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用
よう

 語
ご

 の 解
かい

 説
せつ

 
 

○ ノーマライゼーション（４ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

などの社会的
しゃかいてき

に不利
ふ り

を受
う

けやすい人
ひと

が、社会
しゃかい

の中
なか

で他
ほか

の人々
ひとびと

と同
おな

じ

ように生活
せいかつ

し、活動
かつどう

することが社会
しゃかい

の本来
ほんらい

あるべき姿
すがた

であるという考
かんが

え方
かた

です。 

 

○ 支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

（４ページ） 

  平成
へいせい

15年
ねん

（2003年
ねん

）４月
がつ

から実施
じ っ し

された、障
しょう

がいのある人
ひと

自
みずか

らが障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを選択
せんたく

し

提供者
ていきょうしゃ

と対等
たいとう

な立場
た ち ば

に立
た

ち、契約
けいやく

を交
か

わしてサービスを利用
り よ う

するという、障
しょう

がいのある人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

が尊重
そんちょう

された仕
し

組
く

みです。                 

それまでは、行政
ぎょうせい

が「行政
ぎょうせい

処分
しょぶん

」として福祉
ふ く し

サービスを決定
けってい

する「措置
そ ち

制度
せ い ど

」により、サービ

スが提供
ていきょう

されていました。 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

（４ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

と就労
しゅうろう

を進
すす

め自立
じ り つ

を支援
し え ん

する観点
かんてん

から、それまで障
しょう

がい種別
しゅべつ

ごと

に異
こと

なる法律
ほうりつ

に基
もと

づいて提供
ていきょう

されてきた福祉
ふ く し

サービスを、共通
きょうつう

の制度
せ い ど

の下
もと

で一元的
いちげんてき

に提供
ていきょう

する

仕
し

組
く

みとするため平成
へいせい

17年
ねん

（2005年
ねん

）11月
がつ

に制定
せいてい

されました。 

  平成
へいせい

25年
ねん

（2013年
ねん

）４月
がつ

からは、障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための

法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

総合支
そ う ご う し

援法
えんほう

）に改正
かいせい

されています。 

 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス（４ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

における、自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

のうち介護
か い ご

給付
きゅうふ

及
およ

び訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

の各種
かくしゅ

サービスのこ

とです。居宅
きょたく

介護
か い ご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

、同行
どうこう

援護
え ん ご

、行動
こうどう

援護
え ん ご

、療養
りょうよう

介護
か い ご

、生活
せいかつ

介護
か い ご

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

、

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

及
およ

び共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

があります。 

 

   ◆介護
か い ご

給付
きゅうふ

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） 自宅
じ た く

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

を行
おこな

います。 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

のある人
ひと

又
また

は重度
じゅうど

の知的
ち て き

障
しょう

がい若
も

しくは精神障
せいしんしょう

がいにより、行動上
こうどうじょう

著
いちじる

しい困難
こんなん

を有
ゆう

する人
ひと

で常
つね

に介護
か い ご

を必要
ひつよう

とす

る人
ひと

に、自宅
じ た く

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

、外出
がいしゅつ

時
じ

における移動
い ど う

支援
し え ん

などを総合的
そうごうてき

に行
おこな

います。 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 

視覚障
しかくしょう

がいにより、移動
い ど う

に 著
いちじる

しい困難
こんなん

を有
ゆう

する人
ひと

に、移動
い ど う

に必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

（代筆
だいひつ

・代読
だいどく

を含
ふく

む）、移動
い ど う

の援護
え ん ご

等
とう

の外出
がいしゅつ

支援
し え ん

を行
おこな

い

ます。 
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行動
こうどう

援護
え ん ご

 
自己
じ こ

判断
はんだん

能力
のうりょく

が制限
せいげん

されている人
ひと

が行動
こうどう

するときに、危険
き け ん

を回避
か い ひ

す

るために必要
ひつよう

な支援
し え ん

や外出
がいしゅつ

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 
医療
いりょう

と常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に、医療
いりょう

機関
き か ん

で機能
き の う

訓練
くんれん

、療養上
りょうようじょう

の

管理
か ん り

、看護
か ん ご

、介護
か い ご

及
およ

び日常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 
常
つね

に介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に、昼間
ひ る ま

、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

を

行
おこな

うとともに、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

又
また

は生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（ショートステイ） 

自宅
じ た く

で介護
か い ご

する人
ひと

が病気
びょうき

の場合
ば あ い

などに、短期間
た ん き か ん

、夜間
や か ん

も含
ふく

め施設
し せ つ

で、

入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

を行
おこな

います。 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 
介護
か い ご

の必要性
ひつようせい

がとても高
たか

い人
ひと

に、居宅
きょたく

介護
か い ご

等
とう

複数
ふくすう

のサービスを

包括的
ほうかつてき

に行
おこな

います。 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

支
し

援
えん

施
しせつ

設での夜
や

間
かん

ケア等
とう

 

（施
し

設
せつ

入
にゅう

所
しょ

支
し

援
えん

） 

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

する人
ひと

に、夜間
や か ん

や休日
きゅうじつ

、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

を

行
おこな

います。 

 

 

 ◆訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

ができるよう、一定
いってい

期間
き か ん

、身体
しんたい

機能
き の う

又
また

は生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 
一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する人
ひと

に、一定
いってい

期間
き か ん

、就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

及
およ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行います。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

Ａ型
がた

＝雇
こ

 用
よう

 型
かた

 

Ｂ型
がた

＝非雇用型
ひ こ よ う が た

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

での就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な人
ひと

に、働
はたら

く場
ば

を提供
ていきょう

するとともに、

知識
ち し き

及
およ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

等
とう

を行
おこな

います。 

雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ぶＡ型
がた

と、雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ばないＢ型
がた

があります。 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

した障
しょう

がいのある人
ひと

に、就労
しゅうろう

に伴
ともな

う生活面
せいかつめん

の課題
か だ い

に対
たい

し､
、

就労
しゅうろう

の継続
けいぞく

を図
はか

るために企業
きぎょう

・自宅
じ た く

等
とう

への訪問
ほうもん

や障
しょう

がいの

ある人
ひと

の来所
らいしょ

により必要
ひつよう

な連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や指導
し ど う

・助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

います。 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 
一人
ひ と り

暮
く

らしに必要
ひつよう

な理解力
りかいりょく

や生
せい

活力
かつりょく

を補
おぎな

うために、定期的
て い き て き

な居宅
きょたく

訪問
ほうもん

や随時
ず い じ

の対応
たいおう

により必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

（グループホーム） 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

を行
おこな

う住居
じゅうきょ

で、相談
そうだん

や日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の援助
えんじょ

を行
おこな

います。ま

た、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

の必要性
ひつようせい

が認定
にんてい

されている方
かた

には

介護
か い ご

サービスも提供
ていきょう

します。さらに、グループホームを退居
たいきょ

し、一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

等
とう

への移行
い こ う

を目
め

指
ざ

す人
ひと

のためにサテライト型
がた

住居
じゅうきょ

があります。 

 

