協議会 と 広域特別支援連携協議会 がそれぞれ連携した 福祉「 」「 」 、*34
はつたつ し えんすいしんきよう ぎ かい こういきとくべつ し えんれんけいきよう ぎ かい れんけい ふく し

と教育及び関係機関による重層的な支援体制を推進します。
きよういくおよ かんけい き かん じゆうそうてき し えんたいせい すいしん

○ 地域において、連携体制が構築されるよう発達障害者支援（地域）センター
ち いき れんけいたいせい こうちく はつたつしようがいしや し えん ち いき

が発達障がいに関する総合的な助言及び情報提供、研修等を行い、地域にお
はつたつしよう かん そうごうてき じよげんおよ じようほうていきよう けんしゆうとう おこな ち いき

ける支援体制の充実を促進します。
し えんたいせい じゆうじつ そくしん

２ 学校教育の充実
が つこうきよういく じゆうじつ

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）教育相談・支援体制の整備
きよういくそうだん し えんたいせい せい び

○ 教育委員会や学校などにおいて、保健・医療・福祉等の関係機関や道立特別
きよういく い いんかい がつこう ほ けん い りよう ふく し とう かんけい き かん どうりつとくべつ

、 、支援教育センター等と連携を図りながら 保護者に対し適切な情報提供を行い
し えんきよういく とう れんけい はか ほ ご しや たい てきせつ じようほうていきよう おこな

発達の遅れや障がいのある子どもへの早期からの教育相談・支援の充実に努め
はつたつ おく しよう こ そう き きよういくそうだん し えん じゆうじつ つと

ます。

○ 教育支援計画作成の意義について普及を図るとともに、学校間はもとより、
きよういく し えんけいかくさくせい い ぎ ふ きゆう はか がつこうかん

学校と保育所や幼稚園、子ども発達支援センター 等の関係機関、卒業後の就*35
がつこう ほ いくしよ よう ち えん こ はつたつ し えん とう かんけい き かん そつぎよう ご しゆう

労先などとの間で 個別の教育支援計画等の引継ぎが円滑に行われるよう 相互、 、
ろうさき あいだ こ べつ きよういく し えんけいかくとう ひき つ えんかつ おこな そう ご

の連携を促進します。
れんけい そくしん

○ 就学にあたって、本人・保護者等に対し、十分情報提供をしつつ、その意見
しゆうがく ほんにん ほ ご しやとう たい じゆうぶんじようほうていきよう い けん

を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと
さいだいげんそんちよう ほんにん ほ ご しや し ちようそんきよういく い いんかい がつこうとう きよういくてき

必要な支援について合意形成が行われるよう、関係機関と連携の下、早期から
ひつよう し えん ごう い けいせい おこな かんけい き かん れんけい もと そう き

の教育相談・支援の充実に努めます。
きよういくそうだん し えん じゆうじつ つと

○ 聴覚障がいのある子どもの早期療育体制を図るため、道立聾学校において聴
ちようかくしよう こ そう き りよういくたいせい はか どうりつろうがつこう ちよう

覚障がいのある乳幼児を対象とした相談・支援を行います。
かくしよう にゆうよう じ たいしよう そうだん し えん おこな
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（２）幼児・義務教育の充実
よう じ ぎ む きよういく じゆうじつ

○ 発達の遅れや障がいのある幼児に対して 保健・医療・福祉関係機関等が連携、
はつたつ おく しよう よう じ たい ほ けん い りよう ふく し かんけい き かんとう れんけい

して 教育相談を推進するとともに 小・中学校における児童生徒に対する指導、 、
きよういくそうだん すいしん しよう ちゆうがつこう じ どうせい と たい し どう

や支援の充実のための教育環境の整備、並びに就学動向や障がいの状態に応
し えん じゆうじつ きよういくかんきよう せい び なら しゆうがくどうこう しよう じようたい おう

じた特別支援学校の整備など義務教育の充実に努めます。
とくべつ し えんがつこう せい び ぎ む きよういく じゆうじつ つと

（３）後期中等教育の充実
こう き ちゆうとうきよういく じゆうじつ

○ 障がいのある生徒の後期中等教育の機会を確保するため、職業学科を設置
しよう せい と こう き ちゆうとうきよういく き かい かく ほ しよくぎようがつ か せつ ち

する特別支援学校高等部など、受入体制の整備に努めます。
とくべつ し えんがつこうこうとう ぶ うけいれたいせい せい び つと

（４）キャリア教育・職業教育の充実
きよういく しよくぎようきよういく じゆうじつ

○ 将来の自立に向けて、勤労観や職業観の育成を図るキャリア教育を推進する
しようらい じ りつ む きんろうかん しよくぎようかん いくせい はか きよういく すいしん

とともに、卒業後の進路を円滑に確保するため、学校、児童相談所、心身障害
そつぎよう ご しん ろ えんかつ かく ほ がつこう じ どうそうだんしよ しんしんしようがい

者総合相談所、公共職業安定所（ハローワーク 、障害者就業・生活支援セン）
しやそうごうそうだんしよ こうきようしよくぎようあんていじよ しようがいしやしゆうぎよう せいかつ し えん

ター 、企業等の連携のもとに、個々の希望や障がい特性等に応じた進路指導*36
き ぎようとう れんけい こ こ き ぼう しよう とくせいとう おう しん ろ し どう

や就労支援を計画的、組織的に進めます。
しゆうろう し えん けいかくてき そ しきてき すす

（５）交流及び共同学習等の充実
こうりゆうおよ きようどうがくしゆうとう じゆうじつ

○ 障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が体験的な学習を通して互い
しよう じ どうせい と しよう じ どうせい と たいけんてき がくしゆう とお たが

に理解を深める交流及び共同学習を一層推進するとともに、児童生徒のボラン
り かい ふか こうりゆうおよ きようどうがくしゆう いつそうすいしん じ どうせい と

ティア活動の取組を推進し、高齢者や障がいのある人との遊びやものづくり等
かつどう とりくみ すいしん こうれいしや しよう ひと あそ とう

を通したふれあいや交流など教育活動を充実します。
とお こうりゆう きよういくかつどう じゆうじつ

○ 特別支援学校等の教育活動の公開やホームページによる情報発信などを通し
とくべつ し えんがつこうとう きよういくかつどう こうかい じようほうはつしん とお

て、特別支援教育に対する理解・啓発を進めます。
とくべつ し えんきよういく たい り かい けいはつ すす

（６）障がいの特性に配慮した教育の充実
しよう とくせい はいりよ きよういく じゆうじつ

○ 障がいの重度・重複化、多様化に対応するため、医療機関等との密接な連携
しよう じゆう ど ちようふく か た よう か たいおう い りよう き かんとう みつせつ れんけい

を図るとともに、自立活動担当教員の育成・確保に努めます。
はか じ りつかつどうたんとうきよういん いくせい かく ほ つと

○ 障がいの特性に応じた指導やＩＣＴ（情報通信技術）を活用した指導等を効
しよう とくせい おう し どう あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ かつよう し どうとう こう

果的に行うための施設設備の整備や 医療的ケアに対応するための看護師の配置、
か てき おこな し せつせつ び せい び い りようてき たいおう かん ご し はい ち

など、教育環境の整備に努めます。
きよういくかんきよう せい び つと

○ 訪問教育を充実するため、指導内容・方法等の改善や教材・教具の開発の促
ほうもんきよういく じゆうじつ し どうないよう ほうほうとう かいぜん きようざい きよう ぐ かいはつ そく

進に努めます。
しん つと

○ 幼稚園、小・中学校、高等学校等における発達障がいを含む障がいのある幼
よう ち えん しよう ちゆうがつこう こうとうがつこうとう はつたつしよう ふく しよう よう

児児童生徒の特性に応じた指導や支援の充実に努めます。
じ じ ど う せい と とくせい おう し どう し えん じゆうじつ つと

、 、 。また 特別支援教育支援員 の配置など 教育環境の整備の促進に努めます
*37

とくべつ し えんきよういく し えんいん はい ち きよういくかんきよう せい び そくしん つと
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（７）研修、調査研究の充実
けんしゆう ちよう さ けんきゆう じゆうじつ

○ 児童相談所などの関係機関との連携を図りながら、道立特別支援教育センタ
じ どうそうだんしよ かんけい き かん れんけい はか どうりつとくべつ し えんきよういく

ー における特別支援教育に関する総合的研究、相談事業、特別支援教育関係*38
とくべつ し えんきよういく かん そうごうてきけんきゆう そうだん じ ぎよう とくべつ し えんきよういくかんけい

職員の研修等の充実に努めます。
しよくいん けんしゆうとう じゆうじつ つと

○ 幼稚園、小・中学校、高等学校等の教職員の専門性を高めるため、特別支援
よう ち えん しよう ちゆうがつこう こうとうがつこうとう きようしよくいん せんもんせい たか とくべつ し えん

学校等と連携を図り、特別支援教育に関する研修の充実に努めます。
がつこうとう れんけい はか とくべつ し えんきよういく かん けんしゆう じゆうじつ つと

３ 医療的ケアを必要とする子どもへの支援の充実
い りようてき ひつよ う こ し えん じゆうじ つ

主 要 施 策
し ゆ よ う し さ く

（１）在宅サービス等の充実
ざいたく とう じゆうじつ

○ 常時介護を必要とする障がいのある子どもが自らが選択した地域で生活でき
じよう じ かい ご ひつよう しよう こ みずか せんたく ち いき せいかつ

るよう日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の充実を図るとともに、体
につちゆうおよ や かん い りようてき ふく し えん じゆうじつ はか たい

調の変化等に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進しま
ちよう へん か とう おう いち じ てき り よう しやかい し げん せい び そくしん

す。

○ 本人やその家族等への適切な支援が図られるよう、必要な医療や福祉等に関
ほんにん か ぞくとう てきせつ し えん はか ひつよう い りよう ふく し とう かん

する情報提供の強化を図るなど、支援体制の充実に努めます。
じようほうていきよう きよう か はか し えんたいせい じゆうじつ つと

（２）地域・関係機関における連携体制の構築
ち いき かんけい き かん れんけいたいせい こうちく

○ 医療的ケアなど必要とする重度の障がいのある子どもへの支援の充実を図る
い りようてき ひつよう じゆう ど しよう こ し えん じゆうじつ はか

ため 各圏域 各市町村における協議の場の設置を進めるなど 地域や関係機関、 、 、
かくけんいき かく し ちようそん きよう ぎ ば せつ ち すす ち いき かんけい き かん

における連携体制の構築に努めます。
れんけいたいせい こうちく つと
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Ⅳ 就労支援
しゆう ろ う し え ん

《現状と課題》
げんじよう か だい

就労を希望する障がいのある人を取り巻く本道の雇用情勢は依然厳しい状
しゆうろう き ぼう しよう ひと と ま ほんどう こ ようじようせい い ぜんきび じよう

況にあります。
きよう

このような中で 障がいの程度や種別 年齢などに関わらず 希望する地域、 、 、
なか しよう てい ど しゆべつ ねんれい かか き ぼう ち いき

で、本人の意欲や障がい特性等に応じた多様な働き方が可能となるよう、社
ほんにん い よく しよう とくせいとう おう た よう はたら かた か のう しや

会全体で応援する体制づくりが求められています。
かいぜんたい おうえん たいせい もと

道内各地域において様々な分野の機関が連携した障がいのある人の就労を
どうないかく ち いき さまざま ぶん や き かん れんけい しよう ひと しゆうろう

、 、支えるネットワークの充実と企業との連携・協働の推進を図りながら 道民
ささ じゆうじつ き ぎよう れんけい きようどう すいしん はか どうみん

企業、行政等が一体となった応援体制づくり、福祉施設等からの一般就労の
き ぎよう ぎようせいとう いつたい おうえんたいせい ふく し し せつとう いつぱんしゆうろう

推進、多様な就労の機会の確保、福祉的就労の底上げが必要です。
すいしん た よう しゆうろう き かい かく ほ ふく し てきしゆうろう そこ あ ひつよう

《考え方》
かんが かた

障がいがあっても、地域において、いきいきと働くことができるよう、社
しよう ち いき はたら しや

会全体で応援する機運の醸成を図りながら、企業等と連携・協働し、障がい
かいぜんたい おうえん き うん じようせい はか き ぎようとう れんけい きようどう しよう

のある人の意欲や特性に応じた、就労機会の拡大と工賃（賃金）水準の向上
ひと い よく とくせい おう しゆうろう き かい かくだい こうちん ちんぎん すいじゆん こうじよう

や職場定着を促進します。
しよく ば ていちやく そくしん

１ 道民、企業、行政等が一体となった応援体制づくり
どうみ ん き ぎよう ぎようせ いと う いつた い おうえ んた いせい

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）道民等の理解の促進
どうみんとう り かい そくしん

○ 障がいのある人の雇用への理解を深めるため、障がい者多数雇用事業所等に
しよう ひと こ よう り かい ふか しよう しや た すう こ よう じ ぎようしよとう

対する表彰の実施など、広く道民や企業などに向けた広報、啓発を行い、授産
たい ひようしよう じつ し ひろ どうみん き ぎよう む こうほう けいはつ おこな じゆさん

事業所や障がい者雇用企業等からの購買などを促進します。
じ ぎようしよ しよう しや こ よう き ぎようとう こうばい そくしん

（２）企業・行政の取組の推進
き ぎよう ぎようせい とりくみ すいしん

、○ 北海道障がい者条例に基づく障がい者就労支援企業認証制度 などにより*39
ほつかいどうしよう しやじようれい もと しよう しやしゆうろう し えん き ぎようにんしようせい ど

企業と連携した就労支援の取組を推進するとともに、企業などの就労支援の取
き ぎよう れんけい しゆうろう し えん とりくみ すいしん き ぎよう しゆうろう し えん とり

組を広く道民等に周知します。
くみ ひろ どうみんとう しゆう ち

○ 「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法
くにとう しようがいしやしゆうろう し えん し せつとう ぶつぴんとう ちようたつ すいしんとう かん ほう

律 に基づき 授産事業所や障がいのある人を雇用している企業等への発注に努」 、
りつ もと じゆさん じ ぎようしよ しよう ひと こ よう き ぎようとう はつちゆう つと

めます。

（３）指定法人における取組の推進
し ていほうじん とりくみ すいしん

○ 北海道障がい者条例に基づく指定法人 において、民間ノウハウを活用した
*40

ほつかいどうしよう しやじようれい もと し ていほうじん みんかん かつよう

一元的な就労支援施策を推進します。
いちげんてき しゆうろう し えん し さく すいしん
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２ 一般就労の推進
いつぱ んしゆうろう すい しん

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）関係機関のネットワークの充実
かんけい き かん じゆうじつ

○ 北海道障害者雇用支援合同会議 などにおいて、労働関係機関と、教育、保*41
ほつかいどうしようがいしや こ よう し えんごうどうかい ぎ ろうどうかんけい き かん きよういく ほ

健福祉関係機関の連携の強化や情報の共有化を図り、障がいのある人の雇用を
けんふく し かんけい き かん れんけい きよう か じようほう きようゆう か はか しよう ひと こ よう

促進します。
そくしん

（２）移行サポート体制の整備
い こう たいせい せい び

○ 障害者就業・生活支援センターを中心に、地域の関係機関が連携し、障が
しようがいしやしゆうぎよう せいかつ し えん ちゆうしん ち いき かんけい き かん れんけい しよう

いのある人の一般就労への移行を支援する体制づくりを促進します。
ひと いつぱんしゆうろう い こう し えん たいせい そくしん

○ 障がいのある人の職場での実習・体験の場の拡大に努めます。
しよう ひと しよく ば じつしゆう たいけん ば かくだい つと

○ 障害者職業能力開発校などにおける職業訓練や民間教育訓練機関等への委
しようがいしやしよくぎようのうりよくかいはつこう しよくぎようくんれん みんかんきよういくくんれん き かんとう い

