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Ⅲ 障がい者や障がい者の支援に関する社会資源の実態把握
しよう しや しよう しや し えん かん しやかい し げん じつたい は あく

１ 地域で生活する障がい者の生活実態について把握し、その情報を有効に
ち いき せいかつ しよう しや せいかつじつたい は あく じようほう ゆうこう

活用している。
かつよう

① 個人情報やプライバシー保護に充分な配慮を行い、個人情報の活用に
こ じんじようほう ほ ご じゆうぶん はいりよ おこな こ じんじようほう かつよう

ついての理解が得られるよう取組みながら、障がい者の生活実態に関する情
り かい え とり く しよう しや せいかつじつたい かん じよう

報を把握し、災害時等の危機管理対策や孤立化の防止などに活用している。
ほう は あく さいがい じ とう き き かん り たいさく こ りつ か ぼう し かつよう

② 個人情報やプライバシー保護に十分な配慮を行いながら、障がい者の
こ じんじようほう ほ ご じゆうぶん はいりよ おこな しよう しや

生活実態に関する情報を把握し、潜在化しているニーズの掘り起こしや見守
せいかつじつたい かん じようほう は あく せんざい か ほ お み まも

りなど、チームアプローチによる個別支援の充実につなげている。
こ べつ し えん じゆうじつ

○ 個人情報を把握する場合、その利用目的により必要とされる情報は異なります
こ じんじようほう は あく ば あい り ようもくてき ひつよう じようほう こと

が、利用目的及び対象者の範囲の考え方を明確にして対象者を決定するととも
り ようもくてきおよ たいしようしや はん い かんが かた めいかく たいしようしや けつてい

に、収 集する情報の内容は、利用目的を達成するために必要な範囲内とするこ
しゆうしゆう じようほう ないよう り ようもくてき たつせい ひつよう はん い ない

とが大切です。
たいせつ

○ 災害が発生した場合、情報の入手や自力での避難が困難な災害時要援護者
さいがい はつせい ば あい じようほう にゆうしゆ じ りき ひ なん こんなん さいがい じ ようえん ご しや

（乳幼児、障がい者、高齢者など）は、災害対応能力が弱く、大きな被害を受
にゆうよう じ しよう しや こうれいしや さいがいたいおうのうりよく よわ おお ひ がい う

ける可能性が高くなります。このため、災害時に何らかの支援や安否確認が必要に
か のうせい たか さいがい じ なん し えん あん ぴ かくにん ひつよう

なる災害時要援護者に関する情報の把握の必要性は高く、平常時から、情報把
さいがい じ ようえん ご しや かん じようほう は あく ひつようせい たか へいじよう じ じようほう は

握対象者の範囲の考え方や把握する情報の内容について、関係者間で協議し、
あくたいしようしや はん い かんが かた は あく じようほう ないよう かんけいしやかん きよう ぎ

避難支援プラン等が作成できるよう取組むことが大切です。また、得られた情報
ひ なん し えん とう さくせい とり く たいせつ え じようほう

は適宜更新するなど、最新の状 況が把握できるようにすることも大切です。
てき ぎ こうしん さいしん じようきよう は あく たいせつ

○ 障がいのある方の中には、手帳の申請や相談業務だけでは把握できない潜在化
しよう かた なか て ちよう しんせい そうだんぎよう む は あく せんざい か

している人たちがいます。様々な支援が必要であるにも関わらず、家族とひっそり
ひと さまざま し えん ひつよう かか か ぞく

と暮らしてきたため、両親が亡くなった後に支援の必要性が表面化することも少
く りようしん な あと し えん ひつようせい ひようめん か すく

なくありません。このような人たちをどのようにしたら把握できるのか、地域のネ
ひと は あく ち いき

ットワークの活用や、町内会、地域住民と協 力した見守り体制を築くなど、孤
かつよう ちようないかい ち いきじゆうみん きようりよく み まも たいせい きず こ

立化することのないよう普段から関係者の間で協議することが必要です。
りつ か ふ だん かんけいしや あいだ きよう ぎ ひつよう

〇 社会資源の問題などから地域での家族との生活を諦めて転出せざるを得なかっ
しやかい し げん もんだい ち いき か ぞく せいかつ あきら てんしゆつ え
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た人たちの声、生活実態は、地域づくりの目指す方向性に多くの示唆を与えてくれ
ひと こえ せいかつじつたい ち いき め ざ ほうこうせい おお し さ あた

ます。

【孤立化防止の考え方】
こ りつ か ぼう し かんが かた

支援が必要な状 況でありながら、自らその必要性を認識できなかったり、支援
し えん ひつよう じようきよう みずか ひつようせい にんしき し えん

を受けたいと思っても、その方法がわからなかったりして、孤立化してしまう場合が
う おも ほうほう こ りつ か ば あい

あります。こうしたことを防止するため、日頃から障がいのある方々の把握や地域
ぼう し ひ ごろ しよう かたがた は あく ち いき

と連携した見守りが重要です。
れんけい み まも じゆうよう
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２ インフォーマルサービスを含む社会資源についての把握・評価を行い、
ふく しやかい し げん は あく ひよう か おこな

関係者で共有する取組みが行われている。
かんけいしや きようゆう とり く おこな

① 地域の協議会において、インフォーマルサービスを含めた社会資源の把
ち いき きよう ぎ かい ふく しやかい し げん は

握や情報の共有化を図り、チームアプローチによる個別支援の充実につ
あく じようほう きようゆう か はか こ べつ し えん じゆうじつ

なげている。

② 社会資源の把握に当たっては、事務所などの現場に実際に足を運ぶなど、
しやかい し げん は あく あ じ む しよ げん ば じつさい あし はこ

きめ細かな情報の把握と積極的なネットワークづくりに努めている。
こま じようほう は あく せつきよくてき つと

⑤ 社会資源や地域のニーズに関する情報を基に、地域の特徴や資源の過
しやかい し げん ち いき かん じようほう もと ち いき とくちよう し げん か

不足などの診断・評価を行い、現在地域にある社会資源の新たな活用等
ぶ そく しんだん ひよう か おこな げんざい ち いき しやかい し げん あら かつようとう

にも取組んでいる。
とり く

○ 障がい者の生活を支える様々な支援に活用できる社会資源は、自立支援法に基
しよう しや せいかつ ささ さまざま し えん かつよう しやかい し げん じ りつ し えんほう もと

づく介護給付や訓練等給付等、法令に基づくものだけではなく、また、福祉分野
かい ご きゆう ふ くんれんとうきゆう ふ とう ほうれい もと ふく し ぶん や

に限定されたものではありません。法令や自治体の要綱に基づく公的なサービスが
げんてい ほうれい じ ち たい ようこう もと こうてき

及ばない部分をカバーし、また、利用者のニーズに添ったきめ細かな対応が可能な、
およ ぶ ぶん り ようしや そ こま たいおう か のう

いわゆるインフォーマルサービスは、障がい者にとって、非常に身近な存在であ
しよう しや ひ じよう み ぢか そんざい

り、地域生活を支える重要な社会資源となっています。
ち いきせいかつ ささ じゆうよう しやかい し げん

しかし、それらのサービスは、個人的なつながりの中で提供されていたり、一部
こ じんてき なか ていきよう いち ぶ

の利用者、関係者の間でのみ利用されるなど、広く一般に知られていないことも多
り ようしや かんけいしや あいだ り よう ひろ いつぱん し おお

いのです。

このため、地域の協議会のメンバーなど、障がい者の支援に関わる関係者の間
ち いき きよう ぎ かい しよう しや し えん かか かんけいしや あいだ

で、インフォーマルサービスを含めた社会資源の情報を把握し、地域の社会資源
ふく しやかい し げん じようほう は あく ち いき しやかい し げん

全体の情報を共有化して、支援に活用できる社会資源の種類と量を増やすこと
ぜんたい じようほう きようゆう か し えん かつよう しやかい し げん しゆるい りよう ふ

が、ニーズに添ったきめ細かな支援を行う上で役立ちます。
そ こま し えん おこな うえ やく だ

○ 社会資源の把握に当たっては、それぞれの事業者が提供するサービスの特徴
しやかい し げん は あく あ じ ぎようしや ていきよう とくちよう

を含めたきめ細かな情報を把握し、相談者のニーズに添った支援に役立てること
ふく こま じようほう は あく そうだんしや そ し えん やく だ

が大切です。
たいせつ

同じ種別のサービスであっても、事業者によって得意とする分野があり、また、
おな しゆべつ じ ぎようしや とく い ぶん や

独自に取組んでいるサービスなど、それぞれ特徴があります。そうした情報を把握
どく じ とり く とくちよう じようほう は あく

するためには、事業所に足を運び、現場を見ること、事業者と話をすることが一番
じ ぎようしよ あし はこ げん ば み じ ぎようしや はなし いちばん
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の方法です。単に事業所の特徴や状 況がわかるだけでなく、互いに顔をあわせ
ほうほう たん じ ぎようしよ とくちよう じようきよう たが かお

ることで、新たな協 力関係が生まれ、地域のネットワークの仲間を増やすことに
あら きようりよくかんけい う ち いき なか ま ふ

もつながります。

○ インフォーマルサービスを含む地域の社会資源全体の情報、現状の社会資源で
ふく ち いき しやかい し げんぜんたい じようほう げんじよう しやかい し げん

は対応が困難な支援に関する情報、さらには、それらの情報を基に、地域の特徴
たいおう こんなん し えん かん じようほう じようほう もと ち いき とくちよう

や資源の過不足等を診断し評価することにより得られる情報等は、地域の協議会
し げ ん か ぶ そくとう しんだん ひよう か え じようほうとう ち いき きよう ぎ かい