○  障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

）（４ページ） 

  障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

する具体的
ぐ た い て き

な措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めることにより、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

４条
じょう

に定
さだ

める差別
さ べ つ

禁止
き ん し

の基本
き ほ ん

原則
げんそく

を具体化
ぐ た い か

し、すべての国民
こくみん

が障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ
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てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、障
しょう

がい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

とし、平成
へいせい

25年
ねん

（2013年
ねん

）６月
がつ

に制定
せいてい

された法律
ほうりつ

です。 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

（４ページ） 

  障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

を確保
か く ほ

し、障
しょう

がい者
しゃ

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

する

ことを目的
もくてき

として、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

の実現
じつげん

のための措置
そ ち

等
とう

について定
さだ

めた条約
じょうやく

です。平成
へいせい

18

年
ねん

（2006年
ねん

）12月
がつ

13日
にち

に国連
こくれん

総会
そうかい

において採択
さいたく

され、平成
へいせい

20年
ねん

（2008年
ねん

）５月
がつ

３日
か

に発効
はっこう

しまし

た。日本
に ほ ん

は、平成
へいせい

26年
ねん

（2014年
ねん

）１月
がつ

に条約
じょうやく

を批准
ひじゅん

し、同年
どうねん

２月
がつ

から効力
こうりょく

を発生
はっせい

しています。 

 

○ 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

（４ページ） 

  発達障
はったつしょう

がいについてはできるだけ早期
そ う き

に発達
はったつ

支援
し え ん

を 行
おこな

うことが重要
じゅうよう

であることから、

発達障
はったつしょう

がいを早期
そ う き

に発見
はっけん

し、発達
はったつ

支援
し え ん

を行
おこな

うことについて、国
くに

や都道府県
と ど う ふ け ん

、市町村
しちょうそん

の責務
せ き む

など

を明
あき

らかにすること等
とう

を目的
もくてき

として、平成
へいせい

16年
ねん

（2004年
ねん

）12月
がつ

に制定
せいてい

された法律
ほうりつ

です。 

 

○ 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（４ページ） 

  医療的
いりょうてき

ケア児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

への支援
し え ん

に関
かん

し、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、国
くに

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするとともに、必要
ひつよう

な施策
し さ く

並
なら

びに医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

センターの指定
し て い

等
とう

について定
さだ

めること

により、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の健
すこ

やかな成長
せいちょう

を図
はか

るなど、安心
あんしん

して子
こ

どもを生
う

み、育
そだ

てることができる

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

とし、令和
れ い わ

３年
ねん

（2021年
ねん

）６月
がつ

に制定
せいてい

された法律
ほうりつ

です。 

 

○ 北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

（４ページ） 

  北海道
ほっかいどう

において、障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

の擁護
よ う ご

や、障
しょう

がいがあることを理由
り ゆ う

にいかなる差別
さ べ つ

、

虐待
ぎゃくたい

も受
う

けることのない暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくりを推進
すいしん

するため、平成
へいせい

21年
ねん

（2009年
ねん

）３月
がつ

31

日
にち

に公布
こ う ふ

しました。 

 

○ 障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

（４ページ） 

  児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

に基
もと

づくサービスについては、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

及
およ

び障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

があり、障
しょう

が

いのある子
こ

どもに対
たい

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス、保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

、福祉型
ふ く し が た

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

及
およ

び医療型
いりょうがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

があります。なお、平成
へいせい

30年
ねん

（2018年
ねん

）４月
がつ

から居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

が新設
しんせつ

されています。 

 

   ◆障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
就学前
しゅうがくまえ

の障
しょう

がいのある子
こ

どもに日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
き ほ ん て き

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

、知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適用
てきよう

訓練
くんれん

などを行
おこな

います。 
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居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスを受
う

け

るために外出
がいしゅつ

する事
こと

が困難
こんなん

な重度
じゅうど

の障
しょう

がいを持
も

つ障
しょう

がいのある

子
こ

どもに対
たい

し、居宅
きょたく

を訪問
ほうもん

して日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
き ほ ん て き

な動作
ど う さ

の

指導
し ど う

、知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

訓練
くんれん

などの支援
し え ん

を行
おこな

い

ます。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 

就学中
しゅうがくちゅう

の障
しょう

がいのある子
こ

どもに対
たい

して、放課後
ほ う か ご

や夏
なつ

休
やす

み等
とう

の

長期
ちょうき

休暇中
きゅうかちゅう

において、生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

等
とう

を継続的
けいぞくてき

に

提供
ていきょう

します。 

保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

保育所
ほ い く し ょ

等
とう

を現在
げんざい

利用中
りようちゅう

の障
しょう

がいのある子
こ

ども、又
また

は今後
こ ん ご

利用
り よ う

する

予定
よ て い

の障
しょう

がいのある子
こ

どもが、保育所
ほ い く し ょ

等
とう

における集団
しゅうだん

生活
せいかつ

の適応
てきおう

のための専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする場合
ば あ い

に、保育所
ほ い く し ょ

等
とう

への訪問
ほうもん

支援
し え ん

を行
おこな

うことにより保育所
ほ い く し ょ

等
とう

の安定
あんてい

した利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

 

◆障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

福祉型
ふ く し が た

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもの保護
ほ ご

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の指導
し ど う

、独立
どくりつ

自活
じ か つ

に必要
ひつよう

な

知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

を行
おこな

います。 

医療型
いりょうがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもの保護
ほ ご

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の指導
し ど う

、独立
どくりつ

自活
じ か つ

に必要
ひつよう

な

知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

及
およ

び治療
ちりょう

を行
おこな

います。 

 

○ 地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム（５ページ） 

  重度
じゅうど

な介護
か い ご

状態
じょうたい

となっても住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしを人生
じんせい

の最後
さ い ご

まで続
つづ

けること

ができるよう、住
す

まい・医療
いりょう

・介護
か い ご

・予防
よ ぼ う

・生活
せいかつ

支援
し え ん

が一体的
いったいてき

に提供
ていきょう

される、地域
ち い き

の包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

・ 

サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

のことです。 
 

○ 北海道
ほっかいどう

働
はたら

く障
しょう

がい者
しゃ

応援
おうえん

プラン（５ページ） 

  「福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

の底
そこ

上
あ

げ」を目
め

指
ざ

し、工賃
こうちん

向上
こうじょう

に向
む

けた道
どう

の目標
もくひょう

と、具体的
ぐ た い て き

な取組
とりくみ

等
とう

を定
さだ

めた

「北海道
ほっかいどう

働
はたら

く障
しょう

がい者
しゃ

応援
おうえん

プラン」を平成
へいせい

20年
ねん

（2008年
ねん

）３月
がつ

に策定
さくてい

しました。 
 

○ 相談
そうだん

支援
し え ん

（９ページ）   

  障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

における、自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

のうち計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

及
およ

び地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

の各
かく

 