託訓練のほか、全国障害者技能競技大会（アビリンピック） への参加などに*42
たくくんれん ぜんこくしようがいしや ぎ のうきよう ぎ たいかい さん か

よる知識・技能の習得及び向上を支援し、就業の促進を図ります。
ち しき ぎ のう しゆうとくおよ こうじよう し えん しゆうぎよう そくしん はか

○ 地域間の均衡に配慮しつつ、就労系サービス事業所の整備を促進します。
ち いきかん きんこう はいりよ しゆうろうけい じ ぎようしよ せい び そくしん

（３）障がい者雇用企業や職場定着への支援
しよう しや こ よう き ぎよう しよく ば ていちやく し えん

○ 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成制度や職場適応訓練、障害者トライ
しようがいしや こ ようのう ふ きんせい ど もと かくしゆじよせいせい ど しよく ば てきおうくんれん しようがいしや

アル雇用 、職場適応援助者（ジョブコーチ） などの周知に努め、活用を促進* *43 44
こ よう しよく ば てきおうえんじよしや しゆう ち つと かつよう そくしん

します。

（４）就労支援サービスの質の向上
しゆうろう し えん しつ こうじよう

○ 道内各地でセミナーや研修会を開催し 就労系サービス事業所 特別支援学校、 、
どうないかく ち けんしゆうかい かいさい しゆうろうけい じ ぎようしよ とくべつ し えんがつこう

の就労支援担当職員等の資質向上を図ります。
しゆうろう し えんたんとうしよくいんとう し しつこうじよう はか

○ 就労系サービス事業所を対象とした自己評価の制度導入を促進するととも
しゆうろうけい じ ぎようしよ たいしよう じ こ ひよう か せい ど どうにゆう そくしん

に、就労支援に関する研修を体系化し、サービスの質の向上を図ります。
しゆうろう し えん かん けんしゆう たいけい か しつ こうじよう はか

３ 多様な就労の機会の確保
た よ う しゆうろ う き か い かく ほ

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）地域特性等を活かした就労機会の確保
ち いきとくせいとう い しゆうろう き かい かく ほ

○ 障がいのある人に対する支援のノウハウ等を有する障害福祉サービス事業所
しよう ひと たい し えん とう ゆう しようがいふく し じ ぎようしよ

等における就労の場や 障がい特性を踏まえた職域の開拓など 障がいのある人、 、
とう しゆうろう ば しよう とくせい ふ しよくいき かいたく しよう ひと

の就労機会の確保に努めます。
しゆうろう き かい かく ほ つと
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○ 地域の行政 企業 経済団体 福祉団体などと連携・協力し 地域の基幹産業、 、 、 、
ち いき ぎようせい き ぎよう けいざいだんたい ふく し だんたい れんけい きようりよく ち いき き かんさんぎよう

とタイアップした就労機会の確保に努めます。
しゆうろう き かい かく ほ つと

（２）施設外就労等の就労形態の普及促進
し せつがいしゆうろうとう しゆうろうけいたい ふ きゆうそくしん

○ 施設外就労（企業内就労）や就労系サービス事業所以外で活動を行う施設
し せつがいしゆうろう き ぎようないしゆうろう しゆうろうけい じ ぎようしよ い がい かつどう おこな し せつ

外支援（職場実習、求職活動、在宅就労）を推進します。
がい し えん しよく ば じつしゆう きゆうしよくかつどう ざいたくしゆうろう すいしん

○ 障がいのある人の農業分野における就労 農福連携 の取組など 地場産業（ ） 、*45
しよう ひと のうぎようぶん や しゆうろう のうふくれんけい とりくみ じ ば さんぎよう

や企業、市町村など地域における新たな業態、業種の開拓・確保に努めます。
き ぎよう し ちようそん ち いき あら ぎようたい ぎようしゆ かいたく かく ほ つと

（３）ＩＣＴ等を活かした在宅就労等の推進
あいしーてぃーとう い ざいたくしゆうろうとう すいしん

○ 通勤が困難な障がいのある人等に対し、ＩＣＴ（情報通信技術）などを用い
つうきん こんなん しよう ひととう たい あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ もち

た在宅就業を促進します。
ざいたくしゆうぎよう そくしん

○ 創業を目指す障がいのある人を支援するため、取組事例に関する情報の提供
そうぎよう め ざ しよう ひと し えん とりくみ じ れい かん じようほう ていきよう

に努めるとともに、専門家による指導・助言を行います。
つと せんもん か し どう じよげん おこな

○ 障がいのある人の経済的自立と社会参加を支援するため、新規開業に必要な
しよう ひと けいざいてき じ りつ しやかいさん か し えん しん き かいぎよう ひつよう

資金を貸付けします。
し きん かし つ

また、道内に拠点を設け開業を目指す人への助成や融資を行います。
どうない きよてん もう かいぎよう め ざ ひと じよせい ゆう し おこな

４ 福祉的就労の底上げ
ふ く し てきしゆうろ う そこ あ

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）授産事業所の収益力の向上
じゆさん じ ぎようしよ しゆうえきりよく こうじよう

○ 授産事業所における経営力、営業力の向上や魅力ある製品づくりとサービ
じゆさん じ ぎようしよ けいえいりよく えいぎようりよく こうじよう み りよく せいひん

スの質の向上などに向けた取組を促進します。
しつ こうじよう む とりくみ そくしん

（２）製品等の販路拡大
せいひんとう はん ろ かくだい

○ 企業が発注する業務を複数の授産事業所で共同受注するシステムの充実を
き ぎよう はつちゆう ぎよう む ふくすう じゆさん じ ぎようしよ きようどうじゆちゆう じゆうじつ

図るとともに 授産製品・役務に関する情報提供や企業ニーズの収集などを行、
はか じゆさんせいひん えき む かん じようほうていきよう き ぎよう しゆうしゆう おこな

い、授産製品等の販路拡大などに向けた取組を促進します。
じゆさんせいひんとう はん ろ かくだい む とりくみ そくしん

○ 民間企業と連携・協働し、大型商業施設等での販売機会の拡大や多店舗展開
みんかん き ぎよう れんけい きようどう おおがたしようぎよう し せつとう はんばい き かい かくだい た てん ぽ てんかい

企業等での商品採用による市場での流通拡大などに向けた取組を促進します。
き ぎようとう しようひんさいよう し じよう りゆうつうかくだい む とりくみ そくしん
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Ⅴ 社会参加
し や か い さ ん か

《現状と課題》
げんじよう か だい

障がいのある人が地域社会の一員として、町内会活動や地域づくり活動、
しよう ひと ち いきしやかい いちいん ちようないかいかつどう ち いき かつどう

文化・サークル活動、当事者による自主的活動など、地域の様々な活動へ参加
ぶん か かつどう とう じ しや じ しゆてきかつどう ち いき さまざま かつどう さん か

し、生活の質の向上や自己実現を図る機会の充実と参加を促進する環境づく
せいかつ しつ こうじよう じ こ じつげん はか き かい じゆうじつ さん か そくしん かんきよう

りが求められています。
もと

さらに、障がいのある人が主体的に地域の活動に参加するための情報提供
しよう ひと しゆたいてき ち いき かつどう さん か じようほうていきよう

や スポーツ・文化活動 生涯学習の拡大とともに 意思疎通手段の確保や移動、 、 、
ぶん か かつどう しようがいがくしゆう かくだい い し そ つうしゆだん かく ほ い どう

に関する支援などの充実を図る必要があります。
かん し えん じゆうじつ はか ひつよう

《考え方》
かんが かた

障がいのある人が自らの選択と決定により 参加することできる様々な活動、
しよう ひと みずか せんたく けつてい さん か さまざま かつどう

の機会を増やすとともに、障がいのある人が社会参加の主体として活躍でき
き かい ふ しよう ひと しやかいさん か しゆたい かつやく

るよう、社会のあらゆる場面でのアクセシビリティの向上をはじめとする環
しやかい ば めん こうじよう かん

境整備を促進します。
きようせい び そくしん

さらに、障がいのある人と地域住民等が交流する場の整備、意思疎通手段
しよう ひと ち いきじゆうみんとう こうりゆう ば せい び い し そ つうしゆだん

の確保、移動に関する支援の利用促進などに努めます。
かく ほ い どう かん し えん り ようそくしん つと

１ 社会参加の促進
しやか いさん か そく しん

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）社会参加促進対策の推進等
しやかいさん か そくしんたいさく すいしんとう

○ 障がいのある人の社会参加を促進するため、障がい者団体等と協力しながら
しよう ひと しやかいさん か そくしん しよう しやだんたいとう きようりよく

各種事業を実施するとともに、市町村が地域の実状に応じて実施する地域生活
かくしゆ じ ぎよう じつ し し ちようそん ち いき じつじよう おう じつ し ち いきせいかつ

支援事業の取組を促進します。
し えん じ ぎよう とりくみ そくしん

○ 障がいのある人自らの社会参加を促進するため、北海道障害者社会参加推進
しよう ひとみずか しやかいさん か そくしん ほつかいどうしようがいしやしやかいさん か すいしん

センターが行う、社会参加活動に関する相談や、情報の収集・提供の取組を
おこな しやかいさん か かつどう かん そうだん じようほう しゆうしゆう ていきよう とりくみ

促進します。
そくしん

○ 地域で行われる様々な行事や住民活動について、地域社会の一員である障が
ち いき おこな さまざま ぎよう じ じゆうみんかつどう ち いきしやかい いちいん しよう

いのある人たちが参加しやすいよう、主催者が企画の段階から障がいのある人
ひと さん か しゆさいしや き かく だんかい しよう ひと

、 。の参画や合理的な配慮が促進されるよう 様々な機会をとらえ周知に努めます
さんかく ごう り てき はいりよ そくしん さまざま き かい しゆう ち つと

○ 障がいのある人と地域住民がともに地域のコミュニティづくりを推進する観
しよう ひと ち いきじゆうみん ち いき すいしん かん

点から、共生型事業 を活用し、障がいのある人と地域住民等が交流する場の*46
てん きようせいがた じ ぎよう かつよう しよう ひと ち いきじゆうみんとう こうりゆう ば

整備を促進します。
せい び そくしん
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○ 地域活動を行おうとする障がいのある人たちを支援するため、ＮＰＯ法人の
ち いきかつどう おこな しよう ひと し えん えぬぴーおーほうじん

設立等に関する相談や助言に努めます。
せつりつとう かん そうだん じよげん つと

（２）意思疎通手段の確保等
い し そ つうしゆだん かく ほ とう

○ 聴覚に障がいのある人が 手話 要約筆記など 意思疎通のための手段を選択、 、 、
ちようかく しよう ひと しゆ わ ようやくひつ き い し そ つう しゆだん せんたく

する機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についても
き かい かく ほ じようほう しゆとくまた り よう しゆだん

選択の機会が拡大されるよう努めます。
せんたく き かい かくだい つと

○ 視覚障がいや聴覚障がいのある人に対し、点字広報や字幕入りビデオなどに
し かくしよう ちようかくしよう ひと たい てん じ こうほう じ まく い

よる情報提供に努めます。
じようほうていきよう つと

○ 技術開発の進歩が 著 しいＩＣＴ（情報通信技術）を活用した誰もが使いや
ぎ じゆつかいはつ しん ぽ いちじる あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ かつよう だれ つか

すい情報提供や意思疎通手段の確保を積極的に促進します。
じようほうていきよう い し そ つうしゆだん かく ほ せつきよくてき そくしん

（３）移動に関する支援の確保
い どう かん し えん かく ほ

○ 障がいのある人の社会参加を促進する観点から 移動に関する支援 居宅介護、 （
しよう ひと しやかいさん か そくしん かんてん い どう かん し えん きよたくかい ご

・重度訪問介護・行動援護・同行援護、移動支援事業）の利用を促進するとと
じゆう ど ほうもんかい ご こうどうえん ご どうこうえん ご い どう し えん じ ぎよう り よう そくしん

もに、障がいのある人の移動手段の必要性や合理的な配慮について、市町村、
しよう ひと い どうしゆだん ひつようせい ごう り てき はいりよ し ちようそん

イベントや住民活動の主催者、交通事業者などに広く周知し、移動が円滑に行
じゆうみんかつどう しゆさいしや こうつう じ ぎようしや ひろ しゆう ち い どう えんかつ おこな

えるよう支援に努めます。
し えん つと

（４）ボランティアとの連携
れんけい

○ ボランティアの養成・派遣を通じて障がいのある人の社会参加を推進する市
ようせい は けん つう しよう ひと しやかいさん か すいしん し

町村の取組の支援に努めます。
ちようそん とりくみ し えん つと

○ 市町村がボランティアセンターへの支援やボランティア活動に参加しやすい
し ちようそん し えん かつどう さん か

体制の整備を行う取組を支援します。
たいせい せい び おこな とりくみ し えん

（５）社会参加のための生活訓練の実施
しやかいさん か せいかつくんれん じつ し

、 （ 、 、 、○ 入所 通所又は訪問による各種訓練 日常生活動作訓練 歩行訓練 点字訓練
にゆうしよ つうしよまた ほうもん かくしゆくんれん にちじようせいかつどう さ くんれん ほ こうくんれん てん じ くんれん

福祉用具の使用訓練等）を実施し、中途視覚障害者への支援に努めます。
ふく し よう ぐ し ようくんれんとう じつ し ちゆう と し かくしようがいしや し えん つと

○ 食道発音訓練、人工咽頭による発音訓練等を行い、疾病等により咽頭を摘出
しよくどうはつおんくんれん じんこういんとう はつおんくんれんとう おこな しつぺいとう いんとう てきしゆつ

した人への支援に努めます。
ひと し えん つと

○ 健康 文化 防災など社会生活に必要な知識習得のための講座を開催し 視覚障、 、 、
けんこう ぶん か ぼうさい しやかいせいかつ ひつよう ち しきしゆうとく こう ざ かいさい し かくしよう

がいや聴覚障がいのある人などへの支援に努めます。
ちようかくしよう ひと し えん つと
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２ スポーツ・文化活動の振興
ぶん か か つどう しんこ う

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）スポーツ・レクリエーションの振興
しんこう

○ 全国障害者スポーツ大会への選手派遣や、はまなす車いすマラソンなどの障
ぜんこくしようがいしや たいかい せんしゆ は けん くるま しよう

がい者スポーツ大会の開催により障がい者スポーツ活動への参加機会の拡大と
しや たいかい かいさい しよう しや かつどう さん か き かい かくだい

一般市民との交流を図るととともに、道民の障がい者スポーツへの理解を促進
いつぱん し みん こうりゆう はか どうみん しよう しや り かい そくしん

し、障がいのある人のスポーツ振興の中核的役割を担う、北海道障がい者スポ
しよう ひと しんこう ちゆうかくてきやくわり にな ほつかいどうしよう しや

ーツ協会の活動への支援に努めます。
きようかい かつどう し えん つと

○ 障がい特性に応じた多様なスポーツ・レクリエーションの普及を図るため、
しよう とくせい おう た よう ふ きゆう はか

スポーツ指導員や審判員の養成、レクリエーション教室の開催、スポーツ設備
し どういん しんぱんいん ようせい きようしつ かいさい せつ び

のバリアフリー化などの促進に努めます。
か そくしん つと

（２）芸術・文化活動の振興
げいじゆつ ぶん か かつどう しんこう

○ 障がいのある人の自己実現を図る機会を充実するとともに、障がいのある人
しよう ひと じ こ じつげん はか き かい じゆうじつ しよう ひと

に対する理解を促進するため、障がいのある人とない人とが協力してコンサー
たい り かい そくしん しよう ひと ひと きようりよく

トなどを行う芸術・文化活動を促進します。
おこな げいじゆつ ぶん か かつどう そくしん

○ 障がいのある人が作った作品の展示 販売等の取組を促進し 障がいのある人、 、
しよう ひと つく さくひん てん じ はんばいとう とりくみ そくしん しよう ひと