において地域課題解決の方針を決定する上で欠かすことができない重要なものと
ち いき か だいかいけつ ほうしん けつてい うえ か じゆうよう

なります。評価の方法等、地域の協議会のメンバーと協議しながら効果的な現
ひよう か ほうほうとう ち いき きよう ぎ かい きよう ぎ こう か てき げん

状 評価の方法を検討し、実施することが大切です。
じようひよう か ほうほう けんとう じつ し たいせつ

〇 地域における体制整備は、地域福祉や地域包括ケア等の既存の資源・仕組みを活
ち いき たいせいせい び ち いきふく し ち いきほうかつ とう き ぞん し げん し く かつ

用しつつ、地域福祉計画など既存の施策と有機的な連携を図りつつ進めることが必
よう ち いきふく し けいかく き ぞん し さく ゆう き てき れんけい はか すす ひつ

要です。
よう
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③ 障がいの重度化・重複化や多様化に対応するための地域の中核的な
しよう じゆう ど か ちようふく か た よう か たいおう ち い き ちゆうかくてき

役割を担う市町村子ども発達支援センターが児童発達支援センターと同等
やくわり に な しちようそん こ はつたつし え ん じ どうはつたつ し えん どうとう

の機能を有するよう専門的機能を強化するために、地域の特 徴や資源の
き のう ゆう せんもんてき き のう きよう か ち いき とくちよう し げ ん

把握に関係機関と連携して取り組んでいる。
は あ く かんけいき か ん れんけい と く

○ 障がいの気づきの段階から身近な地域で支援できるように、障がい種別にかか
しよう き だんかい み ぢか ち いき し えん しよう しゆべつ

わらず、質の高い専門的な発達支援の充実を図るとともに、どの地域においても等
しつ たか せんもんてき はつたつ し えん じゆうじつ はか ち いき ひと

しく一定の支援が受けられるよう地域支援体制の構築が必要です。
いつてい し えん う ち いき し えんたいせい こうちく ひつよう

○ 嘱託医や栄養士等の人員基準や、遊戯室や調理室等の設備基準を満たす場合
しよくたく い えいよう し とう じんいん き じゆん ゆう ぎ しつ ちよう り しつとう せつ び き じゆん み ば あい

に、児童福祉法に基づき、都道府県が指定する児童発達支援センターと、障がい
じ どうふく し ほう もと と どう ふ けん し てい じ どうはつたつ し えん しよう

児等支援体制整備事業に基づき市町村が実施する市町村子ども発達支援センタ
じ とう し えんたいせいせい び じ ぎよう もと し ちようそん じつ し し ちようそん こ はつたつ し えん

ーのうち、保育所等訪問支援や障害児相談支援等の指定を受け児童発達支援セン
ほ いくしよとうほうもん し えん しようがい じ そうだん し えんとう し てい う じ どうはつたつ し えん

ターと同等の機能を有する市町村子ども発達支援センターを、地域における中核
どうとう き のう ゆう し ちようそん こ はつたつ し えん ち いき ちゆうかく

的な施設として位置付け、発達の遅れがある子やその家族、地域の保育所、幼稚園、
てき し せ つ い ち づ はつたつ お く こ か ぞ く ち い き ほいくしよ ようちえん

学校などの関係機関への支援の充実を図ることが求められます。
がつこう かんけいき か ん し えん じゆうじつ はか もと

【市町村子ども発達支援センターとは】
し ちようそん 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
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

後等デイサービスの利用に繋がるまでの支援を行う機関です。
ご とう り よう つな し えん おこな き かん
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④ 地域資源の状 況等を踏まえ、障がい者の高齢化や重度化などが進行
ち い き し げ ん じようきようとう ふ しよう しや こうれいか じゆう ど か しんこう

しても、地域で暮らしていけるように体験の場のほか、住まいの場や体調
ち いき く たいけん ば す ば たいちよう

不良時などでも一時的に受け入れるような体制の整備など、地域ま単独
ふ りよう じ いち じ てき う い たいせい せい び ち い き たんどく

たは広域的に人材の有機的な結びつきを強化し、他施策や他職種と連携し
こういきてき じんざい ゆうきてき むす きようか た し さ く たしよくしゆ れんけい

た取組を行っている。
とりくみ

〇 北海道では、地域生活を支える社会資源については、地域間格差が生じている
ほつかいどう ち いきせいかつ ささ しやかい し げん ち いきかんかく さ しよう

状 況があるため、地域生活支援拠点に必要な「居住支援機能」と５つの「地域
じようきよう ち い きせいかつし え んきよてん ひつよう きよじゆう し えん き のう ち いき

支援機能」について、全ての機能を一度に整備することは困難です。
し えん き のう すべ き のう いち ど せい び こんなん

このため、道はこのような現状に鑑みて、「居住支援機能」、「相談支援機能」及
どう げんじよう かんが きよじゆう し えん き のう そうだん し えん き のう およ

び「地域の体制づくり」については、拠点構成市町村に整備することを必須とし、
ち いき たいせい きよてんこうせい し ちようそん せい び ひつ す

その他の機能については、各市町村が、拠点として目指す姿を協議会等で明確
た き のう かく し ちようそん きよてん め ざ すがた きよう ぎ かいとう めいかく

にした上で、不足する社会資源や機能は、当該拠点構成市町村以外の社会資源な
うえ ふ そく しやかいし げ ん き のう とうがいきよてんこうせい し ちようそん い がい しやかい し げん

どを活用し、既にある関係機関との連携体制をシステム化するなどして効果的かつ
かつよう すで かんけい き かん れんけいたいせい か こう か てき

包括的に機能強化させ、計画的・段階的に整備する場合は、拠点を整備したもの
ほうかつてき き のうきよう か けいかくてき だんかいてき せい び ば あい きよてん せい び

とすることができるとしています。

区分 機能 整備と認められる 状 況
く ぶん き のう せい び みと じようきよう

居 住 支援機能
きよじゆう し えん き のう

拠 点 構 成 市
きよ てん こう せい し

町 村内に 必 相談支援機能 ○ 全ての機能が整備済みであること
ちようそんない かなら そうだん し えん き のう すべ き のう せい び ず

ず整備 ※ 現有する社会資源などの活用・機
せいび げんゆう しやかい し げん かつよう き

地域の体制づくり 能 強 化を含む。
ち いき たいせい のうきよう か ふく

※ 将 来的な整備計画があり、かつ、
しようらいてき せい び けいかく

体験の機会・場の確保 当面の対応が確保されている場合を含
たいけん き かい ば かく ほ とうめん たいおう かく ほ ば あい ふく

拠 点 構 成 市 む。
きよ てん こう せい し

町 村以外の 緊 急 時の受入・対応
ちよう そん い がい きんきゆう じ うけいれ たいおう

社会資源など
しやかい し げん

活用可 専門性の確保
かつよう か せんもんせい かく ほ

【道における地域生活支援拠点の整備に係る基本的な考え方について】
どう ち いきせいかつ し えんきよてん せい び かか き ほんてき かんが かた

「 北 海 道 における地 域 生 活 支 援 拠 点 のあり 方 等 について（ 平 成 ２８ 年 １ 月 ２１ 日 付け保 健 福 祉部 福 祉 局 障 がい 者 保 健 福 祉課 長 通 知）」
ほつかいどう ちいきせいかつしえんきよてん かたとう へいせい ねん がつ にちづ ほけんふくしぶふくしきよくしよう しやほけんふくしかちようつうち
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Ⅳ 地域住民と関係者との連携した障がい者の支援体制の確保
ち いきじゆうみん かんけいしや れんけい しよう しや し えんたいせい かく ほ

（地域コミュニティづくりの推進）
ち いき すいしん

１ 障がい及び障がい者に対する地域住民の理解を促進する取組みが行わ
しよう およ しよう しや たい ち いきじゆうみん り かい そくしん とり く おこな

れている。

① 高齢者、障がい者、児童などが自由に交流できる「場」を確保するなど、
こうれいしや しよう しや じ どう じ ゆう こうりゆう ば かく ほ

住民と障がい者が日常的に接する機会をつくっている。
じゆうみん しよう しや にちじようてき せつ き かい

② 学校教育の場、講演会、学習会、対話集会、広報誌など、あらゆる機会
がつこうきよういく ば こうえんかい がくしゆうかい たい わ しゆうかい こうほう し き かい

を活用して、障がいや障がい者についての住民理解が促進されるような機
かつよう しよう しよう しや じゆうみん り かい そくしん き

会をつくっている。
かい

③ 障がい者にとって、意思疎通支援の手段が多様にあることや、手話が言語
しよう しや い し そ つう し えん しゆだん た よう しゆ わ げん ご

であることについての住民理解が促進されるような機会をつくっている。
じゆうみん り かい そくしん き かい

また、情報保障のために障がい者に応じた配慮が必要であることについ
じようほう ほ しよう しよう しや おう はいりよ ひつよう

て住民理解が促進されるような機会をつくっている。
じゆうみん り かい そくしん き かい

○ 暮らしやすい地域づくりのため、障がいや障がい者に対する住民の理解の促進
く ち いき しよう しよう しや たい じゆうみん り かい そくしん

を図ることは、欠かすことのできない重要な取組みです。障がい者と住民の交
はか か じゆうよう とり く しよう しや じゆうみん こう

流、理解を深める交流の拠点づくり、効果的な情報の管理・発信等、地域でい
りゆう り かい ふか こうりゆう きよてん こう か てき じようほう かん り はつしんとう ち いき

