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はじめに

○ 相談支援従 事者の資質の向上 を目的に、平成１９年度から北海道自立支援協 議会
そうだんし えんじゅうじ しゃ し しつ こうじょう もくてき へいせい ねんど ほっかいどうじ りつし えんきょうぎ かい

に研修 専門部会を設置し、相談支援従 事者の研修 内容や体制整備について協 議を行
けんしゅうせんもんぶ かい せっ ち そうだんし えんじゅうじ しゃ けんしゅうないよう たいせいせいび きょうぎ おこな

ってきたが、障 がいがあっても安心して暮らせる地域づくりを推進するために重 要な
しょう あん しん く ち いき すい しん じゅうよう

役割を担う、幅広い人材の育成のあり方について検討するため、平成２５年度に研修 専
やくわり にな はばひろ じんざい いくせい かた けんとう へいせい ねんど けんしゅうせん

門部会を人材育成部会に改 めて、北海道における障 がい保健福祉に関わる人材育成の
もんぶ かい じん ざい いくせい ぶ かい あらた ほっ かい どう しょう ほ けんふくし かか じんざい いくせい

あり方について検討した。
かた けんとう

○ その結果、相談支援従 事者及びサービス管理責任者を主としながら、障 害福祉サー
けっか そうだん し えんじゅうじ しゃおよ かんり せき にんしゃ しゅ しょうがいふく し

ビス従 事者全般に共 通する課題、求められる人材像、人材育成を行 う上での具体的な
じゅうじ しゃぜんぱん きょうつう か だい もと じんざいぞう じんざいいくせい おこな うえ ぐ たいてき

取組み等を、第４期北海道障 がい福祉計画に反映すべく、次のとおりまとめたので、北
とりくみ とう だい き ほっかいどうしょう ふくし けいかく はんえい つぎ ほっ

海道における人材育成のあり方として提言するものである。
かいどう じんざいいくせい かた ていげん

第１ 求められる人材像
だい もと じんざいぞう

求められる人材像について、次のとおり「価値」、「知識」、「技術 」の３つの要素で示
もと じんざいぞう つぎ か ち ち しき ぎ じゅつ ようそ しめ

すこととした。

主として、相談支援専門員とサービス管理責任者を念頭においているが、他の障 害福
しゅ そうだんし えんせんもんいん かんり せきにんしゃ ねんとう た しょうがいふく

祉サービス従 事者にも、内容に応じて広く適用されることを想定している。
じゅうじ しゃ ないよう おう ひろ てきよう そうてい

（１）価値
か ち

・本人中 心の価値
ほんにんちゅうしん か ち

自己決定と選択（個の主体としての自立）
じ こ けってい せんたく こ しゅたい じ りつ

・人権をめぐる価値
じんけん か ち

人間存在の基本価値（人としての尊厳と人権の尊重 ）、中 立・公平の立場と本人の
にんげんそんざい き ほんか ち ひと そんげん じんけん そんちょう ちゅうりつ こうへい たちば ほんにん

権利擁護者としての関係性、絶対的平 等
けんり ようご しゃ かんけいせい ぜったいてきびょうどう

・職 業 倫理
しょくぎょうりんり

ソーシャルワーカーとしての倫理
りんり

（２）知識
ち しき

・対象 理解に関する知識
たいしょうり かい かん ち しき

障 がいの概念･特性、ICF 、児童発達に関する知識
しょう がいねん とくせい あい・しー・えふ じ どうはったつ かん ち しき

・障 がい者の歴史的な処遇、実態
しょう しゃ れきし てき しょぐう じったい

社会政策と法制度と施策、権利侵害、関連法制度（障 害者総合支援法の理解と運営
しゃかいせいさく ほうせいど し さく けんり しんがい かんれんほうせいど しょうがいしゃそうごうし えんほう り かい うんえい

基準 ）、障 害福祉サービス、障 がい者福祉・教 育関連の制度
き じゅん しょうがいふくし しょう しゃふくし きょういくかんれん せいど

・地域特性に関する知識
ち いきとくせい かん ち しき

北海道の地域特性
ほっかいどう ち いきとくせい

・フォーマル･インフォーマルな社会資源に関する知識
しゃかいし げん かん ち しき

関係機関の役割
かんけいき かん やくわり

・各種援助理論や援助技術 に関する知識
かくしゅえんじょり ろん えんじょぎ じゅつ かん ち しき

SW援助技術 （各種方法論）の概要
えんじょぎ じゅつ かくしゅほうほうろん がいよう
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（３）技術
ぎ じゅつ