種
しゅ

サービスのことです。サービス利用
り よ う

支援
し え ん

、継続
けいぞく

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

、地域
ち い き

移行
い こ う

支
し

援
えん

及
およ

び地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

があります。 

 

   ◆計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

 

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の申請
しんせい

に係
かか

る支給
しきゅう

決定前
けっていまえ

に、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

し、支給
しきゅう

決定後
け っ て い ご

に、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

を行
おこな

うとともに、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

を行
おこな

います

。 
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継続
けいぞく

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

 
支給
しきゅう

決定
けってい

されたサービス等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

（モニタリング）

を行
おこな

い、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などを行
おこな

います。 

 

   ◆地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、精神科
せ い し ん か

病院
びょういん

、保護
ほ ご

施設
し せ つ

、矯正
きょうせい

施設
し せ つ

等
とう

を退所
たいしょ

す

る障
しょう

がいのある人
ひと

、児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を利用
り よ う

する18歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

等
とう

を

対象
たいしょう

として、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

、相談
そうだん

による不安
ふ あ ん

解消
かいしょう

、

外出
がいしゅつ

への同行
どうこう

支援
し え ん

、住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

、関係
かんけい

機関
き か ん

との調整
ちょうせい

等
とう

を行
おこな

います

。 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 
居宅
きょたく

において単身
たんしん

で生活
せいかつ

している障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

を対象
たいしょう

に

常時
じょうじ

の連絡
れんらく

体制
たいせい

を確保
か く ほ

し、緊急
きんきゅう

時
じ

には必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

○ 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（11ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

が、その心身
しんしん

の障
しょう

がいの状態
じょうたい

の軽減
けいげん

を図
はか

り、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むために必要
ひつよう

な医療
いりょう

で、次
つぎ

の３つがあります。 

 

育成
いくせい

医療
いりょう

 
身体
しんたい

に障
しょう

がいのある子
こ

どもの健全
けんぜん

な育成
いくせい

を図
はか

ることを目的
もくてき

と

し、生活
せいかつ

能力
のうりょく

を得
え

るために必要
ひつよう

な医療
いりょう

です。 

更生
こうせい

医療
いりょう

 
身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

経済
けいざい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

ることを目的
もくてき

とし、更生
こうせい

のために必要
ひつよう

な医療
いりょう

です。 

精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

 
精神障
せいしんしょう

がいの適正
てきせい

な医療
いりょう

の普及
ふきゅう

を図
はか

ることを目的
もくてき

とし、病院
びょういん

又
また

は診療所
しんりょうじょ

に入院
にゅういん

することなく行
おこな

われる医療
いりょう

です。 

 

○ 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

（地域
ち い き

）センター（19ページ） 

発達障
はったつしょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

の発達
はったつ

支援
し え ん

等
とう

に資
し

するよう、発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

に

対
たい

し、専門的
せんもんてき

に、その相談
そうだん

に応
おう

じるとともに、発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する専門的
せんもんてき

な発達
はったつ

支援
し え ん

及
およ

び就労
しゅうろう

の支援
し え ん

を行
おこな

うほか、関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び民間
みんかん

団体
だんたい

等
とう

に対
たい

し、発達障
はったつしょう

がいについての情報
じょうほう

提供
ていきょう

及
およ

び研修
けんしゅう

等
とう

を行
おこな

うための機関
き か ん

です。 

 

○ 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター（19ページ） 

  通所
つうしょ

利用
り よ う

障害児
しょうがいじ

への療育
りょういく

やその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、その有
ゆう

する専門
せんもん

機能
き の う

を活
い

かし、地域
ち い き

の障
しょう

がい児
じ

やその家族
か ぞ く

の相談
そうだん

支援
し え ん

、障
しょう

がい児
じ

を預
あずか

かる施設
し せ つ

への援助
えんじょ

・助言
じょげん

を行
おこな

う

地域
ち い き

の中核的
ちゅうかくてき

な支援
し え ん

施設
し せ つ

です。 

 

○ 市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子
こ

ども発達
はったつ

支援
し え ん

センター（19ページ） 

  発達
はったつ

の遅
おく

れに気
き

づいた段階
だんかい

から、主
おも

に、児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

に基
もと

づく児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

や放課後
ほ う か ご

等
など

デイサー

ビスの利用
り よ う

に繫
つな

がるまでの支援
し え ん

を 行
おこな

うほか、地域
ち い き

の連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

や人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

を推進
すいしん

する

北海道
ほっかいどう

が独自
ど く じ

に認定
にんてい

する機関
き か ん

です。 
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○ 医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーター（19ページ） 

  医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

やその家族
か ぞ く

からの相談
そうだん

に対応
たいおう

するほか、乳幼児期
にゅうようじき

、学齢期
が く れ い き

、就労期
しゅうろうき

を通
つう

じて、切
き

れ目
め

のない一貫
いっかん

した支援
し え ん

体制
たいせい

を維持
い じ

するために、生活
せいかつ

の場
ば

において他
た

職種
しょくしゅ

が包括的
ほうかつてき

に関
かか

わり続
つづ

け

ることのできる生活
せいかつ

支援
し え ん

を総合的
そうごうてき

に調整
ちょうせい

します。 

 

○ 障害
しょうがい

支援
し え ん

（程度
て い ど

）区分
く ぶ ん

（20ページ） 

  障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの必要性
ひつようせい

を明
あき

らかにするために障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の心身
しんしん

の状態
じょうたい

を総合的
そうごうてき

に示
しめ

す

ものとして定
さだ

められた「障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

」と平成
へいせい

26年
ねん

（2014年
ねん

）４月
がつ

に改
あらた

められた障
しょう

がいの多様
た よ う

な特性
とくせい

その他
た

の心身
しんしん

の状態
じょうたい

に応
おう

じて必要
ひつよう

とされる標準的
ひょうじゅんてき

な支援
し え ん

の度
ど

合
あ

いを総合的
そうごうてき

に示
しめ

す

「障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

」のことです。 

 

