
令和２年度第１回北海道自立支援協議会
れ い わ ね ん ど だい かいほっかいどうじ り つしえんきょうぎ か い

「第６期北海道障がい福祉計画」についてのご意見
だ い きほっかいどうしょう ふ く しけいかく い け ん
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居宅介護に携わる事業所、人員が大きく不足して
きょたくか い ご たずさ じぎょうしょ じんいん お お ふ そ く

いる。これは高齢領 域にも同じ事が言えると
こうれい りょういき お な こと い

思われる。この点に対してどのような目 標、
お も てん た い もくひょう

手立てを立てるのか。国の指針の「基本的事項」、
て だ た くに し し ん きほんてきじ こ う

「基本的理念」にある障害者等の自己決定の
き ほ ん て き り ね ん しょうがいしゃとう じ こ けってい

尊 重、地域生活への移行、地域生活の継続、
そんちょう ち い きせいかつ い こ う ち い きせいかつ けいぞく

共 生社会の実現を目指すためには不可欠ではな
きょうせいしゃかい じつげん め ざ ふ か け つ

いか。

居宅介護に携わる事業所、人員不足の問題に
きょたくか い ご たずさ じぎょうしょ じんいんぶ そ く もんだい

ついては、地域移行部会で検討いたします。
ち い き い こ う ぶ か い けんとう

相談支援事業所の人員の確保についても目 標や
そうだんし え んじぎょうしょ じんいん か く ほ もくひょう

手立てが必要。相談支援の充実は人がいなければ
て だ ひつよう そうだんし え ん じゅうじつ ひと

なし得ない。
え

相談支援事業所の人員の確保については、に
そうだんし え んじぎょうしょ じんいん か く ほ

該当する項目ですので、人材育成部会で検討い
がいとう こうもく じんざいいくせいぶ か い けんとう

たします。

都市部では就 労継続支援事業所、障害児通所
と し ぶ しゅうろうけいぞくし え んじぎょうしょ しょうがいじつうしょ

支援事業所が必要数以上に存在していると
し え ん じぎょうしょ ひつようすういじょう そんざい

考えられる。これにより不要な予算を使うことに
か ん が ふ よ う よ さ ん つ か

なっているだけでなく、意図せずとも一般社会か
い と いっぱんしゃかい

ら障害児、障害者を引き離し、共生社会の実現
しょうがいじ しょうがいしゃ ひ は な きょうせいしゃかい じつげん

を阻んでいる。必要数の算出の仕方を明確にしつ
は ば ひつようすう さんしゅつ し か た めいかく

つ、調査等を通じて必要数を明示する必要がある
ちょうさとう つ う ひつようすう め い じ ひつよう

と考える。
かんが

障がい福祉計画では、サービス量の見込みと
しょう ふ く しけいかく りょう み こ

基盤整備について記載をしております。
き ば ん せ い び き さ い

道の計画において、サービスの必要見込量は、
どう けいかく ひつようみこみりょう

各市町村において地域の実情やニーズを的確に
かくしちょうそん ち い き じつじょう てきかく

把握した上で、住民の意見などを考慮して設定
は あ く うえ じゅうみん い け ん こうりょ せってい

した見込量を積み上げたものとなっておりま
みこみりょう つ あ

す。

共 生社会の実現をうたい、国の指針の「計画の
きょうせいしゃかい じつげん くに し し ん けいかく

作成に関する基本的事項」に明記されている通り、
さくせい か ん きほんてきじ こ う め い き と お

計画の作成過程で障 害福祉等関係者からだけで
けいかく さくせいか て い しょうがいふ く しとうかんけいしゃ

はなく、地域住 民や一般企業等から意見を
ち い き じゅうみん いっぱんきぎょうとう い け ん

幅広く聞く何らかの方策が必要と考える。
はばひろ き な ん ほうさく ひつよう かんが

広く道民の意見を聴くために、パブリックコ
ひ ろ どうみん い け ん き

メントを実施します。
じ っ し
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「専門的・広域的な支援」に北海道立心身障害者
せんもんてき こういきてき し え ん ほっかいどうりつしんしんしょうがいしゃ

