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第６期北海道障がい福祉計画の概要
だい き ほっかいどうしょう ふ く しけいかく がいよう

１ 基本的事項
きほんてきじ こ う

２ 計画の推進のための具体的な取組
けいかく すいしん ぐたいてき とりくみ

計画策定
けいかくさくてい

の趣旨
し ゅ し

障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、地域
しょう ひと じ り つ にちじょうせいかつおよ しゃかいせいかつ いとな ち い き

において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等が計画的に提供される
ひつよう しょうがいふ く し とうおよ しょうがい じ つうしょし え んとう けいかくてき ていきょう

ための実施計画として策定
じ っ しけいかく さくてい

計画の
けいかく

目 的
もく てき

障がいのある人を主体とした支援体制づくりを進め、本人が希望する暮らしの実現、
しょう ひと しゅたい し え んたいせい すす ほんにん き ぼ う く じつげん

意欲や障がい特性に応じた地域活動が保障される社会づくりを推進していくため、
い よ く しょう とくせい おう ち い きかつどう ほしょう しゃかい すいしん

「希望するすべての障がい者が安心して地域で暮らせる社会づくり」を基本テーマ
き ぼ う しょう しゃ あんしん ち い き く しゃかい き ほ ん

として目指す
め ざ

計画の位
けいかく い

置付け等
ち づ とう

・北海道地域福祉支援計画の施策別計画で、「第２期北海道障がい者基本計画」の
ほっかいどうち い き ふ く し し え んけいかく し さ くべつけいかく だい き ほっかいどうしょう しゃき ほ んけいかく

実施計画
じ っ しけいかく

・障害者総合支援法第89 条第1項に基づく都道府県障害福祉計画
しょうがいしゃそうごうし え んほうだい じょうだい こう もと と ど う ふ け んしょうがいふ く しけいかく

・児童福祉法第33条の 22 に基づく「北海道障がい児福祉計画」
じ ど う ふ く しほうだい じょう もと ほっかいどうしょう じ ふ く しけいかく

・北海道障がい者条例第29 条第１項に基づく「障がい者就労支援推進計画」
ほっかいどうしょう しゃじょうれいだい じょうだい こう もと しょう しゃしゅうろうし え んすいしんけいかく

計画期間
けいかくき か ん

令和３年度から令和５年度までの３年間
れい わ ねん ど れい わ ねん ど ねんかん

推進項目及び推進施策
すいしんこうもくおよ すいしんし さ く

具体的な取組
ぐたいてき とりくみ

(1)北海道障がい者条例の施策の推進
ほっかいどうしょう しゃじょうれい し さ く すいしん

①北海道障がい者条例の施策の推進
ほっかいどうしょう しゃじょうれい し さ く すいしん

・虐待や差別の禁止、合理的配慮の推進
ぎゃくたい さ べ つ き ん し ごうりてきはいりょ すいしん

(2)権利擁護の推進
け ん り よ う ご すいしん

①暮らしづらさを解 消するための
く かいしょう

取組
とりくみ

②虐待の防止
ぎゃくたい ぼ う し

③差別等を解 消するための取組の
さ べ つとう かいしょう とりくみ

推進
すいしん

④意思決定支援の推進
い し けっていし え ん すいしん

・地域づくり委員会で虐待や差別解消等に関する
ち い き いいんかい ぎゃくたい さ べ つかいしょうとう かん

地域の課題等の解消に向けた協議実施
ち い き か だ いとう かいしょう む きょうぎじ っ し

・「北海道障がい者権利擁護センター」における
ほっかいどうしょう しゃけ ん り よ う ご

虐待通報の受理、相談対応等
ぎゃくたいつうほう じ ゅ り そうだんたいおうとう

・「意思決定支援ガイドライン」を活用した研修
い し けっていし え ん かつよう けんしゅう

実施
じ っ し

(3)地域生活支援体制の充実
ち い きせいかつし え んたいせい じゅうじつ

①相談支援体制の確保
そうだんし え んたいせい か く ほ

②障がい者の地域生活への移行促進
しょう しゃ ち い きせいかつ い こ うそくしん

③地域生活支援拠点等の整備
ち い きせいかつし え んきょてんとう せ い び

④自立と社会参加の促進
じ り つ しゃかいさ ん か そくしん

⑤ライフサイクルを通じた関係機関の
つう かんけいき か ん

連携強化
れんけいきょうか

・地域づくりコーディネーターを活用した相談
ち い き かつよう そうだん

支援体制の構築に係る市町村支援や地域生活に
し え んたいせい こうちく かか しちょうそんし え ん ち い きせいかつ

係る総合的・広域的な支援
かか そうごうてき こういきてき し え ん

新 障がい者文化芸術活動の推進
しんしょう しゃぶ ん かげいじゅつかつどう すいしん

新読書バリアフリーの推進
しんどくしょ すいしん
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推進項目及び推進施策
すいしんこうもくおよ すいしんし さ く