ろいろな取組みが行われています。
とり く おこな

○ 障がいに対する理解を促進するためには、幼児期からその年代に即した方法で、
しよう たい り かい そくしん よう じ き ねんだい そく ほうほう

障がいや人権について学ぶことが有効です。普及啓発のための市町村の取組例
しよう じんけん まな ゆうこう ふ きゆうけいはつ し ちようそん とりくみれい

としては、学校教育の場であれば、障がい者から障がいの特性や障がい者との接
がつこうきよういく ば しよう しや しよう とくせい しよう しや せつ

し方などについて話しを聞いたり、DVDを用い学習をするなどの方法があります。
かた はな き もち がくしゆう ほうほう

また、一般向けとしては、広報誌やリーフレットによる啓発だけでなく、講演会
いつぱん む こうほう し けいはつ こうえんかい

や学習会、対話集会の開催、企業や商店が職員を対象に実施する接遇や理解
がくしゆうかい たい わ しゆうかい かいさい き ぎよう しようてん しよくいん たいしよう じつ し せつぐう り かい

促進のための取組みを支援することなどが考えられます。
そくしん とり く し えん かんが

〇 意思疎通の手段が多様であることや、手話が言語であることについて住 民の理
い し そ つ う しゆだん た よ う し ゆ わ げ ん ご じゆうみん り

解促進を図るためには、上記の取組みだけでなく、地域住 民が参加する会議やイ
かいそくしん はか じようき とりく ち い きじゆうみん さ ん か か い ぎ
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ベントなどにおいて、実際に情 報保障の配慮を行 っていくことが必要です。
じつさい じようほうほしよう はいりよ おこな ひつよう

地域の障がいのある人の特性に配慮した、イベント等のチラシや通知を作成し
ち い き しよう ひと とくせい はいりよ とう つ う ち さくせい

たり、イベント等の当日に手話通訳者を配置するなど情 報保障を図ることが考 え
とう とうじつ し ゆ わつうやくしや は い ち じようほうほしよう はか かんが

られます。
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④ 共生社会の実現をめざして差別や暮らしづらさの解 消を図るため、障が
きようせいしやかい じつげん さ べ つ く かいしよう はか しよう

いを理由とする不当な差別的取 扱いの禁止や、障がい者に対する合理的
り ゆ う ふ と う さべつてきとりあつか き ん し しよう しや たい ご う りてき

配慮の提 供について、当事者や地域の関係団体、障 害福祉サービス事業所
はいりよ ていきよう とうじしや ち い き かんけいだんたい しようがいふ く し じぎようしよ

等と連携しながら地域の住 民理解が促進されるような機会をつくっている。
とう れんけい ち い き じゆうみんり か い そくしん き か い

○ 全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
すべ こくみん しよう う む わ へだ そ う ご じんかく

個性を尊 重しながら共 生する社会を実現するためには、日 常生活や社会生活に
こ せ い そんちよう きようせい しやかい じつげん にちじようせいかつ しやかいせいかつ

おける障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障 壁を取り
しよう しや かつどう せいげん しやかい さ ん か せいやく しやかいてきしようへき と

除くことが重 要です。
のぞ じゆうよう

このため、障害者差別解消法は、障がい者に対する「不当な差別的取 扱い」及
しようがいしやさ べ つかいしようほう しよう しや たい ふ と う さべつてきとりあつか およ

び「合理的配慮の不提供」を差別と規定し、行 政機関等及び事業者に対し、差別
ごうりてきはいりよ ふていきよう さ べ つ き て い ぎようせいき か んとうおよび じぎようしや たい さ べ つ

の解 消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動などを通じて、障が
かいしよう む ぐたいてきとりくみ もと ふきゆうけいはつかつどう つう しよう

い者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを
しや ふく こくみんひ と り た ち ば じはつてき と く

促しています。
うなが

特に、法に規定された合理的配慮の提 供に当たる行為は、既に社会の様々な場面
とく ほう き て い ごうりてきはいりよ ていきよう あ こ う い すで しやかい さまざま ば めん

において日常的に実践されているものもあり、こうした取組みを広く社会に示す
にちじようてき じつせん とり く ひろ しやかい しめ

ことにより、国民一人ひとりの障がいに関する正しい知識の取得や理解が深まり、
こくみんひ と り しよう か ん ただ ち し き しゆとく り か い ふ か

障がい者との建設的対話による相互理解が促進され、取組みの裾野が一層広がる
しよう しや けんせつてきた い わ そ う ご り か い そくしん とり く す そ の いつそうひろ

ことを期待するものです。
き た い
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⑤ 地域の保育、教育等の支援体制を整え、障がいの有無にかかわらず、全
ち いき ほ いく きよういくとう し えんたいせい ととの しよう う む すべ

ての児童が共に成長できるよう、障がい児の地域社会への参加や、全ての人
じ どう とも せいちよう しよう じ ち いきしやかい さん か すべ ひと

が社会の一員として包み支え合うインクルージョン（包容）を推進している。
しやかい いちいん つつ ささ あ ほうよう すいしん

○ 障がい児が可能な限り、地域の保育、教育等の支援を受けられるようにするこ
しよう じ か のう かぎ ち いき ほ いく きよういくとう し えん う

とで、障がいの有無にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるよう、地域社会
しよう う む すべ こ とも せいちよう ち いきしやかい

への参加や包容を推進する必要があります。可能な限り、地域の保育、教育等の支
さん か ほうよう すいしん ひつよう か のう かぎ ち いき ほ いく きよういくとう し

援を受けられるようにしていくとともに、同年代の子どもとの仲間作りを図ってい
えん う どうねんだい こ なか ま づく はか

くことが求められます。
もと

〇 障害児通所支援事業所等が保育所や認定こども園、放課後児童クラブ（放課後
しようがい じ つうしよ し えん じ ぎようしよとう ほ いくしよ にんてい えん ほ う か ご じ どう ほう か ご

児童健全育成事業）、幼稚園、小学校及び特別支援学校等の育ちの場での支援に
じ ど うけんぜんいくせい じ ぎよう よう ち えん しようがつこうおよ とくべつ し えんがつこうとう そだ ば し えん

協 力できるような体制を構築することにより、障がい児の地域社会への参加・
きようりよく たいせい こうちく しよう じ ち いきしやかい さん か

包容の仕組みが必要です。
ほうよう し く ひつよう
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２ 身近な協 力者を増やし、障がい者の地域生活を見守る協 力体制を確保
み ぢか きようりよくしや ふ しよう しや ち いきせいかつ み まも きようりよくたいせい かく ほ

するとともに、障がい者が主体的に地域づくりに参画する取組みが行われ
しよう しや しゆたいてき ち いき さんかく とり く おこな

ている。

① 町内会活動、老人クラブ、文化活動サークル等、地域住民の様々な自主的
ちようないかいかつどう ろうじん ぶん か かつどう とう ち いきじゆうみん さまざま じ しゆてき

な活動への参加や、障がい当事者による自主的な活動への参加により、相互
かつどう さん か しよう とう じ しや じ しゆてき かつどう さん か そう ご

交流が図られ、また、こうした場などで障がい者が自ら進んで活躍できる
こうりゆう はか ば しよう しや みずか すす かつやく

環境を整備するなど、地域のコミュニティの形成や活用に積極的な支援を
かんきよう せい び ち いき けいせい かつよう せつきよくてき し え ん

行っている。
おこな

② 障がい者の地域での生活を見守り支援するため、医療機関、障害福祉サ
しよう しや ち いき せいかつ み まも し えん い りよう き かん しようがいふく し

ービス事業所、意思疎通支援者、雇用先などのほか、コンビニ、新聞販売所、
じ ぎようしよ い し そ つう し えんしや こ ようさき しんぶんはんばいしよ

水道、ガス、電気等の事業者との協 力体制や警察、消防などとの緊急時
すいどう でん き とう じ ぎようしや きようりよくたいせい けいさつ しようぼう きんきゆう じ

の連携体制が構築できている。
れんけいたいせい こうちく

○ 町内会活動、老人クラブ、文化活動サークル等、地域住民の様々な自主的な活動
ちようないかいかつどう ろうじん ぶん か かつどう とう ち いきじゆうみん さまざま じ しゆてき かつどう

において、同じ地域に暮らす住民として、障がい者が一緒に参加し、活躍できる
おな ち いき く じゆうみん しよう しや いつしよ さん か かつやく

出番があり、相互に交流を図ることは、障がい者に対する理解の促進や互助意識
で ば ん そう ご こうりゆう はか しよう しや たい り かい そくしん ご じよ い しき

を育むことにつながり、 地域で暮らす障がい者の身近な理解者や協 力者を増
はぐく ち いき く しよう しや み ぢか り かいしや きようりよくしや ふ

やす大切な取組みとなります。
たいせつ とり く

○ 障がい者自らが、障がい当事者による自主的な活動に参加することで当事者
しよう しやみずか しよう とう じ しや じ しゆてき かつどう さん か とう じ しや

による相互交流の輪が広がり、こうした活動への支援や周知、紹介も大切な取組
そう ご こうりゆう わ ひろ かつどう し えん しゆう ち しようかい たいせつ とり く

みです。

○ 障がい者の生活に密接に関わっている機関や普段出かけて行く機会の多いお店、
しよう しや せいかつ みつせつ かか き かん ふ だん で い き かい おお みせ

定期的に障がい者のお宅を訪問する事業者や新聞販売所などとの協 力体制は、
てい き てき しよう しや たく ほうもん じ ぎようしや しんぶんはんばいしよ きようりよくたいせい

見守りが必要な障がい者の生活上の変化や支援の必要性の把握などにも役立ち、
み まもり ひつよう しよう しや せいかつじよう へん か し えん ひつようせい は あく やく だ

相談支援事業所にとっても大きな助けとなります。
そうだん し えん じ ぎようしよ おお たす

○ また、災害や事故など、緊急事態が発生した時には、警察や消防の協 力を得
さいがい じ こ きんきゆうじ た い はつせい とき けいさつ しようぼう きようりよく え

ることが欠かせません。そのような事態も想定し、普段から地域の連携体制を確保
か じ たい そうてい ふ だん ち いき れんけいたいせい かく ほ

しておくことが重要です。
じゆうよう
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３ 災害時における障がい者の支援体制が確保されている。
さいがい じ しよう しや し えんたいせい かく ほ