総合相談所や精神保健福祉センターが入ってい
そうごうそうだんじょ せいしんほ け ん ふ く し は い

ませんでした。

北海道立心身障害者総合相談所が実施する
ほっかいどうりつしんしんしょうがいしゃそうごうそうだんじょ じ っ し

巡回相談は、地域によっては年に１～2回しかな
じゅんかいそうだん ち い き ねん かい

い療 育手帳取得が可能な貴重な機会となってい
りょういくてちょうしゅとく か の う きちょう き か い

ると感じています。
か ん

仮に福祉計画に記載することになった場合に
か り ふ く しけいかく き さ い ば あ い

は、地域やご家族の事情の勘案、相談支援などの
ち い き か ぞ く じじょう かんあん そうだんし え ん

仕組みなどは、相談員さんに理解をしてもらえる
し く そうだんいん り か い

方が地域の相談支援体制の構築になると
ほう ち い き そうだん し え ん たいせい こうちく

考えます。
か ん が

巡 回相談の相談員の中には、行 政 職 員には
じゅんかいそうだん そうだんいん なか ぎょうせいしょくいん

柔和な対応で民間事業所には辛辣な対応や地元
にゅうわ たいおう みんかんじぎょうしょ しんらつ たいおう じ も と

相談員に「空気を読め」と叱責したり、「行政は
そうだんいん く う き よ しっせき ぎょうせい

異動で水道から福祉に来る人もいる（から仕方が
い ど う すいどう ふ く し く ひと し か た

ない）。福祉の専門職が担う役割は大きい。サビ管
ふ く し せんもんしょく に な やくわり お お か ん

からもっと学ぶ努力をして頑張ってもらいたい」
ま な どりょく が ん ば

と民間事業 者が努力をしていないと決めつける
みんかんじぎょうしゃ どりょく き

発言や行 政の責任軽視とも受け取れる発言をす
はつげん ぎょうせい せきにんけ い し う と はつげん

る方もいると聞いています。
かた き

相談支援体制には行政（北海道含）の力はどう
そうだんし え んたいせい ぎょうせい ほっかいどうふくむ ちから

しても必要なので行政側の役割が軽視されない
ひつよう ぎょうせいがわ やくわり け い し

体制づくりを望みます。
た い せ い の ぞ

相談支援体制における「専門的・広域的な
そうだん し え ん たいせい せんもんてき こういきてき

支援」については、地域づくりコーディネータ
し え ん ち い き

ー部会で検討いたします。
ぶ か い けんとう
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２の権利擁護の推進の項目に「女性障がい者の
け ん り よ う ご すいしん こうもく じょせいしょう しゃ