の活動意欲の向上や、障がいのある人に対する道民の理解を促進します。
かつどう い よく こうじよう しよう ひと たい どうみん り かい そくしん

３ 生涯学習機会の充実
しようが いがくしゆう き か い じゆうじ つ

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）学習機会の充実
がくしゆう き かい じゆうじつ

○ 学校卒業後の学習活動を推進するため、関係機関との連携により学習機会の
がつこうそつぎよう ご がくしゆうかつどう すいしん かんけい き かん れんけい がくしゆう き かい

充実に努めます。
じゆうじつ つと

○ インターネットからの配信による学校情報などの活用による学習活動を推進
はいしん がつこうじようほう かつよう がくしゆうかつどう すいしん

するため、ＩＣＴ（情報通信技術）の普及・促進に努めます。
あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ ふ きゆう そくしん つと

（２）情報提供・相談体制の充実
じようほうていきよう そうだんたいせい じゆうじつ

○ 生涯学習への積極的な参加を促進するため、道・市町村はもとより、生涯
しようがいがくしゆう せつきよくてき さん か そくしん どう し ちようそん しようがい

学習関連施設や高等教育機関が持つ学習情報のネットワーク化により、学習
がくしゆうかんれん し せつ こうとうきよういく き かん も がくしゆうじようほう か がくしゆう

情報提供と相談体制の整備を促進します。
じようほうていきよう そうだんたいせい せい び そくしん

（３）指導者の養成
し どうしや ようせい

○ 多様な学習ニーズに対応するため、地域における生涯学習を推進する指導者
た よう がくしゆう たいおう ち いき しようがいがくしゆう すいしん し どうしや

の養成・確保に努めます。
ようせい かく ほ つと
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第３節 バリアフリー社会の実現
だ い せ つ し や か い じ つ げ ん

Ⅵ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
さ べ つ か い しよう け ん り よ う ご す い し ん お よ ぎやく た い ぼ う し

《現状と課題》
げんじよう か だい

社会には、障がいのある人に対する理解の不足、誤解や偏見などがあり、
しやかい しよう ひと たい り かい ふ そく ご かい へんけん

これらを原因とする差別や虐待などが存在します。
げんいん さ べつ ぎやくたい そんざい

一方 わが国は 権利擁護に関し 障害者差別解消法制定など国内法の整備、 、 、
いつぽう くに けん り よう ご かん しようがいしや さ べつかいしようほうせいてい こくないほう せい び

をはじめとする制度の改革を進め、障害者の権利に関する条約を批准してい
せい ど かいかく すす しようがいしや けん り かん じようやく ひ じゆん

ます。

また、道においても北海道障がい者条例に基づき、障がいのある人の権利
どう ほつかいどうしよう しやじようれい もと しよう ひと けん り

擁護や暮らしやすい地域づくりを推進しており、今後は一層の取組が求められ
よう ご く ち いき すいしん こん ご いつそう とりくみ もと

ています。

《考え方》
かんが かた

障がいのある人への差別を禁止し、障がいのある人の暮らしづらさの解消
しよう ひと さ べつ きん し しよう ひと く かいしよう

とともに、権利を最大限に尊重することなどについて、地域の相談支援体制
けん り さいだいげん そんちよう ち いき そうだん し えんたいせい

の充実や地域づくり委員会での権利擁護の推進、社会的障壁を除去するため
じゆうじつ ち いき い いんかい けん り よう ご すいしん しやかいてきしようへき じよきよ

の合理的配慮の提供、市町村における成年後見制度の利用促進の取組の支援
ごう り てきはいりよ ていきよう し ちようそん せいねんこうけんせい ど り ようそくしん とりくみ し えん

など、あらゆる機会や施策を活用して障がいや障がいのある人に対する理解
き かい し さく かつよう しよう しよう ひと たい り かい

を促進します。
そくしん

１ 権利擁護の推進・虐待の防止
けん り よう ご すい しん ぎやくたい ぼ う し

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）権利擁護及び虐待の防止に関する相談窓口の設置
けん り よう ご およ ぎやくたい ぼう し かん そうだんまどぐち せつ ち

○ 障害者虐待防止法に基づき北海道障がい者権利擁護センター を設置し、市*47
しようがいしやぎやくたいぼう し ほう もと ほつかいどうしよう しやけん り よう ご せつ ち し

町村その他関係機関と連携・協力しながら、障がいのある人に対する虐待の
ちようそん た かんけい き かん れんけい きようりよく しよう ひと たい ぎやくたい

予防や養護者に対する支援等に努めるほか 弁護士など専門家が対応する障害者、
よ ぼう よう ご しや たい し えんとう つと べん ご し せんもん か たいおう しようがいしや

110番事業を実施するなど、権利擁護の取組を促進します。
ばん じ ぎよう じつ し けん り よう ご とりくみ そくしん

（２）相談体制の充実
そうだんたいせい じゆうじつ

○ 障がいのある人に対する虐待や差別、日常生活から発生する暮らしづらさの
しよう ひと たい ぎやくたい さ べつ にちじようせいかつ はつせい く

、 、解消を図るため 市町村の協議会を中心とした相談支援体制が確保されるよう
かいしよう はか し ちようそん きよう ぎ かい ちゆうしん そうだん し えんたいせい かく ほ

北海道障がい者条例に基づき作成した地域づくりガイドラインを活用した市町
ほつかいどうしよう しやじようれい もと さくせい ち いき かつよう し ちよう

村の取組を促進します。
そん とりくみ そくしん
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○ 北海道障がい者条例に基づき設置した調査部会や地域づくり委員会におい
ほつかいどうしよう しやじようれい もと せつ ち ちよう さ ぶ かい ち いき い いんかい

て、市町村の協議会とも連携しながら虐待や差別の解消、権利擁護などの取組
し ちようそん きよう ぎ かい れんけい ぎやくたい さ べつ かいしよう けん り よう ご とりくみ

を促進します。
そくしん

○ サービス事業提供者の自己評価の実施や第三者機関によるサービス評価制度
じ ぎようていきようしや じ こ ひよう か じつ し だいさんしや き かん ひよう か せい ど

の活用などを促進するとともに、北海道社会福祉協議会が設置する福祉サービ
かつよう そくしん ほつかいどうしやかいふく し きよう ぎ かい せつ ち ふく し

ス運営適正化委員会 など、障害福祉サービスに関する苦情解決の仕組みにつ
*48

うんえいてきせい か い いんかい しようがいふく し かん く じようかいけつ し く

いて周知を図ります。
しゆう ち はか

（３）消費者としての障がいのある人の保護
しよう ひ しや しよう ひと ほ ご

○ 障がいのある人の消費者トラブルを防止し、消費者としての利益の擁護を図
しよう ひと しよう ひ しや ぼう し しよう ひ しや り えき よう ご はか

るため、関係機関や団体等との連携を強化し、普及啓発や市町村の支援に努め
かんけい き かん だんたいとう れんけい きよう か ふ きゆうけいはつ し ちようそん し えん つと

ます。

（４）司法手続における配慮等
し ほう て つづき はいりよとう

○ 障がいの特性に応じた情報伝達と意思疎通手段の確保に努め、司法手続にお
しよう とくせい おう じようほうでんたつ い し そ つうしゆだん かく ほ つと し ほう て つづき

ける配慮等を促進します。
はいりよとう そくしん

○ 地域生活定着支援センター を拠点として、触法障がい者が矯正施設等を退
*49

ち いきせいかつていちやく し えん きよてん しよくほうしよう しや きようせい し せつとう たい

所して地域生活へ移行する際の事前準備や受入先の調整、保護観察所や関係機
しよ ち いきせいかつ い こう さい じ ぜんじゆん び うけいれさき ちようせい ほ ご かんさつしよ かんけい き

関等との連絡調整を行うなど、地域生活への移行を促進します。
かんとう れんらくちようせい おこな ち いきせいかつ い こう そくしん

２ 成年後見制度等の活用促進
せいね んこう けんせ い ど とう かつ よう そくし ん

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）成年後見制度等の活用促進
せいねんこうけんせい ど とう かつようそくしん

○ 知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む ）により判断能力が十分では。
ち てきしよう せいしんしよう はつたつしよう ふく はんだんのうりよく じゆうぶん

ない人の成年後見制度の利用を促進するため、市町村に対し、必要な経費につ
ひと せいねんこうけんせい ど り よう そくしん し ちようそん たい ひつよう けい ひ

いて助成事業の活用を促すとともに、後見等の業務を適正に行うことができる
じよせい じ ぎよう かつよう うなが こうけんとう ぎよう む てきせい おこな

人材の育成及び活用を図るための研修の取組について支援します。
じんざい いくせいおよ かつよう はか けんしゆう とりくみ し えん

○ 判断能力が十分ではない障がいのある人に対し、北海道地域福祉生活支援セ
はんだんのうりよく じゆうぶん しよう ひと たい ほつかいどう ち いきふく し せいかつ し えん

ンター が行う福祉サービス利用援助の取組の普及に努めます。*50
おこな ふく し り ようえんじよ とりくみ ふ きゆう つと
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３ 理解の促進
り か い そくし ん

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）障がいを理由とする差別の解消の促進
しよう り ゆう さ べつ かいしよう そくしん

○ 障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止
しようがいしや さ べつかいしようほう もと しよう り ゆう ふ とう さ べつてきとりあつか きん し

や、障がいのある人に対する必要かつ合理的配慮の提供について、広く道民の
しよう ひと たい ひつよう ごう り てきはいりよ ていきよう ひろ どうみん

理解を深めるため 市町村や障害福祉サービス事業所等との連携により 広報紙、 、
り かい ふか し ちようそん しようがいふく し じ ぎようしよとう れんけい こうほう し

やインターネットの活用等あらゆる機会を通じた普及・啓発を促進します。
かつようとう き かい つう ふ きゆう けいはつ そくしん

○ 障がいがあることを理由に資格・免許等を与えることを制限又は禁止する
しよう り ゆう し かく めん きよ とう あた せいげん また きん し

欠格事項 について 国の見直しの状況を踏まえ 障がいのある人の人権が損「 」 、 、
けつかく じ こう くに み なお じようきよう ふ しよう ひと じんけん そこ

なわれることのないように対応します。
たいおう

（２）障がいのある人に対する理解の促進
しよう ひと たい り かい そくしん

○ 障がいのある人の意見を障がい者施策に反映させるため、障がい当事者が委
しよう ひと い けん しよう しや し さく はんえい しよう とう じ しや い

員となっている北海道障がい者施策推進審議会を開催するほか、その他の関係
いん ほつかいどうしよう しや し さくすいしんしん ぎ かい かいさい た かんけい

審議会委員などへの当事者の登用や、障がいのある人に係る計画、政策などの
しん ぎ かい い いん とう じ しや とうよう しよう ひと かか けいかく せいさく

意思決定機会への参画を促進します。
い し けつてい き かい さんかく そくしん

○ 北海道人権施策推進本部において、北海道人権施策推進基本方針 に基づき、*51
ほつかいどうじんけん し さくすいしんほん ぶ ほつかいどうじんけん し さくすいしん き ほんほうしん もと

人権尊重の視点に立った施策の総合的な推進と道民の人権意識の醸成・高揚に
じんけんそんちよう し てん た し さく そうごうてき すいしん どうみん じんけん い しき じようせい こうよう

努めます。
つと

○ ヘルプマーク やヘルプカード の普及を推進し、外見から分かりにくい障が* *52 53
ふ きゆう すいしん がいけん わ しよう

いなど、周囲の方からの配慮を必要としている人への思いやりのある行動を促
しゆう い かた はいりよ ひつよう ひと おも こうどう うなが

し、障がいへの理解を図ります。
しよう り かい はか

（３）福祉教育の推進
ふく し きよういく すいしん

○ 障がいのある人に対する正しい理解を深め、思いやりの心を育むため、幅広
しよう ひと たい ただ り かい ふか おも こころ はぐく はばひろ

い年代の道民が 心のバリアフリーについて 体験を通じて考えたり 情報を得、 、 、
ねんだい どうみん こころ たいけん つう かんが じようほう え

られる機会の拡大に努めます。
き かい かくだい つと

○ 障がいのある人との 幼少時からの交流体験を通じた福祉教育の機会を充実、
しよう ひと ようしよう じ こうりゆうたいけん つう ふく し きよういく き かい じゆうじつ

するため 地域で企画される各種行事や保育所 学校での交流 ボランティア活動、 、 、
ち いき き かく かくしゆぎよう じ ほ いくしよ がつこう こうりゆう かつどう

への体験参加などの機会の拡大を図ります。
たいけんさん か き かい かくだい はか

○ 障がいのある人とのふれあい・交流をテーマとした体験作文やポスターの募
しよう ひと こうりゆう たいけんさくぶん ぼ

集等を通じ、障がいや障がいのある人に対する理解を促進します。
しゆうとう つう しよう しよう ひと たい り かい そくしん
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○ 思いやりのこころを醸成するため、福祉教育の一環として、福祉読本の活用
おも じようせい ふく し きよういく いつかん ふく し とくほん かつよう

を促進し、福祉のまちづくり等に関する理解を深めます。
そくしん ふく し とう かん り かい ふか

４ 地域福祉活動の推進
ち い きふく し か つどう す いしん

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）啓発活動の推進
けいはつかつどう すいしん

○ 障害者週間 や 道民福祉の日 など各種行事の実施により 啓発に努「 」 「 」 、
* *54 55

しようがいしやしゆうかん どうみんふく し ひ かくしゆぎよう じ じつ し けいはつ つと

めます。

○ 北海道福祉のまちづくり条例 の趣旨に沿った福祉のまちづくりを進めるた
*56

ほつかいどうふく し じようれい しゆ し そ ふく し すす

め 普及・啓発の実施や推進体制の整備 市町村や民間事業者に対する支援に努、 、
ふ きゆう けいはつ じつ し すいしんたいせい せい び し ちようそん みんかん じ ぎようしや たい し えん つと

めます。

（２）交流機会の拡大
こうりゆう き かい かくだい

○ 住民が障がいのある人と共に参加する障害者週間記念行事などの啓発活動
じゆうみん しよう ひと とも さん か しようがいしやしゆうかん き ねんぎよう じ けいはつかつどう

やスポーツ・文化活動等、地域の特色を生かした交流機会の拡大に努めます。
ぶん か かつどうとう ち いき とくしよく い こうりゆう き かい かくだい つと

○ 障がいのある人、高齢者、地域住民などが共に支え合いながら暮らすことの
しよう ひと こうれいしや ち いきじゆうみん とも ささ あ く

できる共生型の地域づくりを推進し、障がいのある人の主体的な地域づくりへ
きようせいがた ち いき すいしん しよう ひと しゆたいてき ち いき

の参加を促進します。
さん か そくしん

○ 広く住民を対象とした一般のイベントや行事が、障がいのある人も参加する
ひろ じゆうみん たいしよう いつぱん ぎよう じ しよう ひと さん か

ことを前提に、地域で日常的に企画されるよう、啓発や情報提供に努めます。
ぜんてい ち いき にちじようてき き かく けいはつ じようほうていきよう つと
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Ⅶ 生活環境
せ い か つ か ん きよう