① 平常時から、災害時要援護者の把握に努めるとともに、地域住民が参加
へいじよう じ さいがい じ ようえん ご しや は あく つと ち いきじゆうみん さん か

し実施する防災訓練等において、住民の自助力向上のための取組みや災害
じつ し ぼうさいくんれんとう じゆうみん じ じよりよくこうじよう とり く さいがい

時要援護者への対応方法等の周知を図っている。
じ ようえん ご しや たいおうほうほうとう しゆう ち はか

② 平常時から、地域住民と災害時要援護者とのコミュニケーションを図り、
へいじよう じ ち いきじゆうみん さいがい じ ようえん ご しや はか

地域住民同士の支援体制の整備、連絡・情報伝達や避難所における支援、
ち いきじゆうみんどう し し えんたいせい せい び れんらく じようほうでんたつ ひ なんしよ し えん

各種関係者・団体との協 力体制の確立、さらには、災害時要援護者のため
かくしゆかんけいしや だんたい きようりよくたいせい かくりつ さいがい じ ようえん ご しや

の福祉避難所として、社会福祉施設等の指定などの取組みを行っている。
ふく し ひ なんしよ しやかいふく し し せつとう し てい とり く おこな

○ 「非常時は、普段以上のことはできない。しかし、普段できていることは、非常時
ひ じよう じ ふ だん い じよう ふ だん ひ じよう じ

にも活かせる」と言われるように、普段から、災害時を想定した十分な取組みを進
い い ふ だん さいがい じ そうてい じゆうぶん とり く すす

めることが重要です。
じゆうよう

○ 北海道では、平成１８年３月に「災害時における高齢者・障がい者等に対する
ほつかいどう へいせい ねん がつ さいがい じ こうれいしや しよう しやとう たい

支援対策マニュアル」を、平成２０年６月に「福祉避難所設置・運営に関するガイ
し え んたいさく へいせい ねん がつ ふく し ひ なんしよせつ ち うんえい かん

ドライン」が国から示されたことから、市町村において災害時要援護者対策を進
くに しめ し ちようそん さいがい じ ようえん ご しやたいさく すす

める際に活用しやすいものにするため、平成２３年８月に「災害時要援護者支援対
さい かつよう へいせい ねん がつ さいがい じ ようえん ご しや し えんたい

策の手引き」を策定しました（平成２６年３月改訂）。こうしたマニュアルや手引
さく て び さくてい へいせい ねん がつかいてい て び

きを基に、平常時から災害時における支援体制を整備しておくことが大変重要で
もと へいじよう じ さいがい じ し えんたいせい せい び たいへんじゆうよう

す。

【平常時における取組】
へいじよう じ とりくみ

１ 要援護者情報の共有等
ようえん ご しやじようほう きようゆうとう

○ 市町村において、「災害時要援護者避難支援プラン」の策定や支援体制の整備を進
し ちようそん さいがい じ ようえん ご しや ひ なん し えん さくてい し えんたいせい せい び すす

めるためには、平常時からの要援護者情報の収 集・共有が必要です。
へいじよう じ ようえん ご しやじようほう しゆうしゆう きようゆう ひつよう

○ 内閣府が平成１８年３月に取りまとめた「災害時要援護者の避難支援ガイドライ
ないかく ふ へいせい ねん がつ と さいがい じ ようえん ご しや ひ なん し えん

ン」においては、災害時要援護者情報の福祉部局と防災部局の共有化を進める
さいがい じ ようえん ご しやじようほう ふく し ぶ きよく ぼうさい ぶ きよく きようゆう か すす

方法として、関係機関共有方式、手上げ方式、同意方式の３つについて、次のと
ほうほう かんけい き かんきようゆうほうしき て あ ほうしき どう い ほうしき つぎ

おり規定しています。
き て い

（１）関係機関共有方式
かんけい き かんきようゆうほうしき

・地方公共団体の個人情報保護条例において保有個人情報の目的外利用・第
ち ほうこうきようだんたい こ じんじようほう ほ ご じようれい ほ ゆう こ じんじようほう もくてきがい り よう だい

三者提 供が可能とされている規定を活用して、要援護者本人から同意を得ず
さんしやていきよう か のう き てい かつよう ようえん ご しやほんにん どう い え
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に、平常時から福祉関係部局等が保有する要援護者情報等を防災関係部局、
へいじよう じ ふく し かんけい ぶ きよくとう ほ ゆう ようえん ご しやじようほうとう ぼうさいかんけい ぶ きよく

自主防災組織、民生委員などの関係機関等の間で共有する方式。
じ しゆぼうさい そ しき みんせい い いん かんけい き かんとう あいだ きようゆう ほうしき

＜個人 情 報保護 条 例において目 的 外利用・第 三 者 提 供 が可能とされている規定 例＞
こじんじようほうほ ごじようれい もくてきがいりよう だいさんしやていきよう かのう きていれい

・「本人以外の者に保有個人 情 報を提 供 することが明らかに本人の利益に
ほんにん い がい もの ほ ゆう こ じんじようほう ていきよう あき ほんにん り えき

なると認められるとき」
みと

・「実施機関が所 掌 事務の遂行に必要な範囲内で記録 情 報を内部で利用し、
じつ し き かん しよしよう じ む すいこう ひつよう はん い ない き ろくじようほう ない ぶ り よう

かつ、当該記録 情 報を利用することについて相当な理由があるとき」
とうがい き ろくじようほう り よう そうとう り ゆう

・「保有個人 情 報を提 供 することについて個人 情 報保護審議会の意見を聴
ほ ゆう こ じんじようほう ていきよう こ じんじようほう ほ ご しん ぎ かい い けん き

いて特別の理由があると認められるとき」等
とくべつ り ゆう みと とう

（２）手上げ方式
て あ ほうしき

・要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者名簿等へ
ようえん ご しやとうろくせい ど そうせつ こうほう しゆう ち あと みずか ようえん ご しやめい ぼ とう

の登録を希望した者の情報を収 集する方式。
とうろく き ぼう もの じようほう しゆうしゆう ほうしき

・実施主体の負担は少ないものの、要援護者への直接的な働きかけをせず、要
じつ し しゆたい ふ たん すく ようえん ご しや ちよくせつてき はたら よう

援護者本人の自発的な意思に委ねているため、支援を要することを自覚してい
えん ご しやほんにん じ はつてき い し ゆだ し えん よう じ かく

ない者や障がい等を有することを他人に知られたくない者も多く、十分に情
もの しよう とう ゆう た にん し もの おお じゆうぶん じよう

報収 集できていない傾向にある。
ほうしゆうしゆう けいこう

（３）同意方式
どう い ほうしき

・防災関係部局、福祉関係部局、自主防災組織、福祉関係者等が要援護者本人
ぼうさいかんけい ぶ きよく ふく し かんけい ぶ きよく じ しゆぼうさい そ しき ふく し かんけいしやとう ようえん ご しやほんにん

に直 接的に働きかけ、必要な情報を収 集する方式。
ちよくせつてき はたら ひつよう じようほう しゆうしゆう ほうしき

・要援護者一人ひとりと直接接することから、必要な支援内容等をきめ細かく
ようえん ご しやひと り ちよくせつせつ ひつよう し えんないようとう こま

把握できる反面、対象者が多いため、効率的かつ迅速な情報収 集が困難で
は あく はんめん たいしようしや おお こうりつてき じんそく じようほうしゆうしゆう こんなん

ある。このため、福祉関係部局や民生委員等が要援護者情報の収 集 共有
ふく し かんけい ぶ きよく みんせい い いんとう ようえん ご しやじようほう しゆうしゆうきようゆう

等を福祉施策の一環として位置付け、その保有情報を基に要援護者と接する
とう ふく し し さく いつかん い ち づ ほ ゆうじようほう もと ようえん ご しや せつ

こと。または、関係機関共有方式との組合せを積極的に活用することが望ま
かんけい き かんきようゆうほうしき くみあわ せつきよくてき かつよう のぞ

しい。

〈災害時要援護者の避難支援ガイドラインにおける国の 考 え〉
さいがい じ ようえん ご しや ひ なん し えん くに かんが

「国の 行 政機関に適用される『 行 政機関の保有する個人 情 報の保護に関す
くに ぎようせい き かん てきよう ぎようせい き かん ほ ゆう こ じんじようほう ほ ご かん

る法律』では、本人以外の者に提 供 することが明らかに本人の利益になるときに、
ほうりつ ほんにん い がい もの ていきよう あき ほんにん り えき

保有個人 情 報の目的外利用・提 供 ができる場合があることを参考にしつつ（第
ほ ゆう こ じんじようほう もくてきがい り よう ていきよう ば あい さんこう だい

８ 条 第２項第４号・参考 条 文を参 照 ）積 極 的に取り組むこと。
じようだい こうだい ごう さんこうじようぶん さんしよう せつきよくてき と く

その際、避難支援に 直 接 携 わる民生委員、自主防災組織等の第三者への要
さい ひ なん し えん ちよくせつたずさ みんせい い いん じ しゆぼうさい そ しきとう だいさんしや よう
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援護者 情 報の提 供については、 情 報提 供 の際、 条 例や契約、誓約書の提
えん ご しやじようほう ていきよう じようほうていきよう さい じようれい けいやく せいやくしよ てい

出 等を活用して、要援護者 情 報を受ける側の守秘義務を確保すること。
しゆつとう かつよう ようえん ご しやじようほう う がわ しゆ ひ ぎ む かく ほ

個人 情 報の取 扱 制度への信頼も高まり、要援護者 情 報の 共 有も進んでい
こ じんじようほう とりあつかいせい ど しんらい たか ようえん ご しやじようほう きようゆう すす