・想像力
そうぞうりょく

利用者の生活全体を捉え、その思いを察知し、微かな変化をも感知する力
り ようしゃ せいかつぜんたい とら おも さっち かす へんか かんち ちから

・情 報収 集 力
じょうほうしゅうしゅうりょく

利用者･家族･関係者の話 や記録から必要な情 報を収 集 する力
り ようしゃ か ぞく かんけいしゃ はなし き ろく ひつよう じょうほう しゅうしゅう ちから

・分析力
ぶんせきりょく

主訴やニーズ、現状 の構成要素、利用者の環境 的課題(地域課題)等をアセスメン
しゅそ げんじょう こうせいよう そ り ようしゃ かんきょうてきか だい ち いき か だい とう

トする力
ちから

・創造力
そうぞうりょく

支援に必要なアイディアや仕組みを発想できる力
し えん ひつよう し く はっそう ちから

・対話力
たいわ りょく

利用者の思いを引き出すコミュニケーション力 、相談スキル（アサーティブ）
り ようしゃ おも ひ だ りょく そうだん

・関係形成力
かんけいけいせいりょく

利用者･関係者と信頼関係を構築する力
り ようしゃ かんけいしゃ しんらいかんけい こうちく ちから

・交渉 力
こうしょうりょく

利用者のニーズに即応するために関係機関とかけあう力
り ようしゃ そくおう かんけいき かん ちから

・調 整力
ちょうせいりょく

複数の課題や関係機関の特性を理解し的確な役割を割振り、連携を生みだす力
ふくすう か だい かんけいき かん とくせい り かい てきかく やくわり わりふ れんけい う ちから

・説明力
せつめいりょく

利用者のニーズや思い、地域課題等を分かりやすく伝える力
り ようしゃ おも ち いきか だいとう わ つた ちから

・計画力
けいかくりょく

利用者主体に基づき、支援に必要な時間･優先課題を見立て、目標 を計画的に遂行管
り ようしゃしゅたい もと し えん ひつよう じ かん ゆうせんか だい み た もくひょう けいかくてき すいこうかん

理しつつ実現する力
り じつげん ちから

・推進力
すいしんりょく

積極 的に事態を動かし、利用者･関係機関を促 していく力
せっきょくてき じ たい うご り ようしゃ かんけいき かん うなが ちから

・評 価力
ひょうか りょく

地域課題や、支援の総過程をトータルに評 価できる力
ち いきか だい し えん そうか てい ひょうか ちから

・SW援助技術
えんじょぎ じゅつ

各種援助方法、質の高い QOL への支援
かくしゅえんじょほうほう しつ たか きゅー・おー・える し えん

・指導力
し どうりょく

後輩に対して、的確にスーパーバイズできる力
こうはい たい てきかく ちから

・社会資源開発力
しゃかいし げんかいはつりょく

新たな資源づくり、現状 の社会資源の使い方などの開発できる力
あら し げん げんじょう しゃかいし げん つか かた かいはつ ちから
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第２ 現状 と課題
だい げんじょう か だい

１ 相談支援専門員の研修
そうだんし えんせんもんいん けんしゅう

・相談支援従 事者研修 については、障 害者総合支援法に基づく相談支援専門員の要件
そうだんし えんじゅうじ しゃけんしゅう しょうがいしゃそうごうし えんほう もと そうだんし えんせんもんいん ようけん

として必須の研修 であり、基礎研修（5日間 31.5時間）と更新のための５年毎の現任研
ひっす けんしゅう き そ けんしゅう か かん じ かん こうしん ねんごと げんにんけん

修 （3 日間 18.0 時間）がある。
しゅう か かん じ かん

・道では、基礎研修 及び現任研修 については、委託で実施しているところであるが、専
どう き そ けんしゅうおよ げんにんけんしゅう い たく じっし せん

門コース別研修 については現在実施していない。
もん べつけんしゅう げんざいじっし

※専門コース別研修 については、障 がい児支援、権利擁護・成年後見制度、地域移行
せんもん べつけんしゅう しょう じ し えん けんり ようご せいねんこうけんせいど ち いきい こう