○ 北海道
ほっかいどう

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

条例
じょうれい

・手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

（23ページ） 

  障
しょう

がい者
しゃ

にとって様々
さまざま

な意思
い し

疎通
そ つ う

の方法
ほうほう

があることや、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることなどについて

道民
どうみん

に対
たい

し広
ひろ

く周知
しゅうち

するとともに、意思
い し

疎通
そ つ う

を円滑
えんかつ

に行うための支援
し え ん

をより一層
いっそう

進
すす

めていくこと

を目的
もくてき

として平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

１日
たち

に施行
し こ う

した二
ふた

つの条例
じょうれい

です。 

    北海道
ほっかいどう

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

条例
じょうれい

は、障
しょう

がい者
しゃ

の意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

に関
かん

する施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

し、障
しょう

が

いの有無
う む

にかかわらず、全
すべ

ての道民
どうみん

が個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

を大切
たいせつ

にしながら共生
きょうせい

する真
しん

に暮
く

らしやすい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

としています。 

  北海道
ほっかいどう

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

は、言語
げ ん ご

としての手話
し ゅ わ

の認識
にんしき

の普及
ふきゅう

等
とう

に関
かん

する施策
し さ く

を推進
すいしん

し、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

の一
ひと

つとして尊重
そんちょう

され、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

などがあらゆる場面
ば め ん

で手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

できる社会
しゃかい

を実現
じつげん

す

ることを目的
もくてき

としています。 

 

○ 情報
じょうほう

アクセシビリティ（23ページ） 

  パソコンやＷＥＢ
う ぇ ぶ

ページなどをはじめとする情報
じょうほう

関連
かんれん

のハード、ソフト、サービスなどを

高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がいのある人
ひと

を含
ふく

む多
おお

くの人
ひと

が不自由
ふ じ ゆ う

なく利用
り よ う

できることです。 

 

○ 共生型
きょうせいがた

事業
じぎょう

（24ページ） 

    北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づく施策
し さ く

の実施
じ っ し

に当
あ

たって、地域
ち い き

の特性
とくせい

に応
おう

じて、障
しょう

がいのある

人
ひと

、高齢者
こうれいしゃ

、子
こ

どもなど地域
ち い き

福祉
ふ く し

に係
かか

る施策
し さ く

について、これらを一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

する事業
じぎょう

のことで

す。 

 

○ インクルーシブ教育
きょういく

システム（25ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

に基
もと

づき、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

に向
む

けて、障
しょう

がいのある子
こ

どもが障
しょう

がいのない子
こ

どもとともに教育
きょういく

を受
う

けることを追求
ついきゅう

するとともに、個別
こ べ つ

の教育的
きょういくてき

ニーズのあ

る幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

して、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を見据
み す

えて、その時点
じ て ん

で教育的
きょういくてき

ニーズに最
もっと

も的確
てきかく

に

応
こた

える指導
し ど う

を提供
ていきょう

できる、多様
た よ う

で柔軟
じゅうなん

な仕組
し く

みのことです。 

 

○ ＩＣＴ
あいしーてぃー

（情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）（25ページ） 

  情報
じょうほう

処理
し ょ り

や通信
つうしん

に関
かん

する技術
ぎじゅつ

、産業
さんぎょう

、設備
せ つ び

、サービスなどの総称
そうしょう

です。 
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  パソコンやインターネットを使
つか

った情報
じょうほう

処理
し ょ り

や通信
つうしん

に関
かん

する技術
ぎじゅつ

を指
さ

す「ＩＴ」よりも、情報
じょうほう

や知識
ち し き

の共有
きょうゆう

・伝達
でんたつ

といった情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

を利用
り よ う

したコミュニケーションの重要性
じゅうようせい

から、

「ＩＣＴ
あいしーてぃー

」が一般的
いっぱんてき

に使用
し よ う

されるようになりました。 

 

○ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

（27ページ） 

  知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

や精神障
せいしんしょう

がい（発達障
はったつしょう

がいを含
ふく

む。）のある人
ひと

、認知症
にんちしょう

の人
ひと

など判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

ではない人
ひと

が、財産
ざいさん

管理
か ん り

（預貯金
よ ち ょ き ん

の管理
か ん り

、遺産
い さ ん

分割
ぶんかつ

など財産
ざいさん

に関
かん

すること）や身上
しんじょう

監護
か ん ご

（介護
か い ご

・福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

や医療
いりょう

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の入退所
にゅうたいじょ

などの生活
せいかつ

に関
かん

すること）について契約
けいやく

などの法律
ほうりつ

行為
こ う い

を行
おこな

うときに、本人
ほんにん

の意思
い し

をできる限
かぎ

り尊重
そんちょう

しながら権利
け ん り

と財産
ざいさん

を守
まも

り支援
し え ん

す

る制度
せ い ど

です。 

 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり委員会
い い ん か い

（27ページ） 

  北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づき総合
そうごう

振興局
しんこうきょく

（振興局
しんこうきょく

）に設置
せ っ ち

されている機関
き か ん

であり、中立
ちゅうりつ

公平
こうへい

な立場
た ち ば

に立
た

って、虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

、暮
く

らしづらさに関
かん

する地域
ち い き

の課題
か だ い

等
とう

について、障
しょう

がいのある人
ひと

や関係者
かんけいしゃ

と協議
きょうぎ

等
とう

を行
おこな

い解決
かいけつ

を図
はか

ります。 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

（28ページ） 

  障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

を禁止
き ん し

するとともに、虐待
ぎゃくたい

を受
う

けたと思
おも

われる障
しょう

がい者
しゃ

を発見
はっけん

した

者
もの

に速
すみ

やかな通報
つうほう

を義務
ぎ む

づける等
とう

の規定
き て い

をしている法律
ほうりつ

です。 

 

○ 北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター（28ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

に基
もと

づき、都道府県
と ど う ふ け ん

及
およ

び市町村
しちょうそん

の障
しょう

がい者
しゃ

への虐待
ぎゃくたい

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

として、

使用者
しようしゃ

による障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する通報
つうほう

等
とう

の受理
じ ゅ り

、市町村
しちょうそん

が行
おこな

う措置
そ ち

に関
かん

する助言
じょげん

、広報
こうほう

・

啓発
けいはつ

等
とう

の業務
ぎょうむ

を行
おこな

います。 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

110番
ばん

（28ページ） 

  障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

から権利
け ん り

擁護
よ う ご

や差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に関
かん

する相談
そうだん

に応
おう

じる窓口
まどぐち

です。 

 

○ 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドライン（28ページ） 

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の定義
て い ぎ

や意義
い ぎ

、標準的
ひょうじゅんてき

なプロセス、留意点
りゅういてん

を取
と

りまとめたもので、事
じ

業者
ぎょうしゃ

や成年
せいねん

後見
こうけん

の担
にな

い手
て

を含
ふく

めた関係者間
かんけいしゃかん

で共有
きょうゆう

して普及
ふきゅう

を図
はか

るべき旨
む ね

が盛
も

り込
こ

まれた手引
て び

きです。 

 