具体的な取組
ぐたいてき とりくみ

(4)新北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進
しんほっかいどう い し そ つ う し え んじょうれい し ゅ わ げ ん ごじょうれい し さ く すいしん

①北海道意思疎通支援条例の施策の
ほっかいどう い し そ つ う し え んじょうれい し さ く

推進
すいしん

②北海道手話言語条例の施策の推進
ほっかいどうし ゅ わ げ ん ごじょうれい し さ く すいしん

・道民の理解促進 ・意思疎通手段の確保
どうみん り か いそくしん い し そ つ うしゅだん か く ほ

・情報保障の推進
じょうほうほしょう すいしん

・意思疎通支援者の養成及び派遣の推進
い し そ つ う し え んしゃ ようせいおよ は け ん すいしん

・手話を習得する機会の確保
し ゅ わ しゅうとく き か い か く ほ

(5)サービス提供基盤の整備
ていきょうき ば ん せ い び

①住まいの基盤整備の充実
す き ば ん せ い び じゅうじつ

②日中活動サービスの充実
にっちゅうかつどう じゅうじつ

③地域生活を支えるサービス基盤の
ち い きせいかつ ささ き ば ん

充実
じゅうじつ

④共生型地域福祉拠点の取組の推進
きょうせいがたち い き ふ く しきょてん とりくみ すいしん

⑤地域間格差の縮 小
ち い きかんか く さ しゅくしょう

⑥施設による支援
し せ つ し え ん

・社会福祉施設等施設整備事業等を活用したグルー
しゃかいふ く し し せ つとうし せ つ せ い びじぎょうとう かつよう

プホームの整備
せ い び

新耐震化整備などの防災対策、ウイルス性感染症
しんたいしんかせ い び ぼうさいたいさく せいかんせんしょう

の拡大防止を図る整備
かくだいぼ う し はか せ い び

(6) 障がい児支援の充実
しょう じ し え ん じゅうじつ

①子どもの発達支援の充実
こ はったつし え ん じゅうじつ

②家族への支援
か ぞ く し え ん

③福祉、保育、保健、医療、教育、
ふ く し ほ い く ほ け ん いりょう きょういく

就労支援等の関係機関と連携した
しゅうろうし え んとう かんけいき か ん れんけい

支援
し え ん

④地域社会への参加・インクルージョ
ち い きしゃかい さ ん か

ン(包容)の推進
ほうよう すいしん

⑤障がい児支援体制の基盤整備
しょう じ し え んたいせい き ば ん せ い び

⑥特別な支援が必要な子どもへの支援
とくべつ し え ん ひつよう こ し え ん

・児童発達支援センターの設置推進、市町村中核
じ ど うはったつし え ん せ っ ちすいしん しちょうそんちゅうかく

子ども発達支援センターの整備
こ はったつし え ん せ い び

新新生児聴覚検査から療育につなげる体制整備
しん しんせいじちょうかくけ ん さ りょういく たいせいせ い び

のための協議会の設置、手引書の周知等
きょうぎかい せ っ ち てびきしょ しゅうちとう

新難聴児支援のための中核的機能を有する体制の
しんなんちょうじし え ん ちゅうかくてきき の う ゆう たいせい

確保
か く ほ

・ペアレントメンターの養成
ようせい

(7)発達障がいのある人や医療的ケアの必要な在宅の障がいがある人等への支援
はったつしょう ひと いりょうてき ひつよう ざいたく しょう ひととう し え ん

①発達 障 がいのある人への支援の
はったつしょう ひと し え ん

充実
じゅうじつ

②医療を必要とする障がい児者等へ
いりょう ひつよう しょう じ しゃとう

の支援
し え ん

③難病等である人への支援
なんびょうとう ひと し え ん

・発達障 害者支援センターによる関係機関への
はったつ しょうがいしゃし え ん かんけいき か ん

支援、障がいの特性等に対する理解促進
し え ん しょう とくせいとう たい り か いそくしん

・医療的ケア児等支援のための協議の場の設置
い りょうてき じ とう し えん きょう ぎ ば せっ ち

・医療的ケア児等コーディネーターの育成
いりょうてき じ とう いくせい

(8)精神保健福祉・医療施策の充実
せいしんほ け ん ふ く し いりょうし さ く じゅうじつ

①地域生活を支える体制の整備
ち い きせいかつ ささ たいせい せ い び

②保健・医療の推進
ほ け ん いりょう すいしん

・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
せいしんしょう たいおう ち い きほうかつ

新依存症対策の推進
しんいぞんしょうたいさく すいしん

(9)就労支援施策の充実・強化
しゅうろうし え ん し さ く じゅうじつ きょうか
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３ 計画の推進管理
けいかく すいしんか ん り