くことに 留 意すること。」として、積 極 的に関係機関 共 有方式についても検討
りゆう い せつきよくてき かんけい き かんきようゆうほうしき けんとう

するよう呼びかけている。
よ

市 町 村は、地域の実 情 を踏まえ、 情 報把握の方法等について検討し取組み
し ちようそん ち いき じつじよう ふ じようほう は あく ほうほうとう けんとう とり く

を進める。
すす

○ 消防庁が平成２４年４月１日現在で、全国１、７４２市町村を対象に実施
しようぼうちよう へいせい ねん がつ にちげんざい ぜんこく し ちようそん たいしよう じつ し

した、災害時要援護者の避難支援対策への取組み状 況の調査結果
さいがい じ ようえん ご しや ひ なん し えんたいさく とり く じようきよう ちよう さ けつ か

・情報の収 集・共有の方式を決めている市町村 1,684市町村
じようほう しゆうしゆう きようゆう ほうしき き し ちようそん し ちようそん

・そのうち、同意方式と手上げ方式を併用 422市町村（25.1％)
どう い ほうしき て あ ほうしき へいよう し ちようそん

手上げ方式 269市町村（16.0％)
て あ ほうしき し ちようそん

３方式を併用している市町村 254市町村（15.1％)
ほうしき へいよう し ちようそん し ちようそん

２ 要援護者の避難支援計画（避難支援プラン）の具体化
ようえん ご しや ひ なん し えんけいかく ひ なん し えん ぐ たい か

○ 「避難支援プラン」は、市町村の災害時要援護者支援に係る「全体計画（全体的
ひ なん し えん し ちようそん さいがい じ ようえん ご しや し えん かか ぜんたいけいかく ぜんたいてき

な考え方）」と要援護者一人ひとりに対する「個別計画（名簿・台帳）」との構成
かんが かた ようえん ご しやひと り たい こ べつけいかく めい ぼ だいちよう こうせい

となっています。

「災害時要援護者の避難支援プラン」を策定し、災害時要援護者の避難支援対策
さいがい じ ようえん ご しや ひ なん し えん さくてい さいがい じ ようえん ご しや ひ なん し えんたいさく

への取組みを促進していくこととしております。
とり く そくしん

○ 消防庁が平成２４年４月１日現在で、全国１、７４２市区町村を対象に調査
しようぼうちよう へいせい ねん がつ にちげんざい ぜんこく し く ちようそん たいしよう ちよう さ

した、災害時要援護者の避難支援対策への取組状 況の結果
さいがい じ ようえん ご しや ひ なん し えんたいさく とりくみじようきよう けつ か

・ 全体計画を策定済みの市町村 1,455市町村
ぜんたいけいかく さくてい ず し ちようそん し ちようそん

・ 〃 策定中の市町村 249市町村
さくていちゆう し ちようそん し ちようそん

・ 災害時要援護者名簿を整備中の市町村 1,684市町村
さいがい じ ようえん ご しやめい ぼ せい び ちゆう し ちようそん し ちようそん

・ 個別計画を策定中の市町村 1,527市町村
こ べつけいかく さくていちゆう し ちようそん し ちようそん

＊国は、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平成18年3月改訂）を参考に、市 町 村に
くに さいがい じ ようえん ご しや ひ なん し えん へいせい ねん がつかいてい さんこう し ちようそん

おいて、災害時要援護者の避難支援の取組方針等（全体計画、災害時要援護者名簿、個別
さいがい じ ようえん ご しや ひ なん し えん とりくみほうしんとう ぜんたいけいかく さいがい じ ようえん ご しやめい ぼ こ べつ

計画）が策 定・整備されるよう促進している。
けいかく さくてい せい び そくしん

３ 福祉避難所の指定などの準備
ふく し ひ なんしよ し てい じゆん び

福祉避難所とは
ふく し ひ なんしよ

身体等の 状 況 が特別養護老人ホーム又は老人短期 入 所までには至らないが、一般的
しんたいとう じようきよう とくべつよう ご ろうじん また ろうじんたん き にゆうしよ いた いつぱんてき
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な避難所での避難生活が困難な災害時要援護者のための特別な配慮がなされた避難所
ひ なんしよ ひ なんせいかつ こんなん さいがい じ ようえん ご しや とくべつ はいりよ ひ なんしよ

○ 福祉避難所の指定等の準備としては、以下の項目となっています。
ふく し ひ なんしよ し ていとう じゆん び い か こうもく

（１）福祉避難所の対象となる者の把握
ふく し ひ なんしよ たいしよう もの は あく

（２）福祉避難所の指定
ふく し ひ なんしよ し てい

（３）福祉避難所の周知
ふく し ひ なんしよ しゆう ち

（４）福祉避難所の施設整備
ふく し ひ なんしよ し せつせい び

（５）福祉避難所に係る物資・器財、人材、移送手段の確保
ふく し ひ なんしよ かか ぶつ し き ざい じんざい い そうしゆだん かく ほ

（６）福祉避難所と社会福祉施設、医療機関等との連携
ふく し ひ なんしよ しやかいふく し し せつ い りよう き かんとう れんけい

（７）運営体制の事前整備
うんえいたいせい じ ぜんせい び

（８）福祉避難所の運営訓練等の実施
ふく し ひ なんしよ うんえいくんれんとう じつ し

４ 平常時から地域住民などとの支援体制の準備
へいじよう じ ち いきじゆうみん し えんたいせい じゆん び

○ 平常時から災害時要援護者の状 況把握、地域住民同士による支援体制づくり
へいじよう じ さいがい じ ようえん ご しや じようきよう は あく ち いきじゆうみんどう し し えんたいせい

を進める必要性とともに、災害時要援護者と地域住民とのコミュニケーションを
すす ひつようせい さいがい じ ようえん ご しや ち いきじゆうみん

密にし、防災意識や災害時の支援意識の醸成を図ることが重要です。
みつ ぼうさい い しき さいがい じ し えん い しき じようせい はか じゆうよう

○ 地域コミュニティと防災意識の醸成
ち いき ぼうさい い しき じようせい

災害発生直後の災害時要援護者への地域住民の支援については、平常時にお
さいがいはつせいちよく ご さいがい じ ようえん ご しや ち いきじゆうみん し えん へいじよう じ

ける近隣との関係の差異が初期救援の明暗を分けると言われており、日頃から
きんりん かんけい さ い しよ き きゆうえん めいあん わ い ひ ごろ

災害時要援護者と地域住民とのコミニュケーションを密にし、災害時における支
さいがい じ ようえん ご しや ち いきじゆうみん みつ さいがい じ し

援意識の醸成を図ることが重要です。また、市町村は、災害時要援護者本人や
えん い しき じようせい はか じゆうよう し ちようそん さいがい じ ようえん ご しやほんにん

家族、社会福祉施設等の管理者等に対し、防災知識の普及・啓発に努めるととも
か ぞく しやかいふく し し せつとう かん り しやとう たい ぼうさい ち しき ふ きゆう けいはつ つと

に、防災訓練への積極的な参加を求め、災害時要援護者対策を重視した防災訓練
ぼうさいくんれん せつきよくてき さん か もと さいがい じ ようえん ご しやたいさく じゆう し ぼうさいくんれん

を実施することが必要です。
じつ し ひつよう

（１）地域住民等に対する周知
ち いきじゆうみんとう たい しゆう ち

・地域における防災対応力の向上を図るため、地域住民に対し、防災に関す
ち いき ぼうさいたいおうりよく こうじよう はか ち いきじゆうみん たい ぼうさい かん

る知識の普及・啓発を行うとともに、災害時要援護者への対応方法などにつ
ち しき ふ きゆう けいはつ おこな さいがい じ ようえん ご しや たいおうほうほう

いても周知します。
しゆう ち

・さらに、日頃から災害時要援護者とのコミュニケーションを図り、室内の家具
ひ ごろ さいがい じ ようえん ご しや はか しつない か ぐ

の固定などが自力でできない災害時要援護者に対して、家具の点検、固定を助
こ てい じ りき さいがい じ ようえん ご しや たい か ぐ てんけん こ てい じよ

力するなど互助意識を育み、地域住民同士の支援体制を整備します。
りよく ご じよ い しき はぐく ち いきじゆうみんどう し し えんたいせい せい び

（２）社会福祉施設等との連携
しやかいふく し し せつとう れんけい
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・社会福祉施設等と地域住民とが、災害時において連携を図ることができるよ
しやかいふく し し せつとう ち いきじゆうみん さいがい じ れんけい はか

う、地域の防災訓練に施設の職員等が参加して、災害時要援護者の応急 救助
ち いき ぼうさいくんれん し せつ しよくいんとう さん か さいがい じ ようえん ご しや おうきゆうきゆうじよ

や介護方法の訓練を行ったり、施設の防災訓練に地域住民が参加して、入
かい ご ほうほう くんれん おこな し せつ ぼうさいくんれん ち いきじゆうみん さん か にゆう

所者の避難誘導を手伝うなど、平常時から連携を図り、相互援助の体制整備
しよしや ひ なんゆうどう て つだ へいじよう じ れんけい はか そう ご えんじよ たいせいせい び

を図ることが効果的です
はか こう か てき

（３）災害時要援護者対策を含めた防災訓練
さいがい じ ようえん ご しやたいさく ふく ぼうさいくんれん

・災害時要援護者の避難行動等の特徴に配慮した訓練の実施
さいがい じ ようえん ご しや ひ なんこうどうとう とくちよう はいりよ くんれん じつ し

夜間や積雪時における災害発生を想定した訓練を行うことも重要です。
や かん せきせつ じ さいがいはつせい そうてい くんれん おこな じゆうよう

その際には、消防関係者からの助言やボランティア等の参加・協 力を得る
さい しようぼうかんけいしや じよげん とう さん か きようりよく え

ことが不可欠です。
ふ か けつ

・避難場所までの避難訓練の実施
ひ なん ば しよ ひ なんくんれん じつ し

災害時要援護者と支援者が参加して防災訓練を行い、避難誘導等における留
さいがい じ ようえん ご しや し えんしや さん か ぼうさいくんれん おこな ひ なんゆうどうとう りゆう