《現状と課題》
げんじよう か だい

北海道福祉のまちづくり条例に加え、国においても「高齢者、障害者等の
ほつかいどうふく し じようれい くわ くに こうれいしや しようがいしやとう

移動等の円滑化の促進に関する法律 （以下「バリアフリー新法」という ）な」 。
い どうとう えんかつ か そくしん かん ほうりつ い か しんぽう

どの法整備が進んでいますが、積雪・寒冷といった本道の地域特性などを踏ま
ほうせい び すす せきせつ かんれい ほんどう ち いきとくせい ふ

え、今後とも、誰もが安全で快適に生活できる福祉のまちづくりを推進し、住
こん ご だれ あんぜん かいてき せいかつ ふく し すいしん す

まいや公共的施設、交通機関、歩行空間などのバリアフリー化を図る必要が
こうきようてき し せつ こうつう き かん ほ こうくうかん か はか ひつよう

あります。

《考え方》
かんが かた

障がいのある人もない人も、すべての人が地域社会において、安全に生活
しよう ひと ひと ひと ち いきしやかい あんぜん せいかつ

できるよう、住まいから交通機関、まちなかまで連続し、冬期における安全で
す こうつう き かん れんぞく とう き あんぜん

快適な道路交通の確保と防災・防犯対策を推進します。
かいてき どう ろ こうつう かく ほ ぼうさい ぼうはんたいさく すいしん

１ 住まい・まちづくりの推進
す すいし ん

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）住まいの整備
す せい び

○ 障がいのある人の在宅志向の高まりや高齢化等により、バリアフリー化され
しよう ひと ざいたく し こう たか こうれい か とう か

た住宅への需要が増加していることから、立地上の利便性や地域住民との交流
じゆうたく じゆよう ぞう か りつ ち じよう り べんせい ち いきじゆうみん こうりゆう

に配慮しながらユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅の整備を促進し
はいりよ し てん た こうえいじゆうたく せい び そくしん

ます。

○ 障がいのある人が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けることができ
しよう ひと す な じ たく ち いき あんしん く つづ

るよう 市町村と関係団体との連携促進により 住宅改善に関する相談支援体制、 、
し ちようそん かんけいだんたい れんけいそくしん じゆうたくかいぜん かん そうだん し えんたいせい

の整備を図ります。
せい び はか

、 、○ 障がいや障がいのある人に対する理解の促進などに努め 障がいのある人が
しよう しよう ひと たい り かい そくしん つと しよう ひと

賃貸住宅等に円滑に入居できるよう支援します。
ちんたいじゆうたくとう えんかつ にゆうきよ し えん

○ 障がいのある人の生活の利便性を高めるため、入浴補助用具や住宅内の手す
しよう ひと せいかつ り べんせい たか にゆうよく ほ じよよう ぐ じゆうたくない て

りなどの日常生活用具の利用を促進します。
にちじようせいかつよう ぐ り よう そくしん

○ 障がいのある人が円滑に地域移行できるよう、グループホームなどの計画的
しよう ひと えんかつ ち いき い こう けいかくてき

な整備に努めます。
せい び つと
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（２）福祉のまちづくりの推進
ふく し すいしん

○ 北海道福祉のまちづくり条例などに基づき、障がいのある人をはじめ、誰も
ほつかいどうふく し じようれい もと しよう ひと だれ

が安全で快適に生活できる福祉のまちづくりを総合的に推進するため、公共的
あんぜん かいてき せいかつ ふく し そうごうてき すいしん こうきようてき

施設や公園、道路、住宅などが誰にも利用しやすいものとなるよう、設置者、
し せつ こうえん どう ろ じゆうたく だれ り よう せつ ち しや

建築技術者などへの広報活動や普及啓発、研修に努めるとともに、北海道福祉
けんちく ぎ じゆつしや こうほうかつどう ふ きゆうけいはつ けんしゆう つと ほつかいどうふく し

のまちづくり推進連絡協議会において 建築 経済 労働 金融 交通 保健 福祉、 、 、 、 、 、 、
すいしんれんらくきよう ぎ かい けんちく けいざい ろうどう きんゆう こうつう ほ けん ふく し

などの幅広い分野の構成団体と一体となって福祉のまちづくりに取り組みます。
はばひろ ぶん や こうせいだんたい いつたい ふく し と く

○ 北海道福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルの活用促進やまちづくり表
ほつかいどうふく し じようれい し せつせい び かつようそくしん ひよう

彰の実施などにより 積雪寒冷な地域で必要な配慮など わかりやすい整備内容、 、
しよう じつ し せきせつかんれい ち いき ひつよう はいりよ せい び ないよう

の普及を図ります。
ふ きゆう はか

○ 福祉環境の整備を促進するため、北海道福祉のまちづくり条例及び北海道建
ふく し かんきよう せい び そくしん ほつかいどうふく し じようれいおよ ほつかいどうけん

築基準法施行条例並びにバリアフリー新法に基づき、障がいのある人等の利用
ちく き じゆんほう し こうじようれいなら しんぽう もと しよう ひととう り よう

に配慮した優しい建物づくり等を促進するとともに、民間施設等のバリアフリー
はいりよ やさ たてもの とう そくしん みんかん し せつとう

化のため、整備資金の貸付けなどの支援を行います。
か せい び し きん かし つ し えん おこな

○ 公共的施設や道路 公園等について 障がいの特性に配慮した適切な整備を進、 、
こうきようてき し せつ どう ろ こうえんとう しよう とくせい はいりよ てきせつ せい び すす

めるため、福祉環境アドバイザーの活用を促進するとともに、整備に当たって
ふく し かんきよう かつよう そくしん せい び あ

は、障がいのある人などの意見が反映されるよう、設置者等への要請に努めま
しよう ひと い けん はんえい せつ ち しやとう ようせい つと

す。

○ 多くの人が利用する建築物、道路など公共的な施設において北海道福祉のま
おお ひと り よう けんちくぶつ どう ろ こうきようてき し せつ ほつかいどうふく し

ちづくり条例に基づき、障がいのある人に配慮した福祉環境の整備を促進しま
じようれい もと しよう ひと はいりよ ふく し かんきよう せい び そくしん

す。

○ 障がいのある人が、盲導犬や介助犬などの身体障害者補助犬を同伴して、公
しよう ひと もうどうけん かいじよけん しんたいしようがいしや ほ じよけん どうはん こう

共施設や商業施設 公共交通機関などを円滑に利用できるよう 理解の促進に努、 、
きよう し せつ しようぎよう し せつ こうきようこうつう き かん えんかつ り よう り かい そくしん つと

めます。

（３）ユニバーサルデザインの促進
そくしん

○ バリアフリー住宅などの建物や商品、サービスについて、誰もが利用しやす
じゆうたく たてもの しようひん だれ り よう

いデザイン（企画・設計・計画）化を進めるための情報提供、普及啓発に努め
き かく せつけい けいかく か すす じようほうていきよう ふ きゆうけいはつ つと

ます。
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２ 移動・交通のバリアフリーの促進
い ど う こうつ う そくし ん

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）交通機関等の整備促進
こうつう き かんとう せい び そくしん

○ 駅舎等の建築物については、北海道福祉のまちづくり条例に沿った整備が行
えきしやとう けんちくぶつ ほつかいどうふく し じようれい そ せい び おこな

われるよう設置者に働きかけるとともに、障がいのある人等が公共交通機関を
せつ ち しや はたら しよう ひととう こうきようこうつう き かん

円滑に利用できるよう、低床バスの導入の促進等に努めます。
えんかつ り よう ていしよう どうにゆう そくしんとう つと

○ 公共交通機関を利用する上で制約が多い重度の障がいがある人の移動手段を
こうきようこうつう き かん り よう うえ せいやく おお じゆう ど しよう ひと い どうしゆだん

確保するため、道路運送法に基づく福祉有償運送制度 や移動に関する支援（居*57
かく ほ どう ろ うんそうほう もと ふく し ゆうしよううんそうせい ど い どう かん し えん きよ

宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護、移動支援事業）の利用を促進し
たくかい ご じゆう ど ほうもんかい ご こうどうえん ご どうこうえん ご い どう し えん じ ぎよう り よう そくしん

ます。

（２）歩行空間等のバリアフリー化の推進
ほ こうくうかんとう か すいしん

○ 安全で円滑な移動ができるよう、音響式信号機設置等によるバリアフリー化
あんぜん えんかつ い どう おんきようしきしんごう き せつ ち とう か

を推進します。
すいしん

○ 鉄道駅周辺、中心市街地、通学路等を中心とした、歩道除排雪の充実に努め
てつどうえきしゆうへん ちゆうしん し がい ち つうがく ろ とう ちゆうしん ほ どうじよはいせつ じゆうじつ つと

ます。

、 。○ 道立施設の福祉環境整備を図り 公共的施設のバリアフリー化を促進します
どうりつ し せつ ふく し かんきようせい び はか こうきようてき し せつ か そくしん

○ 視覚障がいのある人や車いす使用者などの移動の妨げとなる路上放置物や違
し かくしよう ひと くるま し ようしや い どう さまた ろ じようほう ち ぶつ い

法駐車の排除などについて 関係機関等との連携により 啓発・広報や注意指導、 、
ほうちゆうしや はいじよ かんけい き かんとう れんけい けいはつ こうほう ちゆう い し どう

に努めます。
つと

（３）観光へのアクセス
かんこう

○ 障がいのある人などが気軽に旅行などを楽しむことができるよう 北海道福祉、
しよう ひと き がる りよこう たの ほつかいどうふく し

のまちづくり条例に沿った観光施設等のバリアフリー化の促進や移動支援を充
じようれい そ かんこう し せつとう か そくしん い どう し えん じゆう

実するとともに 障がいのある人のそれぞれの障がい特性に配慮された観光施設、
じつ しよう ひと しよう とくせい はいりよ かんこう し せつ

や宿泊施設などの観光情報の提供に努めます。
しゆくはく し せつ かんこうじようほう ていきよう つと
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３ 防災・防犯対策の推進
ぼうさ い ぼうは んたい さく すい しん

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）平常時の対応
へいじよう じ たいおう

○ 災害時に支援を必要とする障がいのある人の安全を確保するため 災害時に、「
さいがい じ し えん ひつよう しよう ひと あんぜん かく ほ さいがい じ

おける高齢者・障がい者等の支援対策の手引き を活用し 要配慮者情報の収集」 、
こうれいしや しよう しやとう し えんたいさく て び かつよう ようはいりよしやじようほう しゆうしゆう

や共有化を図るとともに 避難支援プランを作成して 要配慮者一人ひとりの障、 、
きようゆう か はか ひ なん し えん さくせい ようはいりよしやひと り しよう

がい特性に応じた避難方法を確保するなど、市町村における平常時からの要配
とくせい おう ひ なんほうほう かく ほ し ちようそん へいじよう じ ようはい

慮者支援の取組を促進します。
りよしや し えん とりくみ そくしん

（２）福祉避難所の指定の促進等
ふく し ひ なんしよ し てい そくしんとう

○ 市町村における災害時に障がいのある人などに配慮した福祉避難所 の指定
*58

し ちようそん さいがい じ しよう ひと はいりよ ふく し ひ なんしよ し てい

を促進します。
そくしん

また、障がいのある人やその家族が災害時に福祉避難所や仮設住宅等へ避難
しよう ひと か ぞく さいがい じ ふく し ひ なんしよ か せつじゆうたくとう ひ なん

した際、障がい特性に応じた支援を受けることができるよう、市町村における
さい しよう とくせい おう し えん う し ちようそん

取組を促進します。
とりくみ そくしん

（３）防災体制の整備促進
ぼうさいたいせい せい び そくしん

○ 市町村、障がい者団体、事業所等との災害派遣協定や避難受入協力などの
し ちようそん しよう しやだんたい じ ぎようしよとう さいがい は けんきようてい ひ なんうけいれきようりよく

連携を図るとともに、障がいのある人への日常的な情報提供や意思疎通支援な
れんけい はか しよう ひと にちじようてき じようほうていきよう い し そ つう し えん

どを充実させながら 災害時における障がい特性に配慮した支援体制づくりを進、
じゆうじつ さいがい じ しよう とくせい はいりよ し えんたいせい すす

めます。

（４）施設利用者などに対する災害時の支援の推進
し せつ り ようしや たい さいがい じ し えん すいしん

○ 道が平成29年８月に策定した「社会福祉施設等における非常災害対策計画の
どう へいせい ねん がつ さくてい しやかいふく し し せつとう ひ じようさいがいたいさくけいかく

策定の手引き を活用し 社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定を進」 、
さくてい て び かつよう しやかいふく し し せつとう ひ じようさいがいたいさくけいかく さくてい すす

めます。

（５）防犯対策の推進
ぼうはんたいさく すいしん

○ 障がいのため判断能力の不十分な人などが、犯罪などに遭わないよう、関係
しよう はんだんのうりよく ふ じゆうぶん ひと はんざい あ かんけい

機関等との連携による各種相談支援体制の充実に努めます。
き かんとう れんけい かくしゆそうだん し えんたいせい じゆうじつ つと

○ 障害者支援施設等を利用する障がいのある人が安心して生活できるように、
しようがいしや し えん し せつとう り よう しよう ひと あんしん せいかつ

防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等
ぼうはん かか あんぜんかく ほ し せつせい び ぼうはん かか しよくいん たいおう かん てんけんとう

の取組を促進するとともに 関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築、
とりくみ そくしん かんけい き かん ち いきじゆうみんとう れんけい あんぜんかく ほ たいせい こうちく

に努めます。
つと
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Ⅷ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
じよう ほ う こ う じよう お よ い し そ つ う し え ん じゆう じ つ

《現状と課題》
げんじよう か だい

近年ＩＣＴ 情報通信技術 の発達は 障がいのある人の情報収集や発信（ ） 、
きんねんあいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ はつたつ しよう ひと じようほうしゆうしゆう はつしん

を容易にするだけではなく、職域の拡大、多様な社会参加の促進などに寄与
よう い しよくいき かくだい た よう しやかいさん か そくしん き よ

することが期待されています。
き たい

また、視覚障がいや聴覚障がいのある人の情報格差の解消を図り、意思
し かくしよう ちようかくしよう ひと じようほうかく さ かいしよう はか い し

疎通を確保するため、音声による情報伝達や、点字、手話、要約筆記の普及
そ つう かく ほ おんせい じようほうでんたつ てん じ しゆ わ ようやくひつ き ふ きゆう

などが求められています。
もと

、 （ ） 、そのため 障がい特性に対応したＩＣＴ 情報通信技術 の利用の促進や
しよう とくせい たいおう あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ り よう そくしん

情報提供の充実のほか、点訳奉仕員や手話通訳者の養成など、身近なところ
じようほうていきよう じゆうじつ てんやくほう し いん しゆ わ つうやくしや ようせい み ぢか

での意思疎通の支援に努める必要があります。
い し そ つう し えん つと ひつよう

《考え方》
かんが かた

ＩＣＴ 情報通信技術 の活用により 情報アクセシビリティ の向上に取（ ） 、 *59
あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ かつよう じようほう こうじよう と

り組むとともに、情報提供や意思疎通支援の充実等、障がいのある人の意思
く じようほうていきよう い し そ つう し えん じゆうじつとう しよう ひと い し

疎通手段を拡充し、自立と社会参加を促進します。
そ つうしゆだん かくじゆう じ りつ しやかいさん か そくしん

１ 情報通信における情報アクセシビリティの向上
じようほうつうしん じようほう こうじよう

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）情報バリアフリー化の促進
じようほう か そくしん

○ ＩＣＴ（情報通信技術）の発達による誰もが使いやすい技術を活用した情報
あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ はつたつ だれ つか ぎ じゆつ かつよう じようほう

バリアフリー化を促進します。
か そくしん

また 障がいのある人のＩＣＴ 情報通信技術 の利用を促進するため 相談、 （ ） 、
しよう ひと あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ り よう そくしん そうだん