・地域定着 ・触 法、セルフマネジメント、スーパービジョンの５コースとなっている。
ち いきていちゃく しょくほう

①研修 に関すること
けんしゅう かん

・平成２７年度からは、障 害福祉サービス等を利用する全ての者に、サービス等利用計
へいせい ねんど しょうがいふくし とう り よう すべ もの とうり ようけい

画案の提出 が求められることから、そのための体制整備として、相談支援従 事者研修
かくあん ていしゅつ もと たいせいせいび そうだんし えんじゅうじ しゃけんしゅう

の受講定員を相当数確保することが引き続き必要となるものと考 えられる。
じゅこうていいん そうとうすうかくほ ひ つづ ひつよう かんが

・相談支援従 事者研修 の現任研修 については、相談支援専門員として従 事していない
そうだんし えんじゅうじ しゃけんしゅう げんにんけんしゅう そうだんし えんせんもんいん じゅうじ

者もおり、従 事している者との差が大きく、研修 内容の検討が必要となっている。
もの じゅうじ もの さ おお けんしゅうないよう けんとう ひつよう

・基礎研修 の前に受講できるような、制度理解などの知識や基礎的な技術 に関する研
き そ けんしゅう まえ じゅ こう せいど り かい ち しき き そ てき ぎ じゅつ かん けん

修 が体系化されていないため、初歩的な事項の一部を初任者研修 で扱 わざるをえず、
しゅう たいけいか しょほ てき じ こう いちぶ しょにんしゃけんしゅう あつか

基礎研修 のレベルの確保が難 しい状 況 となっている。
き そ けんしゅう かくほ むずか じょうきょう

②研修 講師やファシリテーターの養成
けんしゅうこうし ようせい

・相談支援従 事者研修 の実施体制の確保に向けて、国の指導者養成研修 の受講も含め
そうだんし えんじゅうじ しゃけんしゅう じっし たいせい かくほ む くに し どうしゃようせいけんしゅう じゅこう ふく

計画的に講師やファシリテーターの育成を行ってきているが、人員が不足している。
けいかくてき こうし いくせい い じんいん ふ そく

２ サービス管理責任者の研修
かんり せきにんしゃ けんしゅう

・サービス管理責任者研修 については、障 害者総合支援法に基づくサービス管理責任者
かんり せきにんしゃけんしゅう しょうがいしゃそうごうし えんほう もと かんり せきにんしゃ

の要件として必須の研修 であり、サービス管理責任者研修（５分野）（3日間 19.0時間）
ようけん ひっす けんしゅう かんり せきにんしゃけんしゅう ぶんや か かん じ かん

と相談支援従 事者研修（サービス管理責任者・児童発達支援管理者向け研修 ）（2日間
そうだんし えんじゅうじ しゃけんしゅう かんり せきにんしゃ じ どうはったつし えんかんり しゃむ けんしゅう かん

11.5 時間）の２つの研修 で構成されている。
じ かん けんしゅう こうせい

・道では、サービス管理責任者研修 は、平成２５年度から事業 者指定で実施している。
どう かんり せきにんしゃけんしゅう へいせい ねんど じ ぎょうしゃし てい じっし

①研修 に関すること
けんしゅう かん

・サービス管理責任者研修 では、実務経験を満たしていることをもって研修 受講させ
かん り せき にん しゃけん しゅう じつ む けいけん み けんしゅうじゅ こう

ようとする事業 所が多いため、障 がいの理解などの基礎的な知識がないまま受講す
じ ぎょうしょ おお しょう り かい き そ てき ち しき じゅこう

る者が年々増えており、これに対応するため研修 に基礎的な内容を組込んでいるため
もの ねんねんふ たいおう けんしゅう き そ てき ないよう くみこ

に、本来必要な研修 レベルの確保が難 しくなっている。
ほんらいひつよう けんしゅう かくほ むずか

・研修 を修 了 し資格を取得しても、障 がい特性の理解や個別支援計画の作成が不十 分
けんしゅう しゅうりょう し かく しゅとく しょう とくせい り かい こ べつし えんけいかく さくせい ふ じゅうぶん