意点などを確認しておきます。視覚障がい者の場合は、避難場所までの経路
い てん かくにん し かくしよう しや ば あい ひ なん ば しよ けい ろ

を歩いて確認すること、車イスでの移動が必要な場合、避難場所までの間に通
ある かくにん くるま い どう ひつよう ば あい ひ なん ば しよ あいだ とお

れない場所がないかどうかなども確認しておきます。
ば しよ かくにん

・災害図上訓練〝ＤＩＧ〝（Disaster Imagination Game）の実施
さいがい ず じようくんれん じつ し

地域住民が参加して、地図を囲みながら、災害想定を条件設定し、図上訓練
ち いきじゆうみん さん か ち ず かこ さいがいそうてい じようけんせつてい ず じようくんれん

を行います。図上訓練は比較的、手軽に実施することができ、また、参加者
おこな ず じようくんれん ひ かくてき て がる じつ し さん か しや

が災害全体のイメージを共用できることから、住民の防災意識の醸成にも
さいがいぜんたい きようよう じゆうみん ぼうさい い しき じようせい

有効な手立てとなります。地域の住民が参加して、避難誘導や関係機関との
ゆうこう て だ ち いき じゆうみん さん か ひ なんゆうどう かんけい き かん

連絡などについて、ディスカッションを行うことにより、地域の住民のネッ
れんらく おこな ち いき じゆうみん

トワークづくりに役立つことが期待できます。
やく だ き た い

【災害時における取組】
さいがい じ とりくみ

○ 災害発生時における取組は、速やかに実施することが求められる重要な役割と
さいがいはつせい じ とりくみ すみ じつ し もと じゆうよう やくわり

して、次の３つが考えられます。
つぎ かんが

（１）被災地における障がい者の安否及び被災生活状 況の確認
しよう しや あん ぴ およ ひ さいせいかつじようきよう かくにん

（２）被災した障がい者の緊急的なニーズの把握とその対応
ひ さい しよう しや きんきゆうてき は あく たいおう

（３）福祉避難所の開設
ふく し ひ なんしよ かいせつ

○ これらの役割が機能するためには、普段から、災害発生時に速やかに安否確認の
やくわり き のう ふ だん さいがいはつせい じ すみ あん ぴ かくにん

行動が起こせる市町村、相談支援事業所及び関係機関との協 力体制づくりと、
こうどう お し ちようそん そうだん し えん じ ぎようしよおよ かんけい き かん きようりよくたいせい

障がい者の生活実態に関する情報の把握、関係機関同士で共有化するルールづ
しよう しや せいかつじつたい かん じようほう は あく かんけい き かんどう し きようゆう か

くりなどが欠かせません。協 力体制は、地域の協議会等の普段の活動を通して、
か きようりよくたいせい ち いき きよう ぎ かいとう ふ だん かつどう とお
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電話１本で協 力し合える関係を築くことが重要です。また、情報の把握と共
で ん わ ぽん きようりよく あ かんけい きず じゆうよう じようほう は あく きよう

有化のルールづくりについては、個人情報保護法等との関係があり、なかなか難
ゆう か こ じんじようほう ほ ご ほうとう かんけい むずか

しい状 況もありますが、市町村が中心となって、住民の理解を広める積極的
じようきよう し ちようそん ちゆうしん じゆうみん り かい ひろ せつきよくてき

な取組みが大切です。
とり く たいせつ
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③ 障がいの有無にかかわらず、全ての人々に必要な情 報が伝達されるとと
しよう う む すべ ひとびと ひつよう じようほう でんたつ

もに、ニーズ等についても適切に把握することができるよう、障がい特性へ
とう てきせつ は あ く しよう とくせい

の理解や情 報保障への配慮が行われている。
り か い じようほうほしよう はいりよ おこな

○ 災害時の取組においては、情報保障への配慮が極めて重要です。災害時には、
さいがい じ とりくみ じようほう ほ しよう はいりよ きわ じゆうよう さいがい じ

平常時に増して、様々な情報を適時適切に把握することが必要となりますが、障
へいじよう じ ま さまざま じようほう てき じ てきせつ は あく ひつよう しよう

がい者などの情報弱者とされる方々には、必要な情報が全く伝わらなかったり、
しや じようほうじやくしや かたがた ひつよう じようほう まつた つた

伝達が遅れたりすることが少なくありません。
でんたつ おく すく

障がいの有無にかかわらず、全ての人々に必要な情報が伝達されるとともに、
しよう う む すべ ひとびと ひつよう じようほう でんたつ

ニーズ等についても適切に把握することができるよう、情報保障への配慮を行
とう てきせつ は あく じようほう ほ しよう はいりよ おこな

っていく必要があります。
ひつよう
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Ⅴ 障がい者の就労支援
しよう しや しゆうろう し えん

１ 障がい者の就労を支援するため、関係機関等の連携・協 力体制を確保
しよう しや しゆうろう し えん かんけい き かんとう れんけい きようりよくたいせい かく ほ

している。

① 市町村、関係機関、施設（事業所）等が合同で、地域における障が
し ちようそん かんけい き かん し せつ じ ぎようしよ とう ごうどう ち いき しよう

い者の就労支援に関して協議する場・機会を確保している。
しや しゆうろう し えん かん きよう ぎ ば き かい かく ほ

○ 地域には、障がい者の就労に関わる様々な機関が存在しており、市町村をはじ
ち いき しよう しや しゆうろう かか さまざま き かん そんざい し ちようそん

め各機関は、それぞれ専門的な機能を有する社会資源です。しかし、一つの機関だけ
かく き かん せんもんてき き のう ゆう しやかい し げん ひと き かん

では、持っている情報も取り得る支援もある一面に限られてしまい、障がい者にと
も じようほう と う し えん いちめん かぎ しよう しや

って十分な支援とはならないことが多くなります。
じゆうぶん し えん おお

地域の障害福祉サービス事業所、障害者就 業・生活支援センター、ハローワ
ち いき しようがいふく し じ ぎようしよ しようがいしやしゆうぎよう せいかつ し えん

ーク、障害者職 業センター、医療機関、特別支援学校、相談支援事業者、経済団体、
しようがいしやしよくぎよう い りよう き かん とくべつ し えんがつこう そうだん し えん じ ぎようしや けいざいだんたい

職親会、地域の協議会、総合振興局（振興局）・市町村等の行政機関などの関
しよくおやかい ち いき きよう ぎ かい そうごうしんこうきよく しんこうきよく し ちようそんとう ぎようせい き かん かん

係機関が情報を共有し、相互に連携する関係を築き、連携を強化していくことが、
けい き かん じようほう きようゆう そう ご れんけい かんけい きず れんけい きよう か

地域の障がい者の就労推進につながります。
ち いき しよう しや しゆうろうすいしん

○ 市町村毎に設置する地域の協議会（就労支援部会等）など地域に存在する障が
し ちようそんごと せつ ち ち いき きよう ぎ かい しゆうろう し えん ぶ かいとう ち いき そんざい しよう

い者の就労支援に関係する機関が集まる機会を設定、あるいはそこに参画し、合同
しや しゆうろう し えん かんけい き かん あつ き かい せつてい さんかく ごうどう

で協議する場を確保し、お互いが「顔の見える関係」をつくり、関係機関の連携の
きよう ぎ ば かく ほ たが かお み かんけい かんけい き かん れんけい

もと、障がい者にとって必要な支援を進めることが重要です。（②参照）
しよう しや ひつよう し えん すす じゆうよう さんしよう

○ 市町村は、まず、地域にある他の社会資源に幅広く声をかけ、集まる機会を設定
し ちようそん ち いき た しやかい し げん はばひろ こえ あつ き かい せつてい

し、あるいはそういう場に積極的に参画し、各機関の持つ情報や専門性を最大限に
ば せつきよくてき さんかく かく き かん も じようほう せんもんせい さいだいげん

活用しながら、それぞれの自治体の障がい者の就労に関して、幅広く協議できる
かつよう じ ち たい しよう しや しゆうろう かん はばひろ きよう ぎ

体制を確保することが必要です。
たいせい かく ほ ひつよう
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② 就労を希望する個々の障がい者に対して、地域の関係機関が必要な
しゆうろう き ぼう こ こ しよう しや たい ち いき かんけい き かん ひつよう

情報を共有するとともに、適性評価、職 業体験、就労、職場定着、就
じようほう きようゆう てきせいひよう か しよくぎようたいけん しゆうろう しよく ば ていちやく しゆう

業生活支援などのプロセス毎に役割分担し、就 職の準備段階から職
ぎようせいかつし え ん ごと やくわりぶんたん しゆうしよく じゆん び だんかい しよく

場定着まで支援できる体制を確保している。
ば ていちやく し えん たいせい かく ほ

○ ①で述べたように、各機関はそれぞれ高い専門性を持っていますが、単独機関だけ
の かく き かん たか せんもんせい も たんどく き かん

では障がい者の様々な悩みや不安の解消には至らないケースもあります。そのよう
しよう しや さまざま なや ふ あん かいしよう いた

な場合には、個々の障がい者の悩みや相談に応じて、必要な関係機関が集まり、障
ば あい こ こ しよう しや なや そうだん おう ひつよう かんけい き かん あつ しよう

がい者の情報を共有し、関係者が共通の認識にたって、障がい者の全体像や直面
しや じようほう きようゆう かんけいしや きようつう にんしき しよう しや ぜんたいぞう ちよくめん