や情報提供、障がいに対応した情報コミュニケーション機器等の普及や利用
じようほうていきよう しよう たいおう じようほう き き とう ふ きゆう り よう

支援に努め、情報のバリアフリー化を図ります。
し えん つと じようほう か はか

○ 多様化する保健福祉のニーズに迅速に対応するため、福祉保健医療情報ネッ
た よう か ほ けんふく し じんそく たいおう ふく し ほ けん い りようじようほう

トワークシステム「ＷＡＭＮＥＴ（ワムネット 」を活用した、福祉サービス情）
かつよう ふく し じよう

報提供基盤の充実に努めます。
ほうていきよう き ばん じゆうじつ つと

○ 救急医療及び災害時の医療対応等に必要な情報の収集・提供を迅速かつ的
きゆうきゆう い りようおよ さいがい じ い りようたいおうとう ひつよう じようほう しゆうしゆう ていきよう じんそく てき

確に行うため、医療機関・搬送機関・情報案内センターなどを結ぶ「北海道救
かく おこな い りよう き かん はんそう き かん じようほうあんない むす ほつかいどうきゆう

急医療・広域災害情報システム 」の活用に努めます。*60
きゆう い りよう こういきさいがいじようほう かつよう つと

○ 保健所の機能を活用し、地域の保健・医療・福祉に関する情報を効果的に収
ほ けんしよ き のう かつよう ち いき ほ けん い りよう ふく し かん じようほう こう か てき しゆう

集、分析し、地域住民及び関係団体への迅速な情報提供に努めます。
しゆう ぶんせき ち いきじゆうみんおよ かんけいだんたい じんそく じようほうていきよう つと
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○ 視覚障がいや聴覚障がいなど 意思疎通に障がいのある人に対する情報提供、
し かくしよう ちようかくしよう い し そ つう しよう ひと たい じようほうていきよう

などの充実に努めます。
じゆうじつ つと

２ 意思疎通支援の充実
い し そ つう し えん じゆうじつ

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）北海道障がい者の意思疎通の総合的な支援に関する条例の推進
ほつかいどうしよう しや い し そ つう そうごうてき し えん かん じようれい すいしん

○ 北海道障がい者の意思疎通の総合的な支援に関する条例に基づき、多様な意
ほつかいどうしよう しや い し そ つう そうごうてき し えん かん じようれい もと た よう い

思疎通手段を活用し円滑に意思疎通を行えるよう、障がいの特性に応じた意思
し そ つうしゆだん かつよう えんかつ い し そ つう おこな しよう とくせい おう い し

疎通の支援に関する施策を総合的に推進します。
そ つう し えん かん し さく そうごうてき すいしん

○ 施策の推進のための基本方針
し さく すいしん き ほんほうしん

①意思疎通手段の理解の促進
い し そ つうしゆだん り かい そくしん

②意思疎通手段の確保及びそれらを使いやすい環境の整備
い し そ つうしゆだん かく ほ およ つか かんきよう せい び

③意思疎通手段を活用した情報保障の推進
い し そ つうしゆだん かつよう じようほう ほ しよう すいしん

④意思疎通支援者の養成及び派遣の推進
い し そ つう し えんしや ようせいおよ は けん すいしん

（２）北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例の推進
ほつかいどうげん ご しゆ わ にんしき ふ きゆうとう かん じようれい すいしん

○ 北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例に基づき 道民に対し広、
ほつかいどうげん ご しゆ わ にんしき ふ きゆうとう かん じようれい もと どうみん たい ひろ

く手話が言語であることを普及させるとともに手話の習得の機会の確保に努め
しゆ わ げん ご ふ きゆう しゆ わ しゆうとく き かい かく ほ つと

ます。

（３）視覚障がいのある人への支援
し かくしよう ひと し えん

○ 視覚障がいのある人の意思疎通を確保するため、点訳（点字）奉仕員、朗読
し かくしよう ひと い し そ つう かく ほ てんやく てん じ ほう し いん ろうどく

奉仕員（点字・朗読ボランティア）の養成や資質の向上を図ります。
ほう し いん てん じ ろうどく ようせい し しつ こうじよう はか

○ 点字図書館と地域の公共図書館との連携を図るとともに 点字や音声で書籍等、
てん じ と しよかん ち いき こうきよう と しよかん れんけい はか てん じ おんせい しよせきとう

の情報を提供する視覚障害者情報総合ネットワーク（サピエ） の活用を促進*61
じようほう ていきよう し かくしようがいしやじようほうそうごう かつよう そくしん

し、視覚障がいのある人が身近な地域において情報提供が受けられる体制づく
し かくしよう ひと み ぢか ち いき じようほうていきよう う たいせい

りを促進します。
そくしん

○ 視覚障がいのある人に新聞情報を点字やインターネットで提供する体制の充
し かくしよう ひと しんぶんじようほう てん じ ていきよう たいせい じゆう

実に努めます。
じつ つと

○ 広報紙ほっかいどう の内容を点字版 ＣＤ版 テープ版で作成し 道政の話題「 」 、 、 、
こうほう し ないよう てん じ ばん しーでぃーばん ばん さくせい どうせい わ だい

や生活に必要な情報を提供します。
せいかつ ひつよう じようほう ていきよう

（４）聴覚障がいのある人への支援
ちようかくしよう ひと し えん

○ 聴覚障がいのある人の日常生活における意思疎通を確保するため、手話及び
ちようかくしよう ひと にちじようせいかつ い し そ つう かく ほ しゆ わ およ

要約筆記の普及を促進します。
ようやくひつ き ふ きゆう そくしん
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○ 聴覚障がいのある人の意思疎通の円滑化を支援するため、資質の高い手話通
ちようかくしよう ひと い し そ つう えんかつ か し えん し しつ たか しゆ わ つう

訳者、要約筆記者を養成するとともに、市町村における配置・派遣体制の整備
やくしや ようやくひつ き しや ようせい し ちようそん はい ち は けんたいせい せい び

を促進し、手話通訳者の広域派遣体制の充実に努めます。
そくしん しゆ わ つうやくしや こういき は けんたいせい じゆうじつ つと

○ 字幕ビデオライブラリーにおける字幕入りビデオの作成や貸出しなど情報提
じ まく じ まく い さくせい かし だ じようほうてい

供体制の充実に努めます。
きようたいせい じゆうじつ つと

さらに、情報通信機器等に関する情報提供に努め、普及や利用の促進を図り
じようほうつうしん き き とう かん じようほうていきよう つと ふ きゆう り よう そくしん はか

ます。

○ 道政テレビ番組へのテロップ（字幕）の利用などにより、道政の話題や生活に
どうせい ばんぐみ じ まく り よう どうせい わ だい せいかつ

必要な情報を提供します。
ひつよう じようほう ていきよう

（５）盲ろう者等への支援
もう しやとう し えん

○ 重複した障がいのある盲ろう者の意思疎通の支援や社会参加の促進を図りま
ちようふく しよう もう しや い し そ つう し えん しやかいさん か そくしん はか

す。

、 、○ ＡＬＳ患者など 重度の言語機能障がいのある人の意思疎通を確保するため
えーえるえすかんじや じゆう ど げん ご き のうしよう ひと い し そ つう かく ほ

意思伝達装置などの福祉用具の利用を促進します。
い し でんたつそう ち ふく し よう ぐ り よう そくしん

○ 失語症や構音障がいなどの言語障がい 知的障がい 自閉症などにより 周囲、 、 、
しつ ご しよう こうおんしよう げん ご しよう ち てきしよう じ へいしよう しゆう い

との意思疎通が困難な人に対する、適切な対応方法など、意思疎通支援のあり方
い し そ つう こんなん ひと たい てきせつ たいおうほうほう い し そ つう し えん かた

を研究します。
けんきゆう

３ 選挙等における配慮
せんきよとう はいりよ

主 要 施 策
しゆ よう し さく

（１）候補者情報の提供
こう ほ しやじようほう ていきよう

○ 選挙管理委員会が発行する選挙公報について、障がい者団体や市町村選挙管
せんきよかん り い いんかい はつこう せんきよこうほう しよう しやだんたい し ちようそんせんきよかん

理委員会と協力し 点字版や音声版等 障がい特性に配慮した情報の提供に努、 、
り い いんかい きようりよく てん じ ばん おんせいばんとう しよう とくせい はいりよ じようほう ていきよう つと

めます。

（２）投票環境の改善
とうひようかんきよう かいぜん

○ 投票所や期日前投票所を設置する市町村選挙管理委員会に対し、障がいのあ
とうひようしよ き じつまえとうひようしよ せつ ち し ちようそんせんきよかん り い いんかい たい しよう

る人が利用しやすいよう、駐車場の確保や段差解消などのバリアフリー化と、
ひと り よう ちゆうしやじよう かく ほ だん さ かいしよう か

投票所等への移動支援事業等の利用の促進に努めます。
とうひようしよとう い どう し えん じ ぎようとう り よう そくしん つと

○ 自宅での投票が可能な郵便等による不在者投票制度や点字による投票制度の
じ たく とうひよう か のう ゆうびんとう ふ ざいしやとうひようせい ど てん じ とうひようせい ど

活用及び利用方法について、周知を図ります。
かつようおよ り ようほうほう しゆう ち はか
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第３章 計画の推進等
だ い し よ う け い か く す い し ん と う

Ⅰ 計画推進のための実施計画
け い か く す い し ん じ つ し け い か く

この計画に基づく施策の推進に当たっては、障害者総合支援法に基づく北海道障
けいかく もと し さく すいしん あ しようがいしやそうごう し えんほう もと ほつかいどうしよう

がい福祉計画を実施計画として位置付け、計画の推進を図ることとしています。
ふく し けいかく じつ し けいかく い ち づ けいかく すいしん はか

Ⅱ 計画の推進管理
け い か く す い し ん か ん り

（１）国及び市町村との連携のもとに、計画の着実な推進を図るため 「北海道障が、
くにおよ し ちようそん れんけい けいかく ちやくじつ すいしん はか ほつかいどうしよう

」 、 「 」い者施策推進審議会 や 21圏域に設置する 障がい福祉計画等圏域連絡協議会*62
しや し さくすいしんしん ぎ かい けんいき せつ ち しよう ふく し けいかくとうけんいきれんらくきよう ぎ かい

において実施計画の推進状況の把握・分析･評価等を行い、ＰＤＣＡサイクルに
じつ し けいかく すいしんじようきよう は あく ぶんせき ひよう か とう おこな ぴーでぃーしーえー

よる実効性のある取組の推進に努めることとします。
じつこうせい とりくみ すいしん つと

また、明らかとなった課題については、北海道障がい者条例に基づき設置した
あき か だい ほつかいどうしよう しやじようれい もと せつ ち

地域づくり委員会等において協議を行い解決を目指します。
ち いき い いんかいとう きよう ぎ おこな かいけつ め ざ

（ ） 、 、２ 障がい者施策の立案及び推進に当たっては 障がいのある人の参画を基本とし
しよう しや し さく りつあんおよ すいしん あ しよう ひと さんかく き ほん

幅広い関係者や地域住民との対話を重視しながら施策の推進を図ります。
はばひろ かんけいしや ち いきじゆうみん たい わ じゆう し し さく すいしん はか

（３）障がい者施策は保健、医療、福祉、教育、労働、生活環境等多くの分野にまた
しよう しや し さく ほ けん い りよう ふく し きよういく ろうどう せいかつかんきようとうおお ぶん や

がっているため、福祉の枠を超えて、幅広い関係者や関連する施策と連携・協働
ふく し わく こ はばひろ かんけいしや かんれん し さく れんけい きようどう

し 障がい特性やライフステージに応じた適切なサービスが提供できるよう総合的、
しよう とくせい おう てきせつ ていきよう そうごうてき

な取組を推進します。
とりくみ すいしん

図【ＰＤＣＡサイクル】
ぴーでぃーしーえー

計画（Plan) 目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する
け い か く ぷ ら ん も くひよう せ つ て い も くひようた つ せ い む か つ ど う り つ あ ん

実行(Do) 計画に基づき活動を実行する
じ つ こ う どぅ け い か く も と か つ ど う じ つ こ う

計画(Check) 活動を実施した結果を把握・分析し、考察する（学ぶ）
け い か く ち ぇ つ く か つ ど う じ つ し け つ か は あ く ぶ ん せ き こ う さ つ ま な

改善（Act) 考察に基づき、計画の目標、活動などを見直しする
か い ぜ ん あ く と こ う さ つ も と け い か く も くひよう か つ ど う み な お

（Ｐ Ｄ Ｃ Ａサイクルのイメージ）
ぴーでぃーしーえー

Ｐｌａｎ
ぷ ら ん

Ａｃｔ Ｄｏ
あ く と ど ぅ

Ｃｈｅｃｋ
ち ぇ つ く
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用 語 の 解 説
よう ご かい せつ

１ ノーマライゼーション（１ページ）

障がいのある人や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々
しよう ひと こうれいしや しやかいてき ふ り う ひとびと しやかい なか ほか ひとびと

と同じように生活し、活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方です。
おな せいかつ かつどう しやかい ほんらい すがた かんが かた

２ 障害者の権利に関する条約（１ページ）
しようがいしや けん り かん じようやく

平成18年12月、第61回国連総会で採択された、人権条約です。
へいせい ねん がつ だい かいこくれんそうかい さいたく じんけんじようやく

日本は、平成26年１月に条約を批准しています。
に ほん へいせい ねん がつ じようやく ひ じゆん

３ 合理的な配慮（１ページ）
ごう り てき はいりよ

障がいのある人が、障がいのない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営む
しよう ひと しよう ひと じつしつてき どうとう にちじようせいかつまた しやかいせいかつ いとな

ことができるようにするために必要な配慮のことです。
ひつよう はいりよ

４ 社会的障壁（２ページ）
しやかいてきしようへき

障がいある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で妨げとなるような、さまざ
しよう ひと にちじようせいかつまた しやかいせいかつ いとな うえ さまた

まな事柄や物、制度、習わし、物事に対してもつ考えなどです。
ことがら もの せい ど なら ものごと たい かんが

５ 相談支援（４ページ）
そうだん し えん

障害者総合支援法における、自立支援給付のうち計画相談支援 給 付及び地域相談支
しようがいしやそうごう し えんほう じ りつ し えんきゆう ふ けいかくそうだん し えんきゆう ふ およ ち いきそうだん し

援 給 付の各種サービスのことです。サービス利用支援、継続サービス利用支援、地域
えんきゆう ふ かくしゆ り よう し えん けいぞく り よう し えん ち いき

移行支援及び地域定 着 支援があります。
い こう し えんおよ ち いきていちやく し えん

◆計画相談支援給付
け い か く そ う だ ん し え んきゆう ふ

サービス利用支援 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に サービス等利用計画案を作成し 支、 、
り よ う し え ん しようが い ふ く し と う し ん せ い か か し きゆうけ つ て い ま え と う り よ う け い か く あ ん さ く せ い し

給決定後に サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに サービス等利用計画、 、
きゆうけ つ て い ご じ ぎようし や と う れ ん ら くちようせ い と う おこな と う り よ う け い か く

の作成を行います。
さ く せ い おこな

継続サービス利用支援 支給決定されたサービス等の利用状況の検証 モニタリング を行い サービス事業（ ） 、
け い ぞ く り よ う し え ん し きゆうけ つ て い と う り よ うじようきよう け んしよう おこな じ ぎよう

者等との連絡調整などを行います。
し や と う れ ん ら くちようせ い おこな

◆地域相談支援給付
ち い き そ う だ ん し え んきゆう ふ

地域移行支援 障害者支援施設 精神科病院 保護施設 矯正施設等を退所する障がいのある人 児、 、 、 、
ち い き い こ う し え ん しようが い し や し え ん し せ つ せ い し ん か びようい ん ほ ご し せ つ きようせ い し せ つ と う た い し よ しよう ひ と じ