な状 態で従 事している者もいる。
じょうたい じゅうじ もの

・サービス管理責任者研修 の前に基礎的な知識や技術 を補 うための事前研修 が体系化
かんり せきにんしゃけんしゅう まえ き そ てき ち しき ぎ じゅつ おぎな じ ぜんけんしゅう たいけいか

されていない。
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・サービス管理責任者の場合は、相談支援専門員のような５年毎の更新研修 や専門コー
かんり せきにんしゃ ば あい そうだんし えんせんもんいん ねんごと こうしんけんしゅう せんもん

ス別研修 は無いため、フォローアップの仕組みが無い。
べつけんしゅう な し く な

・サービス管理責任者については、新規の事業 所が増えていることもあり、研修 受講定
かんり せきにんしゃ しんき じ ぎょうしょ ふ けんしゅうじゅこうてい

員数の確保が必要である。
いんずう かくほ ひつよう

②研修 講師やファシリテーターの養成
けんしゅうこうし ようせい

・講師やファシリテーターの養成について、指導者養成研修 の受講を含め、計画的な養
こうし ようせい し どうしゃようせいけんしゅう じゅこう ふく けいかくてき よう

成が行 われていない。
せい おこな

・サービス管理責任者研修 では、講師やファシリテーターが不足しているため、演習
かん り せきにん しゃけん しゅう こうし ふ そく えんしゅう

において講師等が複数のグループを担当する等、個々の受講者の理解度などが把握で
こうし とう ふくすう たんとう とう こ こ じゅこうしゃ り かいど は あく

きない状 況 が生まれている。
じょうきょう う

３ その他人材育成に関すること
た じんざいいくせい かん

①質的な面
しつてき めん

・求められる価値観については、本人中 心の観点が重 要であることは理解されている
もと か ち かん ほんにんちゅうしん かん てん じゅうよう り かい

が、本人や家族がどういう思いで生活しているか想像ができないことなどから、実際
ほんにん か ぞく おも せいかつ そうぞう じっさい

には本人中 心の具体的な支援に至っていない場合がある。
ほんにんちゅうしん ぐ たいてき し えん いた ば あい

・知識については、障 がい特性、発達についての基礎的な知識、障 がい者処遇などの歴
ち しき しょう とくせい はったつ き そ てき ち しき しょう しゃしょぐう れき

史認識や実態の理解、関連法や制度、地域の社会資源についての知識などが不足して
し にんしき じったい り かい かんれんほう せいど ち いき しゃかいし げん ち しき ふ そく

いる。

・技術 については、本人中 心の個別ニーズアセスメント力 、将 来の生活を踏まえた総合
ぎ じゅつ ほんにんちゅうしん こ べつ りょく しょうらい せいかつ ふ そうごう

計画作成などのプランニング力 、新たな社会資源づくりだけでなく現状 の使い方の
けいかく さくせい りょく あら しゃかい し げん げん じょう つか かた

開発などの社会資源開発力 などの一連の流れが不十 分である。また、基本的な面接
かいはつ しゃかい し げんかいはつりょく いち れん なが ふ じゅうぶん き ほんてき めんせつ

技術 が不足している。
ぎ じゅつ ふ そく

②相談支援専門員とサービス管理責任者の連携
そうだんし えんせんもんいん かんり せきにんしゃ れんけい

・障 がい者の支援を行 う際、サービス等利用計画と個別支援計画が連動し一体的に支援
しょう しゃ し えん おこな さい とうり ようけいかく こ べつし えんけいかく れんどう いったいてき し えん

する体制が必要となっているが、地域では連携がとれていない状 況 もある。
たいせい ひつよう ち いき れんけい じょうきょう

③研修 に関すること
けんしゅう かん

・サービス等利用計画や個別支援計画を作成するためのフォローアップ研修 が少ない。
とうり ようけいかく こ べつし えんけいかく さくせい けんしゅう すく

・スーパーバイザーを育成するためのトータルな視点に立った研修 が少ない。
いくせい し てん た けんしゅう すく

・地域では、様々な研修 が多様な機関・施設で開催されているが、それらの研修 をコ
ち いき さまざま けんしゅう た よう き かん し せつ かい さい けん しゅう