４ 令和５年度（2023年度）の成果目 標（主なもの）
れいわ ねんど ねんど せいかもくひょう おも

推進項目及び推進施策
すいしんこうもくおよ すいしんし さ く

具体的な取組
ぐたいてき とりくみ

①道民、企業、行政等が一体となった
どうみん きぎょう ぎょうせいとう いったい

応援体制づくり
おうえんたいせい

②一般就労の推進
いっぱんしゅうろう すいしん

③多様な就労の機会の確保
た よ う しゅうろう き か い か く ほ

④福祉的就労の底上げ
ふ く してきしゅうろう そ こ あ

・企業と連携した取組推進
きぎょう れんけい とりくみすいしん

・職場定着の支援
しょくばていちゃく し え ん

新大学等在学中からの就労支援
しんだいがくとうざいがくちゅう しゅうろうし え ん

新農福連携等の促進
しんのうふくれんけいとう そくしん

新高齢障がい者に対する就労支援
しんこうれいしょう しゃ たい しゅうろうし え ん

(10)多様な人材の確保・養成及びサービスの質の向上
た よ う じんざい か く ほ ようせいおよ しつ こうじょう

①人材の養成・確保
じんざい ようせい か く ほ

②サービスの質の向上
しつ こうじょう

・相談支援従事者、サービス管理責任者等の養成及
そうだんし え んじゅうじしゃ か ん りせきにんしゃとう ようせいおよ

び資質の向上
し し つ こうじょう

・障害福祉サービス事業者等の指導
しょうがいふ く し じぎょうしゃとう し ど う

(11)安全確保に備えた地域づくりの推進
あんぜんか く ほ そな ち い き すいしん

①安全確保に備えた地域づくりの推進
あんぜんか く ほ そな ち い き すいしん

・市町村の災害時の要配慮者支援策の充実・支援
しちょうそん さいがい じ ようはいりょしゃし え んさく じゅうじつ し え ん

体制づくり
たいせい

・新感染症対策に係る体制整備の推進
しんかんせんしょうたいさく かか たいせいせ い び すいしん

計画の
けいかく

推進管理
すいしんか ん り

成果目標の達成状 況や施策の推進上の課題等について、分析・評価するなどして
せ い かもくひょう たっせいじょうきょう し さ く すいしんじょう か だ いとう ぶんせき ひょうか

「北海道障がい者施策推進審議会」に進捗 状 況を報告し、その意見等を踏まえて、
ほっかいどうしょう しゃし さ くすいしんしんぎ か い しんちょくじょうきょう ほうこく い け んとう ふ