童福祉施設を利用する１８歳以上の人等を対象として 地域移行支援計画の作成 相、 、
ど う ふ く し し せ つ り よ う さ い い じよう ひ と と う た いしよう ち い き い こ う し え ん け い か く さ く せ い そ う

、 、 、 。談による不安解消 外出への同行支援 住居確保 関係機関との調整等を行います
だ ん ふ あ ん か いしよう が いしゆつ ど う こ う し え ん じゆうき よ か く ほ か ん け い き か ん ちようせ い と う おこな

地域定着支援 居宅において単身で生活している障がいのある人等を対象に常時の連絡体制を確保
ち い き て いちやく し え ん き よ た く た ん し ん せ い か つ しよう ひ と と う た い しよう じよう じ れ ん ら く た い せ い か く ほ

し、緊急時には必要な支援を行います。
き んきゆう じ ひ つ よ う し え ん おこな

６ 障害福祉サービス（４ページ）
しようがいふく し

障害者総合支援法における、自立支援給付のうち介護給付及び訓練等給付の各種サ
しようがいしやそうごう し えんほう じ りつ し えんきゆう ふ かい ご きゆう ふ およ くんれんとうきゆう ふ かくしゆ

。 、 、 、 、 、 、ービスのことです 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 療養介護 生活介護
きよたくかい ご じゆう ど ほうもんかい ご どうこうえん ご こうどうえん ご りようようかい ご せいかつかい ご

短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労
たん き にゆうしよ じゆう ど しようがいしやとうほうかつ し えん し せつにゆうしよ し えん じ りつくんれん しゆうろう い こう し えん しゆうろう

継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助があります。
けいぞく し えん しゆうろうていちやく し えん じ りつせいかつえんじよおよ きようどうせいかつえんじよ
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◆介護給付
か い ご きゆう ふ

居宅介護 ホームヘルプ 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。（ ）
き よ た く か い ご じ た く にゆうよ く は い しよく じ か い ご と う おこな

重度訪問介護 重度の肢体不自由のある人又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動
じゆう ど ほ う も ん か い ご じゆう ど し た い ふ じ ゆ う ひ と ま た じゆう ど ち て きしよう も せ い し ん しよう こ う ど う

上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に 自宅で 入浴 排せつ 食事、 、 、 、
じよういちじる こ ん な ん ゆ う ひ と つ ね か い ご ひ つ よ う ひ と じ た く にゆうよ く は い しよく じ

の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
か い ご が いしゆつ じ い ど う し え ん そ う ご う て き おこな

同行援護 視覚障がいにより 移動に著しい困難を有する人に 移動に必要な情報の提供 代筆、 、 （
ど う こ う え ん ご し か くしよう い ど う いちじる こ ん な ん ゆ う ひ と い ど う ひ つ よ う じようほ う て いきよう だ い ひ つ

・代読を含む 、移動の援護等の外出支援を行います。）
だ い ど く ふ く い ど う え ん ご と う が いしゆつ し え ん おこな

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに 危険を回避するために必要な支、
こ う ど う え ん ご じ こ は ん だ ん の うりよく せ い げ ん ひ と こ う ど う き け ん か い ひ ひ つ よ う し

援や外出支援を行います。
え ん が いしゆつ し え ん おこな

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に 医療機関で機能訓練 療養上の管理 看護 介護、 、 、 、
りようよ う か い ご い りよう じよう じ か い ご ひ つ よ う ひ と い りよう き か ん き の う く ん れ ん りようようじよう か ん り か ん ご か い ご

及び日常生活の支援を行います。
お よ に ちじようせ い か つ し え ん おこな

生活介護 常に介護を必要とする人に 昼間 入浴 排せつ 食事の介護等を行うとともに 創、 、 、 、 、
せ い か つ か い ご つ ね か い ご ひ つ よ う ひ と ひ る ま にゆうよ く は い しよく じ か い ご と う おこな そ う

作的活動又は生産活動の機会を提供します。
さ く て き か つ ど う ま た せ い さ ん か つ ど う き か い て いきよう

、 、 、 、 、短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに 短期間 夜間も含め施設で 入浴 排せつ
た ん き にゆうし よ じ た く か い ご ひ と びよう き ば あ い た ん き か ん や か ん ふ く し せ つ にゆうよ く は い

（ショートステイ） 食事の介護等を行います。
しよく じ か い ご と う おこな

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
じゆう ど しようが い し や と う ほ う か つ し え ん か い ご ひ つ よ う せ い た か ひ と き よ た く か い ご と う ふ く す う ほ う か つ て き おこな

障害者支援施設での夜間 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
しようが い し や し え ん し せ つ や か ん し せ つ にゆうし よ ひ と や か ん きゆうじ つ にゆうよ く は い しよく じ か い ご と う おこな

ケア等(施設入所支援）
と う し せ つにゆうし よ し え ん

◆訓練等給付
く ん れ ん と うきゆう ふ

自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の
じ り つ く ん れ ん じ り つ に ちじようせ い か つ ま た し や か い せ い か つ い つ て い き か ん し ん た い き の う ま た せ い か つ の うりよく

（機能訓練・生活訓練） 向上のために必要な訓練を行います。
き の う く ん れ ん せ い か つ く ん れ ん こ うじよう ひ つ よ う く ん れ ん おこな

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上
しゆうろ う い こ う し え ん い つ ぱ ん き ぎようと う しゆうろ う き ぼ う ひ と い つ て い き か ん しゆうろ う ひ つ よ う ち し き お よ の うりよく こ うじよう

のために必要な訓練を行います。
ひ つ よ う く ん れ ん おこな

就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向
しゆうろ う け い ぞ く し え ん い つ ぱ ん き ぎようと う しゆうろ う こ ん な ん ひ と はたら ば て いきよう ち し き お よ の うりよく こ う

Ａ型＝雇 用 型 上のために必要な訓練等を行います。
が た こ よ う が た じよう ひ つ よ う く ん れ ん と う おこな

Ｂ型＝非雇用型 雇用契約を結ぶＡ型と、雇用契約を結ばないＢ型があります。
が た ひ こ よ う が た こ よ う け い や く む す が た こ よ う け い や く む す が た

就労定着支援 一般就労へ移行した障がいのある人に 就労に伴う生活面の課題に対し､就労の継続、
しゆうろ う て いちやく し え ん い つ ぱ んしゆうろ う い こ う しよう ひ と しゆうろ う ともな せ い か つ め ん か だ い た い しゆうろ う け い ぞ く

を図るために企業・自宅等への訪問や障がいのある人の来所により必要な連絡調整
は か き ぎよう じ た く と う ほ う も ん しよう ひ と ら い し よ ひ つ よ う れ ん ら く ちようせ い

や指導・助言等を行います。
し ど う じ よ げ ん と う おこな

自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応
じ り つ せ い か つ え ん じ よ ひ と り ぐ ひ つ よ う り か いりよく せ い か つりよく おぎな て い き て き き よ た く ほ う も ん ず い じ た い お う

により必要な支援を行います。
ひ つ よ う し え ん おこな

、 。 、 、 、共同生活援助 共同生活を行う住居で 相談や日常生活上の援助を行います また 入浴 排せつ
きようど う せ い か つ え ん じ よ きようど う せ い か つ おこな じゆうき よ そ う だ ん に ちじようせ い か つじよう え ん じ よ おこな にゆうよ く は い

（グループホーム） 食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
しよく じ か い ご と う ひ つ よ う せ い に ん て い か た か い ご て いきよう

さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテラ
た い き よ い つ ぱ んじゆうた く と う い こ う め ざ ひ と

イト型住居があります。
が たじゆうき よ

７ ＩＣＴ（情報通信技術 （12ページ））
あいしーてぃー じようほうつうしん ぎ じゆつ

情 報処理や通信に関する技 術 、産 業 、設備、サービスなどの総 称 です。
じようほうしよ り つうしん かん ぎ じゆつ さんぎよう せつ び そうしよう

パソコンやインターネットを使った 情 報処理や通信に関する技 術 を指す「ＩＴ」よ
つか じようほうしよ り つうしん かん ぎ じゆつ さ あいてぃー

りも、 情 報や知識の 共 有・伝達といった 情 報通信技 術 を利用したコミュニケーシ
じようほう ち しき きようゆう でんたつ じようほうつうしん ぎ じゆつ り よう

ョンの 重 要性から 「ＩＣＴ」が一般的に使用されるようになりました。、
じゆうようせい あいしーてぃー いつぱんてき し よう
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８ 医療的ケア（13ページ）
い りようてき

人工呼吸器を使用するなど、日常生活を営むために医療を要する状態にある人に対
じんこう こ きゆう き し よう にちじようせいかつ いとな い りよう よう じようたい ひと たい

して、医師や看護師のほか、保護者などが行う、たんの吸引や経管栄養などの日常的
い し かん ご し ほ ご しや おこな きゆういん けいかんえいよう にちじようてき

な医療に関するケアのことです。
い りよう かん

９ 市町村の協議会（13ページ）
しちようそん きよう ぎ かい

障害者総合支援法第83条の３に基づき、市町村が設置する協議会です。関係機関等が
しようがいしやそうごうしえんほうだい じよう もと しちようそん せ つ ち きようぎかい かんけいきかんとう

相互の連絡を図ることにより、地域おける障がいのある人等への支援体制に関する課題
そう ご れんらく はか ち いき しよう ひととう し えんたいせい かん か だい

について協議を行います。障がい保健福祉関係団体並びに障がいのある人等及びその
きよう ぎ おこな しよう ほ けんふく し かんけいだんたいなら しよう ひととうおよ

家族、並びに障がいのある人等の福祉、医療、教育、又は雇用に関連する職務に従事
か ぞく なら しよう ひととう ふく し い りよう きよういく また こ よう かんれん しよく む じゆう じ

する人等により構成されます。
ひととう こうせい

10 地域生活支援拠点（14ページ）
ち いきせいかつ し えんきよてん

障 がいのある人の高齢化、 重 度化や「親亡き後」を見据え、地域生活支援を推進
しよう ひと こうれい か じゆう ど か おや な あと み す ち いきせいかつ し えん すいしん

する観点から、 障 がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう複数
かんてん しよう ひと す な ち いき あんしん く ふくすう

の事業所や機関により構築された相談、体験の機会、緊 急 時の対応などの様々な支援
じ ぎようしよ き かん こうちく そうだん たいけん き かい きんきゆう じ たいおう さまざま し えん

を切れ目なく提供していく地域の体制です。
き め ていきよう ち いき たいせい

11 共生型（14ページ）
きようせいがた

障害福祉サービス、介護保険サービスのどちらかの基準を満たせば、もう一方の指定
しようが い ふ く し かい ご ほ けん き じゆん み いつぽう し てい

を受けやすくなる「共生型サービス」が平成３０年度から新設されます。
う きようせいがた へいせい ねん ど しんせつ

障がいのある人が６５歳以上になっても、従来から障害福祉で受けていたサービス
しよう ひと さい い じよう じゆうらい しようがいふく し う

を継続して利用しやすくなります。
けいぞく り よう

12 地域づくりガイドライン（14ページ）
ち いき

北海道障がい者条例に基づき定めた、障がいのある人が暮らしやすい地域づくりを
ほつかいどうしよう しやじようれい もと さだ しよう ひと く ち いき

推進するため、市町村が実施することが望ましい相談支援体制づくり等の基本的な指針
すいしん し ちようそん じつ し のぞ そうだん し えんたいせい とう き ほんてき し しん

です。

13 地域包括支援センター（14ページ）
ち いきほうかつ し えん

介護保険法で定められた 地域住民の保健・福祉・医療の向上 虐待防止 介護予防、 、 、
かい ご ほ けんほう さだ ち いきじゆうみん ほ けん ふく し い りよう こうじよう ぎやくたいぼう し かい ご よ ぼう

マネジメントなどを総合的に行う機関です。各市町村に設置されています。
そうごうてき おこな き かん かく し ちようそん せつ ち

14 ピアスタッフ（14ページ）

同じ経験をもつもの同士が「仲間 （ピア）として、単に話を聞く、またはアドバイス」
おな けいけん どう し なか ま たん はなし き

をすることのみではなく、それぞれがよりよく生きる力をもち、自分の状 況を考え、
い ちから じ ぶん じようきよう かんが

自己決定ができるよう励ますことを目的に行われるカウンセリングをピアカウンセリン
じ こ けつてい はげ もくてき おこな

グ、働きかけを行う人をピアスタッフといいます。
はたら おこな ひと



- -50

15 心身障害者総合相談所（15ページ）
しんしんしようがいしやそうごうそうだんしよ

身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を一体化した道立の相談機関で、身
しんたいしようがいしやこうせいそうだんしよおよ ち てきしようがいしやこうせいそうだんしよ いつたい か どうりつ そうだん き かん しん

体障がいのある人や知的障がいのある人、また、その家族から補装具の交付や施設利用
たいしよう ひと ち てきしよう ひと か ぞく ほ そう ぐ こう ふ し せつ り よう

などの各般にわたる相談に応じ 医学的 心理学的 職能的な見地から総合的に検査・判定、 、 、
かくはん そうだん おう い がくてき しん り がくてき しよくのうてき けん ち そうごうてき けん さ はんてい

を行うとともに、集団生活適応訓練などの指導訓練等を行います。
おこな しゆうだんせいかつてきおうくんれん し どうくんれんとう おこな

16 児童相談所（15ページ）
じ どうそうだんしよ

児童福祉法に基づき都道府県及び指定都市が設置する、児童に関する総合的な相談・判
じ どうふく し ほう もと と どう ふ けんおよ し てい と し せつ ち じ どう かん そうごうてき そうだん はん

定機関で、各般の相談に応じて調査・判定や、必要な助言、指導を行います。また、児
てい き かん かくはん そうだん おう ちよう さ はんてい ひつよう じよげん し どう おこな じ

童養護施設、障害児入所施設など児童福祉施設への入所措置も行います。
どうよう ご し せつ しようがい じ にゆうしよ し せつ じ どうふく し し せつ にゆうしよ そ ち おこな

17 発達障害者支援（地域）センター（15ページ）
はつたつしようがいしや し えん ち いき

発達障がいの早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障がいのある人及びその
はったつしょう そ う きはっけん そ う き はったつし え んとう し はったつしょう ひとおよ

家族に対し、専門的に、その相談に応じるとともに、発達障がいのある人に対する専門的
かぞ く たい せんもんてき そうだん おう はったつしょう ひと たい せんもんてき

な発達支援及び就労の支援 関係機関及び民間団体並びにこれに従事する人に対し発達障、
はったつ し えんおよ しゅうろう し え ん かんけい き かんおよ みんかんだんたいなら じゅう じ ひと たい はったつしょう

がいについての情報提供及び研修等を行うための機関です。札幌市を除いて道内３箇所
じょうほうていきょうおよ けんしゅうとう おこな き かん さつぽろ し のぞ どうない か しょ

に設置しています。
せっ ち

18 精神保健福祉センター（15ページ）
せいしん ほ けんふく し

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、都道府県及び指定都市が設置す
せいしん ほ けんおよ せいしんしようがいしやふく し かん ほうりつ もと と どう ふ けんおよ し てい と し せつ ち

る精神保健及び精神障がいのある人の福祉に関する総合技術センターであり、精神保健
せいしん ほ けんおよ せいしんしよう ひと ふく し かん そうごう ぎ じゆつ せいしん ほ けん

福祉相談、社会復帰促進に必要な援助、自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害
ふく し そうだん しやかいふつ き そくしん ひつよう えんじよ じ りつ し えん い りよう せいしんつういん い りよう およ せいしんしようがい

者保健福祉手帳の判定業務などを行うほか、地域精神保健福祉活動を推進するため、
しや ほ けんふく し て ちよう はんていぎよう む おこな ち いきせいしん ほ けんふく し かつどう すいしん