している課題の明確化を図り、解決に向けたアプローチの方法を協議することが重
か だい めいかく か はか かいけつ む ほうほう きよう ぎ じゆう

要です。その上で、各機関がプロセスに応じて役割分担しつつ、専門的な役割や力
よう うえ かく き かん おう やくわりぶんたん せんもんてき やくわり ちから

を発揮することにより、その障がい者にとって必要な一体的な支援が実施されるこ
はつ き しよう しや ひつよう いつたいてき し えん じつ し

とになります。

○ 関係機関は相互にリンクしながら、共通理解の上に立って、それぞれの専門的な
かんけい き かん そう ご きようつう り かい うえ た せんもんてき

役割を果たし、障がい者の就労サポートにあたります。
やくわり は しよう しや しゆうろう

市町村はその１機関として機能するとともに、我がまちの障がい者の就労推進
し ちようそん き かん き のう わ しよう しや しゆうろうすいしん

のため、関係機関の連携・協 力体制を確保しておくことが求められます。
かんけい き かん れんけい きようりよくたいせい かく ほ もと



- 68 -

２ 障がい者の就労促進や職場定着の取組みが行われている。
しよう しや しゆうろうそくしん しよく ば ていちやく とり く おこな

① 地域の公的機関、民間企業等において、障がい者の職場実習や職
ち いき こうてき き かん みんかん き ぎようとう しよう しや しよく ば じつしゆう しよく

場体験を行う場を確保している。
ば たいけん おこな ば かく ほ

○ 多くの場合、障がい者は、施設（事業所）や特別支援学校での訓練、相談、職 業
おお ば あい しよう しや し せつ じ ぎようしよ とくべつ し えんがつこう くんれん そうだん しよくぎよう

体験、実習など、いくつかの段階を経て就労に至ります。中でも職場実習や体験
たいけん じつしゆう だんかい へ しゆうろう いた なか しよく ば じつしゆう たいけん

は、短期間でも職場や職 業生活を経験できる重要なステップです。
たん き かん しよく ば しよくぎようせいかつ けいけん じゆうよう

○ 職場実習や職場体験には次のような利点があると考えられます。
しよく ば じつしゆう しよく ば たいけん つぎ り てん かんが

・ 通い慣れた施設（事業所）や家ではなく、多くの人が働いている「職場」や
かよ な し せつ じ ぎようしよ いえ おお ひと はたら しよく ば

「職 業生活」を経験できる。一定期間をいつもと違う環境の中で過ごすことで
しよくぎようせいかつ けいけん いつてい き かん ちが かんきよう なか す

障がい者の自信につながる。
しよう しや じ しん

・ 障がい者にとっても支援者にとっても、それまでの相談やチーム支援でわかっ
しよう しや し えんしや そうだん し えん

た障がい者の特徴（セールスポイント、苦手な事、性格、障がい特性）にあう仕事
しよう しや とくちよう にが て こと せいかく しよう とくせい し ごと

かどうか、アセスメントができる。

・ いくつか実習や体験を行うことにより、就労の際のミスマッチを少なくする
じつしゆう たいけん おこな しゆうろう さい すく

ことができる。

・ 受入れ側の公的機関や企業等が、障がい者や障がい者の就労について理解を
うけ い がわ こうてき き かん き ぎようとう しよう しや しよう しや しゆうろう り かい

深める機会となり、就労に結びつくケースもある。
ふか き かい しゆうろう むす

○ こうしたことから、市町村は自ら実習受入れに配慮するとともに、他の公的機関
し ちようそん みずか じつしゆううけ い はいりよ た こうてき き かん

や企業等に対して働きかけを行うなどして、地域内で障がい者が職 業体験でき
き ぎようとう たい はたら おこな ち いきない しよう しや しよくぎようたいけん

る場の確保を図ることが重要です。他の自治体の受入事例の収 集や、企業等への
ば かく ほ はか じゆうよう た じ ち たい うけいれ じ れい しゆうしゆう き ぎようとう

働きかけに際しても、圏域での合同会議などの活用や、施設（事業所）・他機関と
はたら さい けんいき ごうどうかい ぎ かつよう し せつ じ ぎようしよ た き かん

の連携が有効です。
れんけい ゆうこう
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② 就労後の個々の障がい者の悩みなどに対して、相談できる体制を確保
しゆうろう ご こ こ しよう しや なや たい そうだん たいせい かく ほ

している。

○ 障がい者にとって、就労することがゴールではなく、就労して長く働き続ける
しよう しや しゆうろう しゆうろう なが はたら つづ

ことが重要です。そのためには、就労後の障がい者が悩みや不安などを感じた場合、
じゆうよう しゆうろう ご しよう しや なや ふ あん かん ば あい

安心して相談でき、障がい者を支援できる体制が必要です。
あんしん そうだん しよう しや し えん たいせい ひつよう

○ 相談先としては、次のような社会資源があります。
そうだんさき つぎ しやかい し げん

・ 就 職先の企業等の同僚・上司（見守る担当者）
しゆうしよくさき き ぎようとう どうりよう じよう し み まも たんとうしや

・ 障害者就 業・生活支援センター、市町村の相談支援事業所（Ⅰ参照）
しようがいしやしゆうぎよう せいかつ し えん し ちようそん そうだん し えん じ ぎようしよ さんしよう

・ ハローワーク

・ 障害者職 業センターのジョブコーチ等
しようがいしやしよくぎよう とう

・ 当事者が利用していた施設や在籍していた特別支援学校
とう じ しや り よう し せつ ざいせき とくべつ し えんがつこう

・ 通院先の医療機関
つういんさき い りよう き かん

・ 市町村の福祉担当窓口
し ちようそん ふく し たんとうまどぐち

・ 家族や友人
か ぞく ゆうじん

○ しかし、こうした社会資源があっても、障がい者本人にその利用を委ねていては、
しやかい し げん しよう しやほんにん り よう ゆだ

本人が言い出せなかったり、相談できる機関にたどり着けなければ、相談することが
ほんにん い だ そうだん き かん つ そうだん

できません。また、就労先に任せきりでは負担が大きく、取り得る支援も限定され
しゆうろうさき まか ふ たん おお と う し えん げんてい

ます。

障がい者や就労先には、就労後も１－②で述べた支援機関が存在していること
しよう しや しゆうろうさき しゆうろう ご の し えん き かん そんざい

をあらかじめ知らせておき、障がい者のサインを見逃さず、培ったネットワークを
し しよう しや み のが つちか

活用して対応できる関係を確保しておくことが大切です。
かつよう たいおう かんけい かく ほ たいせつ

就労後も相談できる相手がいることが双方の安心につながり、悩みや問題の解決、
しゆうろう ご そうだん あい て そうほう あんしん なや もんだい かいけつ

職場定着につながると考えられます。
しよく ば ていちやく かんが

また、地域内で、障がい者同士が気軽に話し合える場や機会を設けることは、障
ち いきない しよう しやどう し き がる はな あ ば き かい もう しよう

がい者にとって心安く、様々な悩みなどを話しやすくなると考えられます。
しや こころやす さまざま なや はな かんが
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３ 施設や障がい者を雇用する企業を支援する取組みが行われている。
し せつ しよう しや こ よう き ぎよう し えん とり く おこな

① 地域の公的機関、民間企業等が施設（事業所）の授産製品購入や業
ち いき こうてき き かん みんかん き ぎようとう し せつ じ ぎようしよ じゆさんせいひんこうにゆう ぎよう

務委託等に配慮している。
む い たくとう はいりよ

② 公共施設や各種イベントを活用し、授産製品や関係企業の製品販売や
こうきよう し せつ かくしゆ かつよう じゆさんせいひん かんけい き ぎよう せいひんはんばい

PRのスペースを確保している。
かく ほ

○ 障がい者のうち、一般就労が困難ないわゆる福祉的就労に従事している人の工
しよう しや いつぱんしゆうろう こんなん ふく し てきしゆうろう じゆう じ ひと こう

賃 （賃金）は、月額１万８千円程度（H28道内平均）で、障害基礎年金などの社会
ちん ちんぎん げつがく まん せんえんてい ど どうないへいきん しようがい き そ ねんきん しやかい

保障 給付と併せても、経済的に自立した生活を送る水準に達していない状 況で
ほ しようきゆう ふ あわ けいざいてき じ りつ せいかつ おく すいじゆん たつ じようきよう

す。

この状 況を改善するため、道においても、指定法人を通じ施設（事業所）側に働
じようきよう かいぜん どう し ていほうじん つう し せつ じ ぎようしよ がわ はたら

きかけるとともに、製品等を受発注するシステムの活用など工賃向上に向けた取組
せいひんとう じゆはつちゆう かつよう こうちんこうじよう む とりくみ

みを行っています。
おこな

○ 工賃の向上は施設（事業所）側の取組みだけではなく、購入・利用や販売協 力
こうちん こうじよう し せつ じ ぎようしよ がわ とり く こうにゆう り よう はんばいきようりよく

などの周囲の支援にかかっています。施設（事業所）の中には、既存の製品だけで
しゆう い し えん し せつ じ ぎようしよ なか き そん せいひん

はなく、新たな注文製作に応えられる施設（事業所）もあります。自治体としての利用
あら ちゆうもんせいさく こた し せつ じ ぎようしよ じ ち たい り よう

に加えて、地域の協議会などの場で、地域内の施設（事業所）の製品やサービスを
くわ ち いき きよう ぎ かい ば ち いきない し せつ じ ぎようしよ せいひん

周知し、支援方法を検討するなど、販路拡大等に向けたできる限りの支援が求めら
しゆう ち し えんほうほう けんとう はん ろ かくだいとう む かぎ し えん もと

れています。

○ また、市町村は、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等
し ちようそん くにとう しようがいしやしゆうろう し せつとう ぶつぴんとう ちようたつ すいしんとう

に関する法律」に基づき調達方針を定め、施設等からの物品や役務を優先的に調達
かん ほうりつ もと ちようたつほうしん さだ し せつとう ぶつぴん えき む ゆうせんてき ちようたつ