○ 北海道
ほっかいどう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター（29ページ） 

障
しょう

がい（知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい（発達障
はったつしょう

がいを含む
ふ く む

。））や高齢
こうれい

により日常
にちじょう

生活
せいかつ

の判断
はんだん

能力
のうりょく

に不安
ふ あ ん

があり、在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

している人
ひと

又
また

は在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

する予定
よ て い

の人
ひと

に、福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

手
て

続
つづ

きや生活費
せ い か つ ひ

の管理
か ん り

、年金
ねんきん

証書
しょうしょ

などの大切
たいせつ

な書類
しょるい

の預
あず

かりなどの援助
えんじょ

を行
おこな

う機関
き か ん

です。 

 

○ 中核
ちゅうかく

機関
き か ん

（29ページ） 

  認知症
にんちしょう

、知的
ち て き

・精神障
せいしんしょう

がい等
とう

の理由
り ゆ う

により、財産
ざいさん

の管理
か ん り

又
また

は日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

がある人
ひと

に対
たい

し、

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を円滑
えんかつ

に利用
り よ う

するために、専門
せんもん

職
しょく

による専門的
せんもんてき

助言
じょげん

等
とう

の支援
し え ん

の確保
か く ほ

や、協
きょう

議会
ぎ か い

等
とう
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の事務局
じむきょく

機能
き の う

を担
にな

うなど、地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワークのコーディネートを行
おこな

う機関
き か ん

のことです。 

 

○ ケアラー（29ページ） 

障
しょう

がいや高齢
こうれい

、疾病
しっぺい

等
とう

の理由
り ゆ う

により援助
えんじょ

を必要
ひつよう

とする家族
か ぞ く

、友人
ゆうじん

、身近
み ぢ か

な人
ひと

に対
たい

し無償
むしょう

で介護
か い ご

、

日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の世話
せ わ

その他
た

の援助
えんじょ

を行
おこな

っている人
ひと

のことです。特
とく

に 18歳
さい

未満
み ま ん

のケアラーは、ヤ

ングケアラーと呼
よ

ばれています。 

 

○ 職員
しょくいん

の対応
たいおう

要領
ようりょう

（30ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第
だい

９条
じょう

及
およ

び第
だい

10条
じょう

に基
もと

づき、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

が、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とす

る差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

して当該
とうがい

機関
き か ん

等
とう

の職員
しょくいん

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

することができるよう、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の具
ぐ

体
たい

的
てき

な事
じ

例
れい

等
とう

を示
しめ

すものです。 

 

○ 北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

推進審
すいしんしん

議会
ぎ か い

（30ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

36条
じょう

に規定
き て い

する、都道府県
と ど う ふ け ん

に置
お

かなければならない合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

で、ほっか

いどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プランを策定
さくてい

するにあたっての意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

や、道
どう

の障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

か

つ計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、その実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を監視
か ん し

するものです。 

 

○ ヘルプマーク（30ページ） 

  援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている方々
かたがた

がこのマークを身
み

に着
つ

けることによって、周囲
しゅうい

の方
かた

に配慮
はいりょ

を

必要
ひつよう

としていることを知
し

らせることで、援助
えんじょ

等
とう

を受
う

けやすくするためのものです。 

 

○ ヘルプカード（30ページ） 

  必要
ひつよう

な援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

の内容
ないよう

及
およ

び緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

などを記載
き さ い

し、周囲
しゅうい

の方々
かたがた

に提示
て い じ

することにより、

必要
ひつよう

な援助
えんじょ

等
とう

を伝
つた

えるものです。 

 

○ 北海道
ほっかいどう

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

（31ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

、妊産婦
に ん さ ん ぷ

など、行動
こうどう

に制限
せいげん

を受
う

ける方々
かたがた

が自由
じ ゆ う

に行動
こうどう

し、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

に社会
しゃかい

参加
さ ん か

していく機会
き か い

を等
ひと

しく持
も

つことができるよう、その基盤
き ば ん

となる、建築物
けんちくぶつ

や道路
ど う ろ

などの

公共
こうきょう

施設
し せ つ

や公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

、生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる「福祉
ふ く し

のまちづくり」を進
すす

め

ていくため、道
どう

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び道
どう

民
みん

の責務
せ き む

や整備
せ い び

基準
きじゅん

、公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

の新築
しんちく

、増
ぞう

改築
かいちく

等
とう

に際
さい

しての届出
とどけで

等
とう

について定
さだ

めた条例
じょうれい

です（平成
へいせい

10年
ねん

（1998年
ねん

）４月
がつ

１日
にち

施行
し こ う

）。 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

（31ページ） 

  国民
こくみん

の間
あいだ

に広
ひろ

く障
しょう

がいのある人
ひと

の福祉
ふ く し

についての関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、障
しょう

がいの

ある人
ひと

が社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

することを目的
もくてき

として、

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

により毎年
まいとし

12月
がつ

３日
にち

から 12月
がつ

９日
にち

までの１週間
しゅうかん

と設定
せってい

しています。なお、平成
へいせい

４

年
ねん

の第
だい

47回
かい

国連
こくれん

総会
そうかい

において、12月
がつ

３日
にち

を「国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

デー」とすることが宣言
せんげん

されています。 

 

○ 道民
どうみん

福祉
ふ く し

の日
ひ

（31ページ） 

  道民
どうみん

一人
ひ と り

ひとりが福祉
ふ く し

について考
かんが

え、ボランティアなど福祉
ふ く し

活動
かつどう

に自
みずか

ら参加
さ ん か

するきっかけと

なるよう、広
ひろ

く道内外
どうないがい

からアイデアを募集
ぼしゅう

し、制定
せいてい

検討
けんとう

委員会
いいんかい

の選考
せんこう

を経
へ

て 10月
がつ

23日
にち

と制定
せいてい

する
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ことを平成
へいせい

10年
ねん

６月
がつ

に決定
けってい

しました。なお、この日
ひ

は「北海道
ほっかいどう

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」が公布
こ う ふ

さ

れた日
ひ

です。 

 

○ 地域
ち い き

づくりコーディネーター（32ページ） 

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づき、各地域
かくちいき

に配置
は い ち

し、市町村
しちょうそん

が設置
せ っ ち

する基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター及
およ

び

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の設置
せ っ ち

・整備
せ い び

に向
む

けた調整
ちょうせい

等
とう

の助言
じょげん

・調整
ちょうせい

等
とう

の広域的
こういきてき

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

    

○ 地域
ち い き

づくりガイドライン（32ページ） 

  北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づき定
さだ

めた、障
しょう

がいのある人
ひと

が暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくりを推進
すいしん

する

ため、市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

することが望
のぞ

ましい相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

づくり等
とう

の基本的
き ほ ん て き

な指針
し し ん

です。 

 