ーディネ－トできていない。

・研修 について、「実施効果」を含めた検証 の場が無い。
けんしゅう じっし こうか ふく けんしょう ば な

④職 場内の人材育成
しょくば ない じんざいいくせい

・目の前にある作業 や対象 者の不適応行動の対応に追われ、人材育成の長 期ビジョン
め まえ さ ぎょう たいしょうしゃ ふ てきおうこうどう たいおう お じんざいいくせい ちょうき

を持って運営している事業 所が少ない。
も うんえい じ ぎょうしょ すく

・職 員の資質向上 や研修 参加に対する姿勢が管理者の考 え方により積極 的な事業 所
しょくいん し しつこうじょう けんしゅうさんか たい し せい かんり しゃ かんが かた せっきょくてき じ ぎょうしょ

とそうでない事業 所に分かれる。
じ ぎょうしょ わ
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・スーパーバイザーの不足や多忙な業 務等により、必要な職 員がスーパービジョンを
ふ そく た ぼう ぎょうむ とう ひつ よう しょくいん

受けることができずスキルの向上 を図ることができない。
こうじょう はか

・法人内の異動により、これまで蓄積してきたスキルを十 分に発揮できないことやネッ
ほうじんない い どう ちくせき じゅうぶん はっき

トワークの脆弱 化につながる場合がある。障 がい者の支援に専門性が必要であると
ぜいじゃくか ば あい しょう しゃ し えん せんもん せい ひつよう

いう認識が少ない職 場や法人が多い。
にんしき すく しょくば ほうじん おお

・支援の質を評 価する体制等が整 っていない。
し えん しつ ひょうか たいせいとう ととの

⑤職 場の OJT
しょくば おー・じぇー・てぃー

・職 員数が少ないことや日常 の業 務に追われ、職 場内で事例検討会を行 うなど実務
しょくいんすう すく にち じょう ぎょうむ お しょくば ない じ れいけんとうかい おこな じつむ

を通した実践的な能力 を養 う OJT が実施されていない事業 所が多い。
とお じっせんてき のうりょく やしな おー・じぇー・てぃー じっし じ ぎょうしょ おお

⑥地域の人材育成
ち いき じんざいいくせい

・面積が広く、過疎地が多い北海道の特徴 を考 えると、北海道を幾つかのエリアに分
めんせき ひろ か そ ち おお ほっ かいどう とくちょう かんが ほっかいどう いく わ

けて地域づくりコーディネーターの企画する研修 や各関係機関が実施する研修 、ス
ち いき き かく けん しゅう かくかんけいき かん じっ し けん しゅう

ーパーバイザーの養成や養成後の活用など地域のスーパービジョン体制の構築等を含
ようせい ようせいご かつよう ち いき たいせい こうちくとう ふく

めた総合的な人材育成プランの検討が必要である。
そうごうてき じんざいいくせい けんとう ひつよう

・地域の人材育成を進めるために、相談支援体制づくりを担う行 政職 員への支援や地域
ち いき じんざいいくせい すす そうだんし えんたいせい にな ぎょうせいしょくいん し えん ち いき

の身近な所 で行 う事例検討や学習 会などスーパービジョンを受ける機会とともに、
み ぢか ところ おこな じ れいけんとう がくしゅうかい う き かい

関係機関のネットワーク形成の場である自立支援協 議会の活性化が必要である。
かんけいき かん けいせい ば じ りつし えんきょうぎ かい かっせいか ひつよう

第３ 北海道における人材育成の方策
だい ほっかいどう じんざいいくせい ほうさく

１ 基本的な方向性
き ほんてき ほうこうせい

「障 がいがあっても安心して暮らせる地域づくり」を推進するためには、障 害福祉サ
しょう あんしん く ち いき すいしん しょうがいふくし

ービス等の提供 に当たる幅広い人材の育成が必要である。
とう ていきょう あ はばひろ じんざい いくせい ひつよう

そのためには、必要な研修 の体系化を図ることや、職 場内で日常 的な業 務を通した人
ひつよう けんしゅう たいけいか はか しょくば ない にちじょうてき ぎょうむ とお じん