保健所等関係機関への技術支援、教育研修などを行います。
ほ けんしよとうかんけい き かん ぎ じゆつ し えん きよういくけんしゆう おこな

19 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい
ほつかいどうしよう しやおよ しよう じ けん り よう ご なら しよう しやおよ しよう じ く

地域づくりの推進に関する条例（北海道障がい者条例 （15ページ））
ち いき すいしん かん じようれい ほつかいどうしよう しやじようれい

障がいのある人の権利の擁護や 障がいがあることを理由にいかなる差別 虐待も受、 、
しよう ひと けん り よう ご しよう り ゆう さ べつ ぎやくたい う

けることのない暮らしやすい地域づくりを推進するため、平成21年３月31日に公布しまし
く ち いき すいしん へいせい ねん がつ にち こう ふ

た。

20 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会（15ページ）
しよう しや く ち いき い いんかい

北海道障がい者条例に基づき総合振興局（振興局）に設置されている機関であり、
ほつかいどうしよう しやじようれい もと そうごうしんこうきよく しんこうきよく せつ ち き かん

中立公平な立場に立って、虐待や差別、暮らしづらさに関する地域の課題等について、
ちゆうりつこうへい たち ば た ぎやくたい さ べつ く かん ち いき か だいとう

当事者や関係者と協議等を行い解決を図ります。
とう じ しや かんけいしや きよう ぎ とう おこな かいけつ はか

21 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部調査部会（15ページ）
ほつかいどうしよう しや く ち いき すいしんほん ぶ ちよう さ ぶ かい

北海道障がい者条例に基づき道本庁に設置されている機関であり、知事を本部長と
ほつかいどうしよう しやじようれい もと どうほんちよう せつ ち き かん ち じ ほん ぶ ちよう

し、総合的かつ計画的な障がい者施策の推進を図る北海道障がい者が暮らしやすい地域
そうごうてき けいかくてき しよう しや し さく すいしん はか ほつかいどうしよう しや く ち いき

づくり推進本部の所掌事項のうち障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会から審議を
すいしんほん ぶ しよしようじ こ う しよう しや く ち いき い いんかい しん ぎ

求められた事項の協議を行います。
もと じ こう きよう ぎ おこな
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22 意思決定支援ガイドライン（15ページ）
い し けつてい し えん

意思決定支援の定義や意義、標 準的なプロセス、留意点を取りまとめたもので、事
い し けつてい し えん てい ぎ い ぎ ひようじゆんてき りゆう い てん と じ

業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有して普及を図るべき旨が盛り込まれ
ぎようしや せいねんこうけん にな て ふく かんけいしやかん きようゆう ふ きゆう はか むね も こ

た手引きです。
て びき

23 成年後見制度（15ページ）
せいねんこうけんせい ど

認知症や知的障がいのある人、精神障がい（発達障がいを含む ）のある人など判断。
にん ち しよう ち てきしよう ひと せいしんしよう はつたつしよう ふく ひと はんだん

能力の十分ではない人が、財産管理（預貯金の管理、遺産分割など財産に関すること）
のうりよく じゆうぶん ひと ざいさんかん り よ ちよきん かん り い さんぶんかつ ざいさん かん

や身上監護（介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所などの生活に関す
しんじようかん ご かい ご ふく し り よう い りよう ふく し し せつ にゆうたいしよ せいかつ かん

ること）について契約などの法律行為を行うときに、本人の意思をできる限り尊重しな
けいやく ほうりつこう い おこな ほんにん い し かぎ そんちよう

がら権利と財産を守り支援する制度で 各人の判断能力や必要性に応じて後見人等が専任、
けん り ざいさん まも し えん せい ど かくじん はんだんのうりよく ひつようせい おう こうけんにんとう せんにん

され対応します 平成12年４月の民法改正により 禁治産・準禁治産制度に代わり制度化。 、
たいおう へいせい ねん がつ みんぽうかいせい きん じ さん じゆんきん じ さんせい ど か せい ど か

されました。

国では、平成28年に成年後見制度の利用促進に関する法律が制定され、制度の利用促進
くに へいせい ねん せいねんこうけんせい ど り ようそくしん かん ほうりつ せいてい せい ど り ようそくしん

に向けた施策の基本的計画を定めることなどが、市町村の努力義務とされました。
む し さく き ほんてきけいかく さだ し ちようそん ど りよく ぎ む

24 地域生活支援事業（市町村事業 （16ページ））
ち いきせいかつ し えん じ ぎよう し ちようそん じ ぎよう

障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の
しよう ひと じ りつ にちじようせいかつまた しやかいせいかつ いとな ち いき

特性や利用者の状 況に応じ、市町村が実施する次の事業です。
とくせい り ようしや じようきよう おう し ちようそん じつ し つぎ じ ぎよう

理解促進研修・啓発事業 障がいのある人等の理解を深める研修・啓発を行います。
り か い そ く し ん け んしゆう け い は つ じ ぎよう しよう ひ と と う り か い ふ か け んしゆう け い は つ おこな

自発的活動支援事業 障がいのある人やその家族、地域住民等による地域における自発的活動の支援を行いま
じ は つ て き か つ ど う し え ん じ ぎよう しよう ひ と か ぞ く ち い きじゆう み ん と う ち い き じ は つ て き か つ ど う し え ん おこな

す。

相談支援事業 障がいのある人や障がいのある子どもの保護者又はその介護者等からの相談に応じ、情
そ う だ ん し え ん じ ぎよう しよう ひ と しよう こ ほ ご し や ま た か い ご し や と う そ う だ ん お う じよう

報提供や助言、権利擁護のための援助等を行います （基幹相談支援センター機能強化。
ほ う て い きよう じ よ げ ん け ん り よ う ご え ん じ よ と う おこな き か ん そ う だ ん し え ん き の う きよう か

事業、住宅入居等支援事業（居住サポート事業 ））
じ ぎよう じゆうた くにゆうき よ と う し え ん じ ぎよう き よじゆう じ ぎよう

成年後見制度利用支援事 成年後見制度を利用する知的障がい又は精神障がいのある人に対し、制度利用に係る費
せ い ね ん こ う け ん せ い ど り よ う し え ん じ せ い ね ん こ う け ん せ い ど り よ う ち て き しよう ま た せ い し ん しよう ひ と た い せ い ど り よ う か か ひ

業 用を補助します。
ぎよう よ う ほ じ よ

成年後見制度法人後見支 成年後見制度を適正に行うことができる法人の確保を行うため、研修や法人後見活動の
せ い ね ん こ う け ん せ い ど ほ う じ ん こ う け ん し せ い ね ん こ う け ん せ い ど て き せ い おこな ほ う じ ん か く ほ おこな け ん しゆう ほ う じ ん こ う け ん か つ ど う

援事業 支援等を行います。
え ん じ ぎ よ う し え ん と う おこな

意思疎通支援事業 聴覚 言語機能 音声機能 視覚その他の障がいのため 意思の伝達に支援が必要な人等、 、 、 、
い し そ つ う し え ん じ ぎよう ちようか く げ ん ご き の う お ん せ い き の う し か く た しよう い し で ん た つ し え ん ひ つ よ う ひ と と う

に対して、手話通訳者等を派遣する事業などを行います。
た い し ゆ わ つ う や く し や と う は け ん じ ぎよう おこな

日常生活用具給付等事業 障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与します。
に ちじようせ い か つ よ う ぐ きゆう ふ と う じ ぎよう しよう ひ と と う た い じ り つ せ い か つ し え ん よ う ぐ と う に ちじようせ い か つ よ う ぐ きゆう ふ ま た た い よ

手話奉仕員養成研修事業 聴覚障がいのある人との交流活動の促進、市町村の広報活動等の支援者として期待され
し ゆ わ ほ う し い ん よ う せ い け んしゆう じ ぎよう ちよう か く しよう ひ と こ うりゆう か つ ど う そ く し ん し ちよう そ ん こ う ほ う か つ ど う と う し え ん し や き た い

る日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。
に ちじようか い わ て い ど し ゆ わ ひようげ ん ぎ じゆつ しゆうと く し ゆ わ ほ う し い ん よ う せ い

移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある人等に対し、外出のための支援を行います。
い ど う し え ん じ ぎよう お く が い い ど う こ ん な ん しよう ひ と と う た い が いしゆつ し え ん おこな

地域活動支援センター機 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を行う地域活動支援センタ
ち い き か つ ど う し え ん き そ う さ く て き か つ ど う ま た せ い さ ん か つ ど う き か い て いきよう し や か い こ うりゆう そ く し ん と う おこな ち い き か つ ど う し え ん

能強化事業 ーの機能の充実強化を行います。
の うきよう か じ ぎよう き の う じゆうじ つきよう か おこな

上記に掲げる事業のほか、市町村の判断により、障がいのある人等が自立した日常生活又は任意事業
に ん い じ ぎ よ う じよう き か か じ ぎよう し ちようそ ん は ん だ ん しよう ひ と と う じ り つ に ちじようせ い か つ ま た

社会生活を営むことができるよう行う事業で、生活訓練等、日中一時支援、レクリエーショ
し や か い せ い か つ いとな おこな じ ぎよう せ い か つ く ん れ ん と う に つちゆうい ち じ し え ん

ン活動等支援等があります。
か つ ど う と う し え ん と う
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25 身体障害者補助犬（16ページ）
しんたいしようがいしや ほ じよけん

身体障害者補助犬法に基づき 障がいのある人 視覚・肢体不自由・聴覚 の日常生活、 （ ）
しんたいしようがいしや ほ じよけんほう もと しよう ひと し かく し たい ふ じ ゆう ちようかく にちじようせいかつ

を支援するため訓練された、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいいます。
し えん くんれん もうどうけん かいじよけんおよ ちようどうけん

26 アプリケーション（18ページ）

パソコン上で使用するソフトウエアのことです。
じよう し よう

27 市町村保健センター（20ページ）
し ちようそん ほ けん

市町村が住民に対し保健サービスを提供するための拠点として、健康相談、保健指
し ちようそん じゆうみん たい ほ けん ていきよう きよてん けんこうそうだん ほ けん し

導及び健康診査、その他地域保健に必要な事業を行います。
どうおよ けんこうしん さ ほか ち いき ほ けん ひつよう じ ぎよう おこな

28 周産期母子医療センター（21ページ）
しゆうさん き ぼ し い りよう

周産期 妊娠満22週から生後満７日まで における妊娠中毒症や切迫流産などに対応（ ）
しゆうさん き にんしんまん しゆう せい ご まん にち にんしんちゆうどくしよう せつぱくりゆうざん たいおう

できる医療機能を備え、産科医療機関などからの搬送患者を受け入れる高度・専門的な
い りよう き のう そな さん か い りよう き かん はんそうかんじや う い こう ど せんもんてき

医療施設です。
い りよう し せつ

29 周産期救 急 情報システム（21ページ）
しゆうさん き きゆうきゆうじようほう

周産期母子医療センターなどにおける病 床の空 床状 況や手術の可否などの情報
しゆうさん き ぼ し い りよう びようしよう くうしようじようきよう しゆじゆつ か ひ じようほう

をインターネットを通じて、常時提供するシステムです。
つう じよう じ ていきよう

30 地域包括ケアシステム（22ページ）
ち いきほうかつ

重 度な介護 状 態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続
じゆう ど かい ご じようたい す な ち いき じ ぶん く じんせい さい ご つづ

けることができるよう、住まい・医 療 ・介護・予防・生活支援が一体的に提 供 される
す い りよう かい ご よ ぼう せいかつ し えん いつたいてき ていきよう

地域の包括的な支援・サービス提供体制のことです。
ち いき ほうかつてき し えん ていきようたいせい

31 地方センター病院（23ページ）
ち ほう びよういん

第三次保健医療福祉圏の高度・専門医療機関として、特殊な疾病や高度専門医療に
だいさん じ ほ けん い りようふく し けん こう ど せんもん い りよう き かん とくしゆ しつぺい こう ど せんもん い りよう

対応できる医療機能を備えるとともに、臨床に密着した研修・研究が可能な施設及び
たいおう い りよう き のう そな りんしよう みつちやく けんしゆう けんきゆう か のう し せつおよ

スタッフを有し、地域の医療機関への専門医師等の派遣や技術援助を行います。
ゆう ち いき い りよう き かん せんもん い し とう は けん ぎ じゆつえんじよ おこな

32 インクルージョン（24ページ）

地域において、すべての人が孤立などせずに社会の構成員として包み支え合うことをい
ち いき ひと こ りつ しやかい こうせいいん つつ ささ あ

います。

33 インクルーシブ教育システム（24ページ）
きよういく

障害者の権利に関する条約に基づき、共生社会の形成に向けて、障がいのある子ど
しようがいしや けん り かん じようやく もと きようせいしやかい けいせい む しよう こ

もが障がいのない子どもとともに教育を受けることを追求するとともに 個別の教育的、
しよう こ きよういく う ついきゆう こ べつ きよういくてき

ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニ
よう じ じ どうせい と たい じ りつ しやかいさん か み す じ てん きよういくてき

ーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みのことです。
もつと てきかく こた し どう ていきよう た よう じゆうなん し く



- -53

34 広域特別支援連携協議会（26ページ）
こういきとくべつ し えんれんけいきよう ぎ かい

発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒に対する支援体制の整備を促進するた
はつたつしよう ふく しよう よう じ じ どうせい と たい し えんたいせい せい び そくしん

め、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係部局、大学、保護者、ＮＰＯ等の関係者
きよういく い りよう ほ けん ふく し ろうどうとう かんけい ぶ きよく だいがく ほ ご しや えぬぴーおーとう かんけいしや

で構成する組織です。
こうせい そ しき

35 子ども発達支援センター（26ページ）
こ はつたつ し えん

発達の遅れに気づいた段階から、主に、児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デ
はつたつ おく き だんかい おも じ どうふく し ほう もと じ どうはつたつ し えん ほう か ご とう

イサービスの利用に繫がるまでの支援を行う機関です。
り よう つな し えん おこな き かん

36 障害者就 業・生活支援センター（27ページ）
しようがいしやしゆうぎよう せいかつ し えん

就 職を希望する障がいのある人や在職 中の障がいある人の抱える課題に応じて、
しゆうしよく き ぼう しよう ひと ざいしよくちゆう しよう ひと かか か だい おう

雇用及び福祉の関係機関との連携のもと、就 業支援担当者と生活支援担当者が協 力し
こ ようおよ ふく し かんけい き かん れんけい しゆうぎよう し えんたんとうしや せいかつ し えんたんとうしや きようりよく

て、就 業面及び生活面の一体的な支援を行います。
しゆうぎようめんおよ せいかつめん いつたいてき し えん おこな

37 特別支援教育支援員（27ページ）
とくべつ し えんきよういく し えんいん

小・中学校等において発達障がいを含む障がいのある児童生徒に対し、学校におけ
しよう ちゆうがつこうとう はつたつしよう ふく しよう じ どうせい と たい がつこう

る日常生活上の介助や、学習活動上のサポートなどを行う人です。国においては、特
にちじようせいかつじよう かいじよ がくしゆうかつどうじよう おこな ひと くに とく

別支援教育を法的に位置付ける改正学校教育法の施行を踏まえ、計画的な配置が可能と
べつ し えんきよういく ほうてき い ち づ かいせいがつこうきよういくほう し こう ふ けいかくてき はい ち か のう

なるよう、平成19年度から市町村に対し地方交付税措置しています。
へいせい ねん ど し ちようそん たい ち ほうこう ふ ぜい そ ち

38 道立特別支援教育センター（28ページ）
どうりつとくべつ し えんきよういく

北海道における特別支援教育の振興を図るために設置され、本道の特別支援教育の
ほつかいどう とくべつ し えんきよういく しんこう はか せつ ち ほんどう とくべつ し えんきよういく