複合差別」に関する項目を設けてはどうか。
ふくごうさ べ つ か ん こうもく も う

「権利擁護の推進」に係る項目については、
け ん り よ う ご すいしん かか こうもく

権利擁護部会で検討いたします。
け ん り よ う ご ぶ か い けんとう

６－⑫ 特別な支援が必要な子どもへの支援に
とくべつ し え ん ひつよう こ し え ん

ついては、７とも重複するが、医療的ケア児が該
ちょうふく いりょうてき じ がい

当すると思うので「医療的ケア等の特別な支援が
とう お も いりょうてき とう とくべつ し え ん

必要な子どもへの支援」と明記した方がよいので
ひつよう こ し え ん め い き ほう

はないか。

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

項目については、障がい児支援部会で検討いた
こうもく しょう じ し え ん ぶ か い けんとう

します。

７の「発達障がいや医療を必要とする人等への
はったつしょう いりょう ひつよう ひととう

支援」を「発達障がいや難病その他医療的ケア
し え ん はったつしょう なんびょう た いりょうてき

を必要とする人等への支援」へ７－②の「医療を
ひつよう ひととう し え ん いりょう

必要とする在宅の重度障がい児者への支援」を
ひつよう ざいたく じゅうどしょう じ し ゃ し え ん

「医療的ケアを必要とする在宅の重度障がい
いりょうてき ひつよう ざいたく じゅうどしょう

児者への支援」などへの修正が必要ではないか。
じ し ゃ し え ん しゅうせい ひつよう

（医療は一般的な通院や入院も含むが、ここは、
いりょう いっぱんてき つういん にゅういん ふ く

医療的ケアに関する項目ではないか。）
いりょうてき か ん こうもく

「発達障がいや医療を必要とする人等への
はったつしょう いりょう ひつよう ひととう

支援」に係る文言の修正については、医療的
し え ん かか もんごん しゅうせい いりょうてき

ケア児支援部会で検討いたします。
じ し え ん ぶ か い けんとう

第 6期障がい福祉計画の構成案
だ い き しょう ふ く しけいかく こうせいあん

（推進項目と推進施策）について
すいしんこうもく すいしんし さ く
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医療的ケアという記載が第６期計画からなくな
いりょうてき き さ い だ い きけいかく

っているが、これは必要である。
ひつよう

「医療的ケア」の記載については、障がい児
いりょうてき き さ い しょう じ

支援部会及び医療的ケア児支援部会で検討いた
し え ん ぶ か い お よ いりょうてき じ し え ん ぶ か い けんとう

します。

医療を発達障がいと同じ枠組みに入れている
いりょう はったつしょう お な わ く ぐ い

が、「３ 地域生活支援体制の充実」または「５
ち い きせいかつし え んたいせい じゅうじつ

サービス提供基盤の充実」と「６障がい児支援
ていきょうき ば ん じゅうじつ しょう じ し え ん

の充実」に盛り込んだ方がよいのではないか。
じゅうじつ も こ ほう

医療の記載については、地域づくりコーディ
いりょう き さ い ち い き

ネーター部会、医療的ケア児支援部会及び障が
ぶ か い いりょうてき じ し え ん ぶ か い お よ しょう

い児支援部会で検討いたします。
じ し え ん ぶ か い けんとう

９の「就労支援施策の充実・強化」の「③多様
しゅうろうし え ん し さ く じゅうじつ きょうか た よ う

な就労機会の確保」には、札幌市が実施している
しゅうろうき か い か く ほ さっぽろし じ っ し

元気ショップ等の第三の働き方といわれる分野も
げん き とう だいさん はたら かた ぶ ん や

記載してもよいのでは。
き さ い

札幌市の元気ショップは授産製品の販売促進
さっぽろし げ ん き じゅさんせいひん はんばいそくしん

により、社会的自立や活動等の理解を進めるこ
しゃかいてきじ り つ かつどうとう り か い す す

とを目的としており、第４の９(4)に記載の、
もくてき だ い き さ い

「製品等の販路拡大」で整理されております。
せいひんとう は ん ろかくだい せ い り

11 の「安全確保に備えた地域づくりの推進につ
あんぜんか く ほ そ な ち い き すいしん

いては、第 5期障がい福祉計画の計画期間中に
だ い きしょう ふ く しけいかく けいかくきかんちゅう

体験した胆振東部地震や現在、おきている新型コ
たいけ ん い ぶ り と う ぶ じ し ん げんざい しんがた

ロナウイルス感染症を踏まえた災害時及び感染
かんせんしょう ふ さいがい じ お よ かんせん

予防等とした項目をたてることが必要ではない
よ ぼうとう こうもく ひつよう

か。

「安全確保に備えた地域づくりの推進」に係る
あんぜんか く ほ そ な ち い き すいしん かか

項目の追加については、委員の意見を踏まえ、
こうもく つ い か い い ん い け ん ふ

検討いたします。
けんとう

資料３－１の第６に関わることではあるが、第
しりょう だ い か か だい

５期計画まで掲げられていた「医療的ケア児等
き けいかく か か いりょうてき じ とう

支援のための関係機関の協議の場の設置」という
し え ん かんけいき か ん きょうぎ ば せ っ ち

項目は残すべきではないか。
こうもく の こ

「医療的ケア児等支援のための関係機関の協議
いりょうてき じ とうし え ん かんけいき か ん きょうぎ

の場の設置」の項目については、障がい児支援
ば せ っ ち こうもく しょう じ し え ん

部会及び医療的ケア児支援部会で検討いたしま
ぶ か い お よ いりょうてき じ し え ん ぶ か い けんとう

す。