材育成の環境 づくりを進めていく必要がある。
ざいいくせい かんきょう すす ひつよう

さらに、北海道は広域であることから、幾つかのエリアに分けて、地域毎に人材育成
ほっかいどう こういき いく わ ち いきごと じんざいいくせい

の方針を持ち育成できる体制を整備する必要もある。
ほうしん も いくせい たいせい せいび ひつよう

２ 人材育成の基本方針
じんざいいくせい き ほんほうしん

①研修 の体系化
けんしゅう たいけいか

・求められる人材像に基づき、質を確保するために相談支援従 事者研修 及びサービス
もと じんざいぞう もと しつ かく ほ そうだんし えん じゅうじ しゃ けん しゅうおよ

管理責任者研修 の事前研修 と専門コース別研修 などの事後研修 などを体系化し、地
かんり せきにんしゃけんしゅう じ ぜんけんしゅう せんもん べつけんしゅう じ ご けんしゅう たいけいか ち

域毎にスーパーバイズできる中 核的な人材を育成する。
いきごと ちゅうかくてき じんざい いくせい

②人を育てる職 場環境 づくり
ひと そだ しょくば かんきょう

・日常 的に育ち合うために、職 場単位での研修 やキャリアップできる職 場環境 づく
にちじょうてき そだ あ しょくば たんい けん しゅう しょくば かんきょう

りに向け体制を整備する。
む たいせい せいび
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③人を育てる地域の体制整備
ひと そだ ち いき たいせいせいび

・身近な地域で、職 場を越えたスーパーバイズの機会や自立支援協 議会を通じて関係機
み ぢか ち いき しょくば こ き かい じ りつし えんきょうぎ かい つう かんけいき

関のネットワークによる学び合う体制を整備する。
かん まな あ たいせい せいび

・障 がい者の理解促進のために、当事者の参画等の機会を確保し、人材育成の担い手と
しょう しゃ り かいそくしん とうじ しゃ さんかくとう き かい かくほ じんざいいくせい にな て

して活躍できる体制をつくる。
かつやく たいせい

・各関係機関で実施している研修 を把握し、情 報発信する等のシステムや研修 機会を
かくかんけいき かん じっし けんしゅう は あく じょうほうはっしん とう けんしゅうき かい

確保する。
かくほ

④推進体制の構築
すいしんたいせい こうちく

・人材育成部会が中 心となり、人材育成の計画作成や評 価について検討する。
じんざいいくせいぶ かい ちゅうしん じんざいいくせい けいかくさくせい ひょうか けんとう

３ 具体的な人材育成の方策
ぐ たいてき じんざいいくせい ほうさく

（※）の項目については、「第４」に取組事例を記載）
こうもく だい とりくみじ れい き さい

（１）研修 関係
けんしゅうかんけい

①質を確保するために必要な研修
しつ かくほ ひつよう けんしゅう

・必要な内容の研修 を段階的に受けられるように、相談支援従 事者研修 及びサービス
ひつよう ないよう けんしゅう だんかいてき う そうだんし えんじゅうじ しゃけんしゅうおよ

管理責任者研修 の事前研修 と事後研修 を体系化する。（※１）
かんり せきにんしゃけんしゅう じ ぜんけんしゅう じ ご けんしゅう たいけいか

・体系化に当たっては、上 記研修 受講者以外で、基礎的な知識が必要な人も念頭に置
たいけいか あ じょうき けんしゅうじゅこうしゃ い がい き そ てき ち しき ひつ よう ひと ねん とう お

く。

・研修 の質を高めていくための、研修 講師やファシリテーターを確保する。（※２）
けんしゅう しつ たか けんしゅうこうし かくほ

②受講者の資質向上
じゅこうしゃ し しつこうじょう

・研修 の準 備性を高め研修 を効果的に行 うことができるように、研修 前のプレテス
けんしゅう じゅんび せい たか けんしゅう こうか てき おこな けんしゅうまえ

ト（知識・技術 の習 得状 況 ）、事前レポート、事前課題等について積極 的に取り組
ち しき ぎ じゅつ しゅうとくじょうきょう じ ぜん じ ぜんか だいとう せっきょくてき と く

む。

・研修 の習 得度を高めるために、○×式のチェックリストの導入 を推進する。（※３）
けんしゅう しゅうとくど たか しき どうにゅう すいしん

③研修 内容
けんしゅうないよう

・人材育成部会における求められる人材像に基づく、価値・知識・技術 などの要素に基
じんざいいくせいぶ かい もと じんざいぞう もと か ち ち しき ぎ じゅつ ようそ もと