○ 北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

調査
ちょうさ

部会
ぶ か い

（32ページ） 

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づき道
どう

本庁
ほんちょう

に設置
せ っ ち

されている機関
き か ん

であり、知事
ち じ

を本
ほん

部長
ぶちょう

とし、総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

な障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の推進
すいしん

を図
はか

る北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

の

所掌
しょしょう

事項
じ こ う

のうち障
しょう

がい者
しゃ

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり委員会
い い ん か い

から審議
し ん ぎ

を求
もと

められた事項
じ こ う

の協議
きょうぎ

を

行
おこな

います。 
 

○ 地域
ちいき

自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

（32ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

89条
じょう

の３で規定
き て い

する、都道府県
と ど う ふ け ん

、市町村
しちょうそん

に設置
せ っ ち

する機関
き か ん

で、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

が相互
そ う ご

の連絡
れんらく

を図
はか

ることにより、地域
ち い き

における障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

への支援
し え ん

体制
たいせい

に関
かん

する課題
か だ い

について情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、連携
れんけい

の緊密化
きんみつか

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた体制
たいせい

の整備
せ い び

について協議
きょうぎ

を行
おこな

います。

障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

並
なら

びに障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

及
およ

びその家族
か ぞ く

、並
なら

びに障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の福祉
ふ く し

、

医療
いりょう

、教育
きょういく

又
また

は雇用
こ よ う

に関連
かんれん

する職務
しょくむ

に従事
じゅうじ

する人
ひと

などにより構成
こうせい

されます。 

 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

企業
きぎょう

認証
にんしょう

制度
せ い ど

（33ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

の多数
た す う

雇用
こ よ う

や施設
し せ つ

・事業所
じぎょうしょ

への優先
ゆうせん

発注
はっちゅう

など障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

に取
と

り組
く

む企業
きぎょう

等
とう

を一定
いってい

基準
きじゅん

により認証
にんしょう

し、認証
にんしょう

取得
しゅとく

企業
きぎょう

に対
たい

し、入札
にゅうさつ

や低利
て い り

融資
ゆ う し

制度
せ い ど

における

優遇
ゆうぐう

を行
おこな

う制度
せ い ど

です。 

 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

の輪
わ

を広
ひろ

げる取組
とりくみ

～道民
どうみん

一人
ひ と り

１アクション（33ページ） 

障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

の取組
とりくみ

を広
ひろ

く道民
どうみん

等
とう

に周知
しゅうち

し、「障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

の輪
わ

」を広
ひろ

げ、

企業
きぎょう

等
とう

による自発的
じ は つ て き

な行動
こうどう

を支援
し え ん

する取
とり

組
くみ

です。  

 

○ 特定
とくてい

随意
ず い い

契約
けいやく

制度
せ い ど

（34ページ） 

  地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

施行令
し こ う れ い

第
だい

167条
じょう

の２（随意
ず い い

契約
けいやく

）の規定
き て い

に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

を相手方
あ い て が た

とし

て物品
ぶっぴん

の購入
こうにゅう

又
また

は役務
え き む

の提供
ていきょう

についての契約
けいやく

を行
おこな

う場合
ば あ い

に、競争
きょうそう

入札
にゅうさつ

によらず随意
ず い い

契約
けいやく

によ

ることを可能
か の う

とする制度
せ い ど

です。 

 

○ 指定
し て い

法人
ほうじん

（34ページ） 

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づき、一元的
いちげんてき

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

体制
たいせい

を確立
かくりつ

するために設置
せ っ ち

する機関
き か ん

で
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す。授産
じゅさん

事業
じぎょう

の経営
けいえい

改善
かいぜん

や受注
じゅちゅう

拡大
かくだい

等
とう

の工賃
こうちん

向上
こうじょう

に向
む

けた各種
かくしゅ

取組
とりくみ

を推進
すいしん

しています。 

 

○ 北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

合同
ごうどう

会議
か い ぎ

（35ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

に関
かん

し、雇用
こ よ う

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の連携
れんけい

と

北海道障
ほっかいどうしょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

の数値
す う ち

目標
もくひょう

を着実
ちゃくじつ

に達成
たっせい

するため、連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

、制度
せ い ど

及
およ

び施策
し さ く

の

横断的
おうだんてき

な調整
ちょうせい

を行
おこな

います。 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター（35ページ） 

  就 職
しゅうしょく

を希望
き ぼ う

する障
しょう

がいのある人
ひと

や在職中
ざいしょくちゅう

の障
しょう

がいのある人
ひと

の抱
かか

える課題
か だ い

に応
おう

じて、雇用
こ よ う

及
およ

び福祉
ふ く し

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

のもと、就業面
しゅうぎょうめん

及
およ

び生活面
せいかつめん

の一体的
いったいてき

な支援
し え ん

を行
おこな

っています。 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター（35ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する専門的
せんもんてき

な職 業
しょくぎょう

リハビリテーションサービス及
およ

び事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

して

雇用
こ よ う

管理
か ん り

に関
かん

する助言
じょげん

・援助
えんじょ

を行
おこな

う機関
き か ん

です。 

 

○ 市町村
しちょうそん

の協議会
きょうぎかい

（35ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

第
だい

89条
じょう

の３に基
もと

づき、市町村
しちょうそん

が設置
せ っ ち

する協
きょう

議会
ぎ か い

です。関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

が相互
そ う ご

の

連絡
れんらく

を図
はか

ることにより、地域
ち い き

における障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

への支援
し え ん

体制
たいせい

に関
かん

する課題
か だ い

について

情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、連携
れんけい

の緊密化
き ん み つ か

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた体制
たいせい

の整備
せ い び

について協議
きょうぎ

を

行
おこな

います。障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

並
なら

びに障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

及
およ

びその家族
か ぞ く

、並
なら

びに障
しょう

がいのあ

る人
ひと

等
とう

の福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、教育
きょういく

又
また

は雇用
こ よ う

に関連
かんれん

する職務
しょくむ

に従事
じゅうじ

する人
ひと

などにより構成
こうせい

されます。 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

トライアル雇用
こ よ う

制度
せ い ど

（37ページ） 

障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

び事業
じぎょう

主
ぬし

の相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

と不安
ふ あ ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、障
しょう

がいのある人
ひと

が

事業
じぎょう

主
ぬし

と有期
ゆ う き

雇用
こ よ う

契約
けいやく

（原則
げんそく

３か月
げつ

）を締結
ていけつ

し、試行
し こ う

雇用
こ よ う

を行
おこな

う制度
せ い ど

です。 

 