する必要があります。こうした調達を円滑に推進するため、地方自治法による特定
ひつよう ちようたつ えんかつ すいしん ち ほう じ ち ほう とくてい

随意契約制度の積極的な活用がもとめられます。
ずい い けいやくせい ど せつきよくてき かつよう

さらに、障がい者を多数雇用していたり、施設に製品や業務を積極的に発注し
しよう しや た すう こ よう し せつ せいひん ぎよう む せつきよくてき はつちゆう

ているなど、障がい者の就労を支援している企業の取組を周知し応援することは、
しよう しや しゆうろう し えん き ぎよう とりくみ しゆう ち おうえん

他の企業や住民の間に障がい者の就労についての理解を広める効果につながり
た き ぎよう じゆうみん あいだ しよう しや しゆうろう り かい ひろ こう か

ます。「障がい者就労支援企業認証制度」の認証企業やサポーター的存在の「障
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 にんしよう き ぎよう てきそんざい しよう

がい者の就 労支援の輪を広げる取組～道民一人１アクション」参加企業、地元に密
しや しゆうろう し えん わ ひろ とりくみ どうみんひと り さん か き ぎよう じ もと みつ

着した職親会会員企業など、地域の企業と連携した取組は、障がい者の就労支援
ちやく しよくおやかいかいいん き ぎよう ち いき き ぎよう れんけい とりくみ しよう しや しゆうろう し えん
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の輪を拡げる上で今後ますます重要になります。
わ ひろ うえ こん ご じゆうよう
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③ 企業、施設（事業所）に対して、障がい者の就労支援に関する各種施策
き ぎよう し せつ じ ぎようしよ たい しよう しや しゆうろう し えん かん かくしゆ し さく

（福祉・雇用）などの情報提供や、雇用に向けた働きかけを行う機会
ふく し こ よう じようほうていきよう こ よう む はたら おこな き かい

を設けている。
もう

○ 障がい者の就労支援に関しては、福祉と雇用の両サイドから制度や各種施策が
しよう しや しゆうろう し えん かん ふく し こ よう りよう せい ど かくしゆ し さく

展開されており、障がい者の就労（雇用）を進める際には、条件に適合する制度
てんかい しよう しや しゆうろう こ よう すす さい じようけん てきごう せい ど

や施策を活用することが効果的です。
し さく かつよう こう か てき

○ １で述べたように、普段から関係機関と「顔の見える関係」を築き、情報を収 集
の ふ だん かんけい き かん かお み かんけい きず じようほう しゆうしゆう

するとともに、企業や施設（事業所）に対して機会を捉えて提供するなど、制度
き ぎよう し せつ じ ぎようしよ たい き かい とら ていきよう せい ど

や施策の活用を図ることが障がい者の就労促進に役立ちます。市町村やⅠの相談
し さく かつよう はか しよう しや しゆうろうそくしん やく だ し ちようそん そうだん

支援事業所は、他機関の施策等の情報を広く把握しておき、詳細については該当
し えん じ ぎようしよ た き かん し さくとう じようほう ひろ は あく しようさい がいとう

機関の力を借りられる関係にあることが大切です。
き かん ちから か かんけい たいせつ

○ また、２の①でも触れたように、施設（事業所）は、「求人・実習先の確保等」
ふ し せつ じ ぎようしよ きゆうじん じつしゆうさき かく ほ とう

を大きな課題と捉えていますが、個々の施設（事業所）が多くの企業に働きかけ
おお か だい とら こ こ し せつ じ ぎようしよ おお き ぎよう はたら

を行うのは難しく、相手先が限定されるなどの限界もあります。
おこな むずか あい て さき げんてい げんかい

市町村内の施設（事業所）利用者や在宅障がい者、特別支援学校卒業予定者の
し ちようそんない し せつ じ ぎようしよ り ようしや ざいたくしよう しや とくべつ し えんがつこうそつぎよう よ ていしや

就 労に関するニーズや訓練状 況などを把握した上で、施設（事業所）と連携して
しゆうろう かん くんれんじようきよう は あく うえ し せつ じ ぎようしよ れんけい

定期的に地域内の企業に働きかけるなど、自治体としても積極的な支援が求めら
てい き てき ち いきない き ぎよう はたら じ ち たい せつきよくてき し えん もと

れています。

○ 市町村の中には、他部局等と連携し、観光や農林水産業などの地域振興策と協働
し ちようそん なか た ぶ きよくとう れんけい かんこう のうりんすいさんぎよう ち いきしんこうさく きようどう

して、障がい者の就労先を検討するという動きも出てきています。庁内の関係部局
しよう しや しゆうろうさき けんとう うご で ちようない かんけい ぶ きよく

の取組みについても把握し、障がい者の就労を、これまでの業種だけでなく、関係
とり く は あく しよう しや しゆうろう ぎようしゆ かんけい

機関と連携しながら、新たな分野や就労形態といった視点から検討することも有効
き かん れんけい あら ぶん や しゆうろうけいたい し てん けんとう ゆうこう

です。
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Ⅵその他
た

１ 地域の協議会の「機能」を確保し、実効性のあるものとする取組みが行われて
ち いき きよう ぎ かい き のう かく ほ じつこうせい とり く おこな

いる。

① 実効性のあるものとするため組織運営についての検討が行われている。
じつこうせい そ しきうんえい けんとう おこな

○ 地域の協議会の活用が進まない理由の一つとして、既に同様の役割を担う委員会
ち いき きよう ぎ かい かつよう すす り ゆう ひと すで どうよう やくわり にな い いんかい

や協議会組織が数多く設置されており、それらの組織の中には形骸化しているもの
きよう ぎ かい そ しき かずおお せつ ち そ しき なか けいがい か

もあり、新たな設置の必要性が認められないという意見があります。
あら せつ ち ひつようせい みと い けん

○ 障がい者のニーズをしっかりとキャッチする地域の相談窓口と、受け止めたニー
しよう しや ち いき そうだんまどぐち う と

ズをニーズに添った支援につなげる関係機関によるネットワーク（地域の協議会）
そ し えん かんけい き かん ち いき きよう ぎ かい

は、地域で暮らす障がい者の生活を支える車の両輪です。
ち いき く しよう しや せいかつ ささ くるま りようりん

地域の協議会は、必要な機能を確保することが重要であり、その形式については、
ち いき きよう ぎ かい ひつよう き のう かく ほ じゆうよう けいしき

地域の実情に応じて、既存組織の活用、複数市町村による共同設置など、自由に
ち いき じつじよう おう き そん そ しき かつよう ふくすう し ちようそん きようどうせつ ち じ ゆう

デザインすることが可能です。
か のう

従って、既存の組織が、Ⅱ－１に記載した「機能」を有しているか、今一度検証
したが き そん そ しき き さい き のう ゆう いまいち ど けんしよう

し、それらの「機能」が有効に働くよう取組むことが大切です。
き のう ゆうこう はたら とり く たいせつ

○ 一方、地域の協議会が設置されていても、その活動が、単に、障がい福祉計画作成
いつぽう ち いき きよう ぎ かい せつ ち かつどう たん しよう ふく し けいかくさくせい

のための外部委員会、あるいは、地域の関係団体との情報交換的な役割しか果たし
がい ぶ い いんかい ち いき かんけいだんたい じようほうこうかんてき やくわり は

ていない場合は、本来の目的である地域課題の解決を図るための「機能」が発揮でき
ば あい ほんらい もくてき ち いき か だい かいけつ はか き のう はつ き

るよう、組織の見直しなどを行うことが大切です。
そ しき み なお おこな たいせつ
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② 地域の様々な制約がある場合、取組みの優先順位を検討するなど、地域
ち いき さまざま せいやく ば あい とり く ゆうせんじゆん い けんとう ち いき

の実情を踏まえた検討が行われている。
じつじよう ふ けんとう おこな

○ 地域の協議会は、市町村の人口規模や社会資源の実情を踏まえ、実効性を発揮
ち いき きよう ぎ かい し ちようそん じんこう き ぼ しやかい し げん じつじよう ふ じつこうせい はつ き

できる組織とすることが重要です。
そ しき じゆうよう

最初は地域が最も必要としている機能を確保することから取組み、例えば、地域
さいしよ ち いき もつと ひつよう き のう かく ほ とり く たと ち いき

づくりを進めたいという思いを共有する関係機関と協 力し、個別支援会議と定例会
すす おも きようゆう かんけい き かん きようりよく こ べつ し えんかい ぎ ていれいかい

を立ち上げ、個別の相談におけるニーズに対する支援の検討から始め、課題に対して
た あ こ べつ そうだん たい し えん けんとう はじ か だい たい

協働して取組み、解決する体験を積み上げることが大切です。
きようどう とり く かいけつ たいけん つ あ たいせつ

このような成功体験を積み上げる活動を通して、関係者相互の絆を深めるととも
せいこうたいけん つ あ かつどう とお かんけいしやそう ご きずな ふか

に、ネットワークに参画する仲間を増やしながら、課題を解決する力を養い、徐々
さんかく なか ま ふ か だい かいけつ ちから やしな じよじよ

に困難な課題にも取り組むなど、段階的な取組みを継続することが重要です。
こんなん か だい と く だんかいてき とり く けいぞく じゆうよう

すぐには成果は上がらないかもしれません。しかし、社会資源が何もないと考え
せい か あ しやかい し げん なに かんが

て諦めてしまうのではなく、地域で思いを共有化した人々との協働作業というプ
あきら ち いき おも きようゆう か ひとびと きようどう さ ぎよう

ロセスを大切に、自分達の手で地域をつくる 、制度がなければ、地域の知恵と力を
たいせつ じ ぶんたち て ち いき せい ど ち いき ち え ちから

結集し、自分たちで必要な制度をつくっていく取組みをあきらめずに継続すること
けつしゆう じ ぶん ひつよう せい ど とり く けいぞく

がすることが大切なのです。
たいせつ