づいた評 価による重 点項目を設定し、上 記のチェックリストの項目に含めるなど、実
ひょうか じゅうてんこうもく せってい じょうき こうもく ふく じっ

際の研修 に反映する。（※４）
さい けんしゅう はんえい

・価値的側面の強 化：当時者・家族を講師とした内容
か ち てきそくめん きょうか とうじ しゃ か ぞく こうし ないよう

・知識面の強 化：関連法制度に偏 らず、権利擁護、年金、医療 、雇用、犯罪更正など
ち しきめん きょうか かんれんほうせいど かたよ けんり ようご ねんきん い りょう こ よう はんざいこうせい

の内容
ないよう

・北海道の地域特性を踏まえた研修 内容
ほっかいどう ち いきとくせい ふ けんしゅうないよう

・個別事例について、アセスメント、書類作成、ケア会議の一連の過程に沿って、ケー
こ べつじ れい しょるいさくせい かいぎ いちれん か てい そ

ス理解の視点や会議運営やプレゼンの方法、調 整･交渉 の方法等を体験的に学べる演
り かい し てん かいぎ うんえい ほうほう ちょうせい こうしょう ほうほうとう たいけんてき まな えん

習
しゅう

・個別ニーズから地域課題を発掘し、市町 村の福祉計画に反映させるための組織的方向
こ べつ ち いきか だい はっくつ し ちょうそん ふくし けいかく はんえい そ しきてきほうこう

の演習
えんしゅう

・組織マネジメント、組織運営管理に関する内容
そ しき そ しきうんえいかんり かん ないよう
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④相談支援専門員やサービス管理責任者の養成
そうだんし えんせんもんいん かんり せきにんしゃ ようせい

・制度の改正により増員が必要となっている相談支援専門員や、サービス管理責任者に
せいど かいせい ぞういん ひつよう そうだんし えんせんもんいん かんり せきにんしゃ

ついて必要数の確保に向けて計画的な養成を行 う。（※５）
ひつようすう かくほ む けいかくてき ようせい おこな

（２）人を育てる職 場環境 づくり
ひと そだ しょくば かんきょう

①人を育てる職 場環境 （※６）
ひと そだ しょくば かんきょう

・OJT や外部研修 、内部研修 の実施など計画的な人材育成プランの作成について
おー・じぇー・てぃー がいぶ けんしゅう ないぶ けんしゅう じっし けいかくてき じんざいいくせい さくせい

支援する。
し えん

・既存の OJT プログラムなどを活用した OJT ができる環境 づくりを支援す
き そん おー・じぇー・てぃー かつよう おー・じぇー・てぃー かんきょう し えん

る。

・職 場内での人材育成を行 うために、自己のキャリアデザインが描けることや自己啓発
しょくば ない じんざいいくせい おこな じ こ えが じ こ けいはつ

できる環境 づくりを支援する。
かんきょう し えん

・人材育成に関する既存の組織自己チェック表 などを活用した職 場環境 づくりについ
じんざい いく せい かん き そん そ しき じ こ ひょう かつよう しょくば かん きょう

て支援する。
し えん

②事業 所評 価の検討
じ ぎょうしょひょうか けんとう

・研修 など人材育成の実施や個別支援計画などの評 価について検討する。
けんしゅう じんざいいくせい じっし こ べつし えんけいかく ひょうか けんとう

（３）人を育てる地域の体制整備
ひと そだ ち いき たいせいせいび

①地域の人材開発
ち いき じんざいかいはつ

・研修 受講者が、研究 会の立ち上げや学習 会の開催など継続的な相互学習 、自己研鑽を
けんしゅうじゅこうしゃ けんきゅうかい た あ がくしゅうかい かいさい けいぞくてき そうご がくしゅう じ こ けんさん

行 うなどのシステムを構築する。
おこな こうちく

・研修 の受講により「地域の人材開発」の契機となるような工夫（地域のネットワーク形
けんしゅう じゅこう ち いき じんざいかいはつ けいき く ふう ち いき けい