計画の効率的な推進に努める。
けいかく こうりつてき すいしん つと

主な項目
おも こうもく

R5目標値
もくひょう ち

考え方
かんが かた

福祉施設の入所者の地域
ふ く し し せ つ にゅうしょしゃ ち い き

生活への移行目標
せいかつ い こ うもくひょう 234人

にん 令和2年（2020年）3月末の施設入所者数の約2.4％
れ い わ ねん ねん がつまつ し せ つにゅうしょしゃすう やく

で設定
せってい

精神障がいにも対応した
せいしんしょう たいおう

地域包括ケアシステム
ち い き ほうかつ

構築に係る目標
こうちく かか もくひょう

92％ 入院後１年時点の退院率
にゅういんご ねんじ て ん たいいんりつ

316日以上
にちいじょう

(現 状維持以上)
げんじょう い じ いじょう 新退院後の 1年以内の地域における平均生活日数

しんたいいんご ねんい な い ち い き へいきんせいかつにっすう

地域生活支援拠点等の整
ち い きせいかつし え んきょてんとう せい

備目標
び もくひょう 21 か所以上

しょいじょう

障がい保健福祉圏域に 1か所以上
しょう ほ け ん ふ く しけんいき しょいじょう

福祉施設から一般就労へ
ふ く し し せ つ いっぱんしゅうろう

の移行目標
い こ うもくひょう 1,414人

にん 年間一般就労者数
ねんかんいっぱんしゅうろうしゃすう

（令和元年度（2019年度）実績の 1.27倍で設定）
れ い わがんねん ど ねん ど じっせき ばい せってい

新各事業の一般就労移行
しんかくじぎょう いっぱんしゅうろうい こ う

者数
しゃすう

840人
にん 就労移行支援(令和元年度（2019年度）実績の 1.3

しゅうろうい こ う し え ん れ い わがんねん ど ね ん ど じっせき

倍を設定)
ばい せってい

229人
にん 就労継続支援A型(令和元年度（2019年度）実績の

しゅうろうけいぞくし え ん がた れ い わがんねん ど ね ん ど じっせき

1.26倍を設定)
ばい せってい

323人
にん 就労継続支援B型(令和元年度（2019年度）実績の

しゅうろうけいぞくし え ん がた れ い わがんねん ど ね ん ど じっせき

1.23倍を設定)
ばい せってい

新就 労 定 着支援事業に
しんしゅうろうていちゃくし え んじぎょう

70％
就労移行支援事業等を通じて一般就労する者のう
しゅうろうい こ う し え んじぎょうとう つう いっぱんしゅうろう もの

ち、就労定着支援事業を利用する者の割合
しゅうろうていちゃくし え んじぎょう り よ う もの わりあい
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５ サービス量の見込みと基盤整備
りょう み こ き ばんせい び

主な項目
おも こうもく

R5目標値
もくひょう ち

考え方
かんが かた

関する目標
かん もくひょう

70％
事業者全体のうち就労定着率が 8割以上の事業所
じぎょうしゃぜんたい しゅうろうていちゃくりつ わりいじょう じぎょうしょ

の割合
わりあい

障 がい児支援の 提 供
しょう じ し え ん ていきょう

体制の整備目標
たいせい せ い びもくひょう 21 か所

しょ 障がい保健福祉圏域に 1か所以上整備
しょう ほ け ん ふ く しけんいき しょいじょうせ い び

（児童発達支援センター等の事業所数）
じ ど うはったつし え ん とう じぎょうしょすう

医療的ケア児等支援に関
いりょうてき じ とうし え ん かん

する目標
もくひょう 82 か所

しょ 市町村における医療的ケア児等コーディネーターの
しちょうそん いりょうてき じ とう

配置（医療的ケア児等が在住する市町村）
は い ち いりょうてき じ とう ざいじゅう しちょうそん

障害福祉サービス量の
しょうがいふく し りょう

基本的な考え方
き ほんてき かんが かた

各市町村において、地域の実情やニーズを的確に把握した上で、
かくしちょうそん ち い き じつじょう てきかく は あ く うえ

住民の意見などを考慮して設定した見込量を積み上げたもので、
じゅうみん い け ん こうりょ せってい みこみりょう つ あ

成果目標達成のための活動指標
せ い かもくひょうたっせい かつどうしひょう

基盤整備量の考え方
き ばんせい び りょう かんが かた

支給決定を行う市町村とサービス提供事業者の所在する市町村
しきゅうけってい おこな し ちょうそん ていきょうじぎょうしゃ しょざい しちょうそん

が異なることを考慮し、圏域調 整を行 った上で圏域ごとに基盤
こと こうりょ けんいきちょうせい おこな うえ けんいき き ば ん

整備量を整理する。
せいびりょう せ い り

地域生活支援事業（道事
ち い きせいかつし え んじぎょう どう じ

業）の必要見込量
ぎょう ひつよう み こみりょう

道は、①専門性の高い相談支援事業、②専門性の高い意思疎通支
どう せんもんせい たか そうだん し えん じ ぎょう せんもんせい たか い し そ つう し

援を行う者の養成研修事業、③専門性の高い意思疎通支援を行う
えん おこな もの ようせいけんしゅうじぎょう せんもんせい たか い し そ つう し えん おこな

者の派遣事業、④意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間
もの は け んじぎょう い し そ つ う し え ん おこな もの は け ん かか し ちょうそんそうご か ん

の連絡調整事業、⑤広域的な支援事業、⑥サービス・相談支援者、
れんらくちょうせいじぎょう こういきてき し え んじぎょう そうだんしえんしゃ

指導育成事業を地域生活支援事業として実施。（P70、71）
し ど ういくせいじぎょう ち い きせいかつし え んじぎょう じ っ し