充実と課題の解決に役立つよう 教育相談 研究・研修 広報啓発・情報教育の三事業、 、 、
じゆうじつ か だい かいけつ やく だ きよういくそうだん けんきゆう けんしゆう こうほうけいはつ じようほうきよういく さん じ ぎよう

を推進します。
すいしん

39 障がい者就労支援企業認証制度（29ページ）
しよう しやしゆうろう し えん き ぎようにんしようせい ど

障がいある人の多数雇用や施設・事業所への優先発注など障がいある人の就労支援
しよう ひと た すう こ よう し せつ じ ぎようしよ ゆうせんはつちゆう しよう ひと しゆうろう し えん

に取り組む企業等を一定基準により評価・認証するとともに認証取得企業に対し、
と く き ぎようとう いつてい き じゆん ひよう か にんしよう にんしようしゆとく き ぎよう たい

入札上の優遇や低利融資制度活用等の配慮を行う制度です。
にゆうさつじよう ゆうぐう てい り ゆう し せい ど かつようとう はいりよ おこな せい ど

40 指定法人（29ページ）
し ていほうじん

北海道障がい者条例に基づき導入した制度で、指定法人を核とした一元的な就労支
ほつかいどうしよう しやじようれい もと どうにゆう せい ど し ていほうじん かく いちげんてき しゆうろう し

援推進体制を確立し 関係機関と緊密に連携しながら 授産事業の経営改善や受注拡大等、 、
えんすいしんたいせい かくりつ かんけい き かん きんみつ れんけい じゆさん じ ぎよう けいえいかいぜん じゆちゆうかくだいとう

の工賃向上に向けた各種取組を推進しています。
こうちんこうじよう む かくしゆとりくみ すいしん

41 北海道障害者雇用支援合同会議（30ページ）
ほつかいどうしようがいしや こ よう し えんごうどうかい ぎ

障がいのある人の雇用・就労支援に関し 雇用 福祉 教育等の関係行政機関の連携、 、 、
しよう ひと こ よう しゆうろう し えん かん こ よう ふく し きよういくとう かんけいぎようせい き かん れんけい

と北海道障がい福祉計画の数値目標を着実に達成するため、連携体制の構築、制度及
ほつかいどうしよう ふく し けいかく すう ち もくひよう ちやくじつ たつせい れんけいたいせい こうちく せい ど およ

び施策の横断的な調整を行います。
し さく おうだんてき ちようせい おこな
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42 全国障害者技能競技大会（アビリンピック （30ページ））
ぜんこくしようがいしや ぎ のうきよう ぎ たいかい

障がいのある人が日ごろ培った技能を互いに競い合うことにより、その職 業能力の
しよう ひと ひ つちか ぎ のう たが きそ あ しよくぎようのうりよく

向上を図るとともに 広く障がいのある人の雇用に対する理解と認識を深め 雇用の促進、 、
こうじよう はか ひろ しよう ひと こ よう たい り かい にんしき ふか こ よう そくしん

を図ることなどを目的として、国際大会開催年を除き毎年開催されています。
はか もくてき こくさいたいかいかいさいねん のぞ まいとしかいさい

43 障害者トライアル雇用（30ページ）
しようがいしや こ よう

障がいのある人及び事業主の相互理解の促進と不安の軽減を図るため、障がいのあ
しよう ひとおよ じ ぎようぬし そう ご り かい そくしん ふ あん けいげん はか しよう

る人等が事業主と有期雇用契約(原則３ヵ月)を締結し、試行雇用を行う制度です。
ひととう じ ぎようぬし ゆう き こ ようけいやく げんそく げつ ていけつ し こう こ よう おこな せい ど

44 職場適応援助者（ジョブコーチ （30ページ））
しよく ば てきおうえんじよしや

障がいのある人の職場適応を容易にするため、企業に職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣
しよう ひと しよく ば てきおう よう い き ぎよう しよく ば てきおうえんじよしや は けん

又は配置し、障がいのある人や事業主に対して、雇用の前後を通じて障がい特性を踏まえた直
また はい ち しよう ひと じ ぎようぬし たい こ よう ぜん ご つう しよう とくせい ふ ちよく

接的で専門的な支援を行います。
せつてき せんもんてき し えん おこな

45 農福連携（31ページ）
のうふくれんけい

障がいのある人の農業分野における就労及び就労訓練のことで、障がいのある人の
しよう ひと のうぎようぶん や しゆうろうおよ しゆうろうくんれん しよう ひと

工賃水準の向上や農業の支え手の拡大など 「農業」と「福祉」が連携することでそれ、
こうちんすいじゆん こうじよう のうぎよう ささ て かくだい のうぎよう ふく し れんけい

ぞれの課題解決を図る取組です。
か だいかいけつ はか とりくみ

（ ）46 共生型事業 32ページ
きようせいがた じ ぎよう

北海道障がい者条例に基づく施策の実施に当たって、地域の特性に応じて、障がい
ほつかいどうしよう しやじようれい もと し さく じつ し あ ち いき とくせい おう しよう

のある人、高齢者、子どもなど地域福祉に係る施策について、これらを一体的に実施する
ひと こうれいしや こ ち いきふく し かか し さく いつたいてき じつ し

事業のことです。
じ ぎよう

47 北海道障がい者権利擁護センター（35ページ）
ほつかいどうしよう しやけん り よう ご

障害者虐待防止法に基づき 都道府県の障がい者虐待の窓口として 使用者による障、 、
しようがいしやぎやくたいぼう し ほう もと と どう ふ けん しよう しやぎやくたい まどぐち し ようしや しよう

がい者虐待に関する通報等の受理、市町村が行う措置に関する助言、広報・啓発等の
しやぎやくたい かん つうほうとう じゆ り し ちようそん おこな そ ち かん じよげん こうほう けいはつとう

業務を行います。
ぎよう む おこな

48 福祉サービス運営適正化委員会（36ページ）
ふく し うんえいてきせい か い いんかい

福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する
ふく し り ようえんじよ じ ぎよう てきせい うんえい かく ほ ふく し かん

利用者等からの苦情を適切に解決するため、社会福祉法第83条の規定により、都道府県
り ようしやとう く じよう てきせつ かいけつ しやかいふく し ほうだい じよう き てい と どう ふ けん

社会福祉協議会に設置しています 社会福祉に関する識見を有し かつ 社会福祉 法律又。 、 、 、
しやかいふく し きよう ぎ かい せつ ち しやかいふく し かん しきけん ゆう しやかいふく し ほうりつまた

は医療に関し学識経験を有する人で構成されています。
い りよう かん がくしきけいけん ゆう ひと こうせい

49 地域生活定着支援センター（36ページ）
ち いきせいかつていちやく し えん

高齢又は障がいにより、自立が困難な矯 正施設を退所した人に対し、保護観察所と
こうれいまた しょう じ り つ こんなん きょうせいし せ つ たいしょ ひと たい ほ ご かんさつじょ

協 働して、退所後直ちに福祉サービス等につなげ、地域生活に定着を図る事業を行い
きょうどう たいしょごただ ふく し とう ち いきせいかつ ていちゃく はか じ ぎょう おこな

ます。具体的には、入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務、矯正施設
ぐ たいてき にゅうしょちゅう き じゅう ち ちょうせい おこな ぎょう む きょうせい し せつ

退所後に行う社会福祉施設入所後の定着のためのフォローアップ業務、退所後の福祉
たいしょ ご おこな しゃかいふく し し せつにゅうしょ ご ていちゃく ぎょうむ たいしょご ふ く し

サービス等についての相談支援業務を一体的に行うことにより、社会復帰と再犯防止に
とう そうだん し えんぎょう む いったいてき おこな しゃかいふ っ き さいはんぼ う し

寄与することを目的としています。
き よ もくてき
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50 北海道地域福祉生活支援センター（36ページ）
ほつかいどう ち いきふく し せいかつ し えん

障がい（知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む ）や高齢により日常生活の。）
しよう ち てきしよう せいしんしよう はつたつしよう ふく こうれい にちじようせいかつ

判断能力に不安があり、在宅で生活している人又は在宅で生活する予定の人に、福祉サ
はんだんのうりよく ふ あん ざいたく せいかつ ひとまた ざいたく せいかつ よ てい ひと ふく し

ービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなどの援助を
り よう て つづ せいかつ ひ かん り ねんきんしようしよ たいせつ しよるい あず えんじよ

行う機関です。
おこな き かん

51 北海道人権施策推進基本方針（37ページ）
ほつかいどうじんけん し さくすいしん き ほんほうしん

道政における人権施策の基本的な考え方を示し、人権施策の効果的かつ効率的な実現
どうせい じんけん し さく き ほんてき かんが かた しめ じんけん し さく こう か てき こうりつてき じつげん

を図るとともに、さまざまな主体の参画と協働の下に、人権施策の推進を図ることとし
はか しゆたい さんかく きようどう もと じんけん し さく すいしん はか

て策定しました（平成15年３月策定 。）
さくてい へいせい ねん がつさくてい

52 ヘルプマーク（37ページ）

外見から援助や配慮を必要としていることが分かりにくい方が身に付けることによっ
がいけん えんじよ はいりよ ひつよう わ かた み つ

て、周囲から援助等を受けやすくするためのものです。
しゆう い えんじよとう う

53 ヘルプカード（37ページ）

必要な援助や配慮の内容及び緊急連絡先などを記載し、周囲の方々に提示することに
ひつよう えんじよ はいりよ ないようおよ きんきゆうれんらくさき き さい しゆう い かたがた てい じ

より、必要な援助等を伝えるものです。
ひつよう えんじよとう つた

54 障害者週間（38ページ）
しようがいしやしゆうかん

国民の間に広く障がいのある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障
こくみん あいだ ひろ しよう ひと ふく し かんしん り かい ふか しよう

がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを
ひと しやかい けいざい ぶん か た ぶん や かつどう せつきよくてき さん か

目的として、障害者基本法により毎年12月３日から12月９日までの１週間と設定してい
もくてき しようがいしや き ほんほう まいとし がつ にち がつ にち しゆうかん せつてい

ます。なお、平成４年の第47回国連総会において、12月３日を「国際障害者デー」とす
へいせい ねん だい かいこくれんそうかい がつ にち こくさいしようがいしや

ることが宣言されています。
せんげん

55 道民福祉の日（38ページ）
どうみんふく し ひ

道民一人ひとりが福祉について考え、ボランティアなど福祉活動に自ら参加するきっ
どうみんひと り ふく し かんが ふく し かつどう みずか さん か

かけとなるよう、広く道内外からアイデアを募集し、制定検討委員会の選考を経て10月2
ひろ どうないがい ぼ しゆう せいていけんとう い いんかい せんこう へ がつ

3日と制定することを平成10年６月に決定しました。なお、この日は「北海道福祉のまち
にち せいてい へいせい ねん がつ けつてい ひ ほつかいどうふく し

づくり条例」が公布された日です。
じようれい こう ふ ひ

56 北海道福祉のまちづくり条例（38ページ）
ほつかいどうふく し じようれい

障がいのある人や高齢者 妊産婦など 行動に制限を受ける方々が自由に行動し 様々、 、 、
しよう ひと こうれいしや にんさんぷ こうどう せいげん う かたがた じ ゆ う こうどう さまざま

な分野に社会参加していく機会を等しく持つことができるよう、その基盤となる、建築物
ぶん や しやかいさん か き かい ひと も き ば ん けんちくぶつ

や道路などの公 共施設や公 共交通機関、生活に必要な情 報を円滑に利用できる「福祉
どう ろ こうきょうし せ つ こうきょうこうつうき か ん せいかつ ひつよう じょうほう えんかつ り よ う ふ く し

のまちづくり」を進めていくため、道、事業者及び道民の責務や整備基準、公共的施設
すす どう じ ぎょうしゃおよ どうみん せ き む せ い びきじゅん こうきょうてきし せ つ

の新築、増改築等に際しての届出等について定めた条 例です（平成10年４月１日施行 。）
しんちく ぞうかいちくとう さい とどけでとう さだ じょうれい へいせい ねん がつ にち し こう
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57 福祉有償運送制度（41ページ）
ふく し ゆうしよううんそうせい ど

ＮＰＯ法人等が障がいのある人や要介護者等の会員に対して、実費の範囲内で、営利
えぬぴーおーほうじんとう しよう ひと ようかい ご しやとう かいいん たい じつ ぴ はん い ない えい り

とは認められない範囲の対価によって、乗員定員11人未満の自動車を使用して、原則と
みと はん い たい か じよういんていいん にん み まん じ どうしや し よう げんそく

してドア・ツー・ドアの個別輸送を行うものです。平成18年10月に施行された改正道路
こ べつ ゆ そう おこな へいせい ねん がつ し こう かいせいどう ろ

交通法により、登録制度として法律上の位置付けが明確化されました。
こうつうほう とうろくせい ど ほうりつじよう い ち づ めいかく か

58 福祉避難所（42ページ）
ふく し ひ なんしよ

身体等の状 況が、障害者支援施設や特別養護老人ホーム等への入所を要するまでに
しんたいとう じようきよう しようがいしや し えん し せつ とくべつよう ご ろうじん とう にゆうしよ よう

は至らないが、一般的な避難所での避難生活が困難な災害時要配慮者のために特別な配慮
いた いつぱんてき ひ なんしよ ひ なんせいかつ こんなん さいがい じ ようはいりよしや とくべつ はいりよ

がなされた避難所です。
ひ なんしよ

59 情報アクセシビリティ（43ページ）
じようほう

パソコンやＷＥＢページなどをはじめとする情報関連のハード、ソフト、サービスな
う ぇ ぶ じようほうかんれん

どを高齢者や障がいのある人を含む多くの人が不自由なく利用できることです。
こうれいしや しよう ひと ふく おお ひと ふ じ ゆう り よう

60 北海道救 急医療・広域災害情報システム（43ページ）
ほつかいどうきゆうきゆう い りよう こういきさいがいじようほう

医療機関 搬送機関 情報センターなどを結び 救 急医療及び災害時の医療対応等、 、 、
い りよう き かん はんそう き かん じようほう むす きゆうきゆう い りようおよ さいがい じ い りようたいおうとう

に必要な情報を提供するシステムです。また、道内の病院、診療所、歯科診療所など
ひつよう じようほう ていきよう どうない びよういん しんりようじよ し か しんりようじよ

の医療機関の検索や、休日夜間当番医などの医療 情報をインターネットで提供してい
い りよう き かん けんさく きゆうじつ や かんとうばん い い りようじようほう ていきよう

ます。

61 視覚障害者情報総合ネットワーク（サピエ （44ページ））
し かくしようがいしやじようほうそうごう

視覚障がいのある人及び視覚による表現の認識に障がいのある方々に対して、点字
し かくしよう ひとおよ し かく ひようげん にんしき しよう かたがた たい てん じ

データや音声データをはじめ 暮らしに密着した地域・生活情報など様々な情報を提供、
おんせい く みつちやく ち いき せいかつじようほう さまざま じようほう ていきよう

するネットワークです。点字図書館等が所蔵する資料の検索や、貸出依頼も可能となっ
てん じ と しよかんとう しよぞう し りよう けんさく かしだし い らい か のう

ています。

62 北海道障がい者施策推進審議会（46ページ）
ほつかいどうしよう しや し さくすいしんしん ぎ かい

障害者基本法第36条に規定する、都道府県に置かなければならない合議制の機関で、
しようがいしや き ほんほうだい じよう き てい と どう ふ けん お ごう ぎ せい き かん

北海道障がい者基本計画を策定するに当たっての意見聴取や、道の障がい者施策の総
ほつかいどうしよう しや き ほんけいかく さくてい あ い けんちようしゆ どう しよう しや し さく そう

合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、その実施状 況を監視するも
ごうてき けいかくてき すいしん ひつよう じ こう ちよう さ しん ぎ じつ し じようきよう かん し

のです。