成等）について検討する。
せいとう けんとう

②スーパーバイザーの養成とシステムづくり
ようせい

・スーパーバイザーを養成し養成後の活用についてのシステムづくりを検討する。
ようせい ようせいご かつよう けんとう

・スーパーバイザーの養成や活用については大学との連携した取組みを検討する。
ようせい かつよう だいがく れんけい とりく けんとう

③職 場の OJT と地域の支え合い
しょくば おー・じぇー・てぃー ち いき ささ あ

・OJT の有効性を広め、規模の小さい職 場でも OJT ができるように、スーパ
おー・じぇー・てぃー ゆうこうせい ひろ き ぼ ちい しょくば おー・じぇー・てぃー

ーバイザーを活用するなど地域で支え合える体制づくりを構築する。
かつよう ち いき ささ あ たいせい こうちく

④自立支援協 議会の活性化
じ りつし えんきょうぎ かい かっせいか

・地域の中で育ち合う場として自立支援協 議会が人材育成の視点を持ち、地域連携の場や
ち いき なか そだ あ ば じ りつし えんきょうぎ かい じんざいいくせい し てん も ち いきれんけい ば

個別支援会議（事例検討・学習 ）を行 うことができるような体制への支援を行 う。
こ べつし えんかいぎ じ れいけんとう がくしゅう おこな たいせい し えん おこな

⑤地域研修 の紹 介
ち いきけんしゅう しょうかい

・地域づくりコーディネーターや各関係機関が実施する障 がい関係の研修 を道のホーム
ち いき かくかんけいき かん じっし しょう かんけい けんしゅう どう

ページに掲載する。（※７）
けいさい

第４ 参考
だい さんこう

取組みを進めている具体例は、次のとおり。
とりく すす ぐ たいれい つぎ
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（１）障 害福祉サービスの従 事者に必要な研修 の体系化
しょうがいふくし じゅうじ しゃ ひつよう けんしゅう たいけいか

・障 害福祉サービスの従 事者の育成に必要な研修 を体系化するための取組の一つとして、
しょうがいふくし じゅうじ しゃ いくせい ひつよう けんしゅう たいけいか とりくみ ひと

法定研修 を補 う初任者研修 等のカリキュラムの作成及び実施を検討。
ほうていけんしゅう おぎな しょにんしゃけんしゅうとう さくせいおよ じっし けんとう

（２）研修 講師やファシリテーターの確保
けんしゅうこうし かくほ

・国の指導者養成研修 への参加基準 の明確化、参加者資格拡大の要請。
くに し どうしゃようせいけんしゅう さんか き じゅん めいかくか さんか しゃし かくかくだい ようせい

・ファシリテーターの基準 の設定
き じゅん せってい

（３）研修 の習 得度の確認
けんしゅう しゅうとくど かくにん

・相談支援従 事者研修 及びサービス管理責任者研修 において、各受講者の習 得度確認の
そうだんし えんじゅうじ しゃけんしゅうおよ かんり せきにんしゃけんしゅう かくじゅこうしゃ しゅうとくど かくにん

ために、○×式チェックリストの使用を開始。
しき し よう かいし

（４）相談支援従 事者研修 及びサービス管理責任者研修 における重 点項目の設定
そうだんし えんじゅうじ しゃけんしゅうおよ かんり せきにんしゃけんしゅう じゅうてんこうもく せってい

・重 点項目を設定し、上 記チェックリストの設問に記載。
じゅうてんこうもく せってい じょうき せつもん き さい

（５）相談支援専門員等の養成
そうだんし えんせんもんいんとう ようせい

・事業 所への調 査等により研修 で必要な定員数を把握し、計画的な養成を実施。
じ ぎょうしょ ちょうさ とう けんしゅう ひつよう ていいんすう は あく けいかくてき ようせい じっし

（６）人を育てる職 場環境 づくり
ひと そだ しょくば かんきょう

・人材育成に積極 的に取り組んでいる社会福祉法人等の事例を、道のホームページで紹
じんざいいくせい せっきょくてき と く しゃかいふくし ほうじんとう じ れい どう しょう

介。
かい

（７）研修 情 報のホームページ掲載
けんしゅうじょうほう けいさい

・地域の研修 の内容及び実施予定日時等を調 査し、道のホームページに掲載。
ち いき けんしゅう ないようおよ じっし よ ていにちじ とう ちょうさ どう けいさい