○ 職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

（ジョブコーチ）（37ページ） 

障
しょう

がいのある人
ひと

の職場
しょくば

適応
てきおう

を容易
よ う い

にするため、障
しょう

がいのある人
ひと

や事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

して、雇用
こ よ う

の前後
ぜ ん ご

を通
つう

じて障
しょう

がい特性
とくせい

を踏
ふ

まえた直接的
ちょくせきてき

で専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

○ 農
のう

福
ふく

連携
れんけい

（38ページ）  

障
しょう

がいのある人
ひと

の農業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

における就労
しゅうろう

及
およ

び就労
しゅうろう

訓練
くんれん

のことで、障
しょう

がいのある人
ひと

の工賃
こうちん

水準
すいじゅん

の向上
こうじょう

や農業
のうぎょう

の支
ささ

え手
て

の拡
かく

大
だい

など、「農業
のうぎょう

」と「福祉
ふ く し

」が連携
れんけい

することでそれぞれの課題
か だ い

解決
かいけつ

を図
はか

る取組
とりくみ

です。 

 

○ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

（41ページ） 

障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こ う れ い か

、重度化
じ ゅ う ど か

や介護者
かいごしゃ

の急 病
きゅうびょう

等
とう

の緊
きん

急時
きゅうじ

において、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしていけるよう、複数
ふくすう

の事業所
じぎょうしょ

や機関
き か ん

により構築
こうちく

された、相談
そうだん

、体験
たいけん

の機会
き か い

、緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

などの様々
さまざま

な支援
し え ん

を切
き

れ目
め

なく提供
ていきょう

していく地域
ち い き

の体制
たいせい

です。 
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○ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

等圏域
とうけんいき

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

（41ページ） 

  北海道障
ほっかいどうしょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

の推進
すいしん

のため、各障
かくしょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

における各市町村
かくしちょうそん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

概要
がいよう

と調整
ちょうせい

を図
はか

り、施策
し さ く

の課題
か だ い

を明
あき

らかにし計画
けいかく

の達成
たっせい

を図
はか

る目的
もくてき

で

各
かく

（総合
そうごう

）振興局
しんこうきょく

に設置
せ っ ち

されています。 

 

○ 基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター（42ページ） 

  地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う機関
き か ん

として、障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

や身体
しんたい

障
しょう

が

い者
しゃ

、知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する相談
そうだん

等
とう

の業務
ぎょうむ

を総合的
そうごうてき

に行
おこな

う施設
し せ つ

のことです。 

 

○ ピアサポーター（43ページ） 

    同
おな

じ障
しょう

がいや疾病
しっぺい

がある人
ひと

が経験
けいけん

などを活かし、「仲間
な か ま

」（ピア）として、支援
し え ん

する人
ひと

をいいま

す。 

  北海道
ほっかいどう

が実施
じ っ し

する 障
しょう

がい者
しゃ

ピアサポーター養成
ようせい

研修
けんしゅう

を 修 了
しゅうりょう

したピアサポーターを配置
は い ち

す

るなど、一定
いってい

の条件
じょうけん

を満
み

たした事業所
じぎょうしょ

については、給付費
きゅうふひ

の加算
か さ ん

を算定
さんてい

できる場合
ば あ い

があります。 

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

（43ページ） 

  市町村
しちょうそん

が委嘱
いしょく

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

第
だい

12条
じょう

の３第
だい

３項
こう

に規定
き て い

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

及
およ

び知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

第
だい

15条
じょう

の２第
だい

３項
こう

に規定
き て い

する知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

のことです。 

  身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

及
およ

び知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

からの生活上
せいかつじょう

のさまざまな相談
そうだん

に応
おう

じます。 

 

○ 地域
ち い き

相談員
そうだんいん

（43ページ） 

  北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

施行
し こ う

規則
き そ く

第
だい

15条
じょう

に基
もと

づき知事
ち じ

が委嘱
いしょく

する、虐待
ぎゃくたい

、差別
さ べ つ

等
とう

に関
かん

する事案
じ あ ん

や、

地域
ち い き

で暮
く

らす障
しょう

がい者
しゃ

の暮
く

らしづらさに関
かん

する相談
そうだん

に係
かか

る業務
ぎょうむ

を行
おこな

う人
ひと

のことです。 

 

○ 精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター（43ページ） 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する法律
ほうりつ

に基
もと

づき、都道府県
と ど う ふ け ん

及
およ

び指定
し て い

都市
と し

が設置
せ っ ち

する精神
せいしん

保健
ほ け ん

及
およ

び精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の福祉
ふ く し

に関
かん

する総合
そうごう

技術
ぎじゅつ

センターであり、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

相談
そうだん

、社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

促進
そくしん

に必要
ひつよう

な援助
えんじょ

、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

）及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の判定
はんてい

業務
ぎょうむ

などを行
おこな

うほか、地域
ち い き

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

活動
かつどう

を推進
すいしん

するため、保健所
ほけんじょ

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

への技術
ぎじゅつ

支援
し え ん

、教育
きょういく

研修
けんしゅう

などを行
おこな

います。 

 

○ 地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター（44ページ） 

  介護
か い ご

保険法
ほけんほう

で定
さだ

められた、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

・医療
いりょう

の向上
こうじょう

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

マネジ

メントなどを総合的
そうごうてき

に行
おこな

う機関
き か ん

です。各市町村
かくしちょうそん

に設置
せ っ ち

されています。 

 

○ 救護
きゅうご

施設
し せ つ

（46ページ） 

  生活
せいかつ

保護法
ほ ご ほ う

第
だい

38条
じょう

に基
もと

づき設置
せ っ ち

されている、身体上
しんたいじょう

又
また

は精神上
せいしんじょう

著
いちじる

しい障
しょう

がいがあるために

日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むことが困難
こんなん

な要保護者
よ う ほ ご し ゃ

を入所
にゅうしょ

させて、生活
せいかつ

扶助
ふ じ ょ

を行
おこな

うことを目的
もくてき

とする施設
し せ つ

で

す。 
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○ 矯正
きょうせい

施設
し せ つ

（46ページ） 

  刑務所
け い む し ょ

、少年
しょうねん

刑務所
け い む し ょ

、拘置所
こ う ち し ょ

、少年院
しょうねんいん

のことです。 

 

○ 地域
ち い き

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

支援
し え ん

センター（46ページ） 

  高齢
こうれい

又
また

は障
しょう

がいにより、自立
じ り つ

が困難
こんなん

な矯正
きょうせい

施設
し せ つ

を退所
たいしょ

した人
ひと

に対
たい

し、保護
ほ ご

観察所
かんさつじょ

と協働
きょうどう

して、

退所後
た い し ょ ご

直
ただ

ちに福祉
ふ く し

サービス等
とう

につなげ、地域
ち い き

生活
せいかつ

に定着
ていちゃく

を図
はか

る事業
じぎょう

を行
おこな

います。具体的
ぐ た い て き

には、

入所中
にゅうしょちゅう

から帰
き

住地
じゅうち

調整
ちょうせい

を行
おこな

うコーディネート業務
ぎょうむ

、矯正施設退所後
きょうせいしせつたいしょご

に行
おこな

う社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

後
ご

の定着
ていちゃく

のためのフォローアップ業務
ぎょうむ

、退所後
た い し ょ ご

の福祉
ふ く し

サービス等
とう

についての相談
そうだん

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

を

一体的
いったいてき

に行
おこな

うことにより、社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

と再犯
さいはん

防止
ぼ う し

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

としています。 

 

○ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

（47ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、地域
ち い き

の特性
とくせい

や

利用者
りようしゃ

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

する次
つぎ

の事業
じぎょう

です。 

 

理解
り か い

促進
そくしん

研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の理解
り か い

を深
ふか

める研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

自発的
じはつてき

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

による地域
ち い き

における

自発的
じはつてき

活動
かつどう

の支援
し え ん

を行います。 

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

や 障
しょう

がいのある子
こ

どもの保護者
ほ ご し ゃ

又
また

はその

介護者
かいごしゃ

等
とう

からの相談
そうだん

に応
おう

じ、情報
じょうほう

提供
ていきょう

や助言
じょげん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

のため

の援助
えんじょ

等
とう

を行
おこな

います。（基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

、

住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

（居住
きょじゅう

サポート事業
じぎょう

）） 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

する知的
ち て き

障
しょう

がい又
また

は精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し、制度
せ い ど

利用
り よ う

に係
かか

る費用
ひ よ う

を補助
ほ じ ょ

します。 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

法人
ほうじん

後見
こうけん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を適正
てきせい

に 行
おこな

うことができる法人
ほうじん

の確保
か く ほ

を 行
おこな

うた

め、研修
けんしゅう

や法人
ほうじん

後見
こうけん

活動
かつどう

の支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

います。 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 聴覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

、視覚
し か く

その他
た

の障
しょう

がいのため、意思
い し

の伝達
でんたつ

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

等
とう

に対
たい

して、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
など

を派遣
は け ん

する

事業
じぎょう

などを行
おこな

います。 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

に対
たい

し、自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

等
とう

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

を給付
きゅうふ

又
また

は貸与
た い よ

します。 

手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

との交流
こうりゅう

活動
かつどう

の促進
そくしん

、市町村
しちょうそん

の広報
こうほう

活動
かつどう

等
とう

の支援者
しえんしゃ

として期待
き た い

される日常
にちじょう

会話
か い わ

程度
て い ど

の手話
し ゅ わ

表現
ひょうげん

技術
ぎじゅつ

を

習
しゅう

得
とく

した手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

を養成
ようせい

します。 

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 屋外
おくがい

での移動
い ど う

が困難
こんなん

な障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

に対
たい

し、外出
がいしゅつ

のための

支援
し え ん

を行います。 

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

セ ン タ ー

機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

 

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

又
また

は生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

の提供
ていきょう

、社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

促進
そくしん

等
とう

を

行
おこな

う地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターの機能
き の う

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

を行います。 

任意
に ん い

事業
じぎょう

 上記
じょうき

に掲
かか

げる事業
じぎょう

のほか、市町村
しちょうそん

の判断
はんだん

により、障
しょう

がいのある

人
ひと

等
とう

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよ
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う行
おこな

う事業
じぎょう

で、生活
せいかつ

訓練
くんれん

等
とう

、日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

、レクリエーション

活動
かつどう

等
など

支援
し え ん

等
とう

があります。 

 

○ レスパイト（47ページ） 

  ショートステイなどの利用
り よ う

により、医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な子
こ

どもや障
しょう

がいのある人
ひと

の介護
か い ご

を行
おこな

っている家族
か ぞ く

を一時的
い ち じ て き

に介護
か い ご

から解放
かいほう

し、日頃
ひ ご ろ

の心身
しんしん

の疲
つか

れを回復
かいふく

するための援助
えんじょ

をいいます。 

 

○ 心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

相談所
そうだんじょ

（48ページ） 

  身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

及
およ

び知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

を一体化
いったいか

した道立
どうりつ

の相談
そうだん

機関
き か ん

で、身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

や知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

、また、その家族
か ぞ く

から補
ほ

装具
そ う ぐ

の交付
こ う ふ

や施設
し せ つ

利用
り よ う

などの各般
かくはん

に

わたる相談
そうだん

に応
おう

じ、医学的
いがくてき

、心
しん

理学的
りがくてき

、職能的
しょくのうてき

な見地
け ん ち

から総合的
そうごうてき

に検査
け ん さ

・判定
はんてい

を行
おこな

うとともに、

集団
しゅうだん

生活
せいかつ

適応
てきおう

訓練
くんれん

などの指導
し ど う

訓練
くんれん

等
とう

を行
おこな

います。 

 

○ 児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

（48ページ） 

  児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づき都道府県
と ど う ふ け ん

及
およ

び指定
し て い

都市
と し

が設置
せ っ ち

する、児童
じ ど う

に関
かん

する総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

・判定
はんてい

機関
き か ん

で、各般
かくはん

の相談
そうだん

に応
おう

じて調査
ちょうさ

・判定
はんてい

や、必要
ひつよう

な助言
じょげん

、指導
し ど う

を行
おこな

います。また、児童
じ ど う

養護
よ う ご

施設
し せ つ

、

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

など児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

への入所
にゅうしょ

措置
そ ち

も行
おこな

います。 

 

○ 住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

円滑
えんかつ

入居
にゅうきょ

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

（49ページ） 

  空
あ

き屋
や

等
とう

を活用
かつよう

し、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

（高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がいのある人
ひと

、低額
ていがく

所得者
しょとくしゃ

、子
こ

育
そだ

て世帯
せ た い

な

ど）の入居
にゅうきょ

を受
う

け入
い

れる賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

を登録
とうろく

する制度
せ い ど

です。 

 

○ 市町村
しちょうそん

保健
ほ け ん

センター（54ページ） 

  市町村
しちょうそん

が住民
じゅうみん

に対
たい

し保健
ほ け ん

サービスを提供
ていきょう

するための拠点
きょてん

として、健康
けんこう

相談
そうだん

、保健
ほ け ん

指導
し ど う

及
およ

び

健康診査
けんこうしんさ

、その他
た

地域
ち い き

保健
ほ け ん

に必要
ひつよう

な事業
じぎょう

を行
おこな

います。 

 

○ 周産期
しゅうさんき

母子
ぼ し

医療
いりょう

センター（55ページ） 

  周産期
しゅうさんき

（妊娠
にんしん

満
まん

22週
しゅう

から生後
せ い ご

満
まん

７日
にち

まで）における妊娠
にんしん

中 毒 症
ちゅうどくしょう

や切迫
せっぱく

流産
りゅうざん

などに対応
たいおう

でき

る医療
いりょう

機能
き の う

を備
そな

え、産科
さ ん か

医療
いりょう

機関
き か ん

などからの搬送
はんそう

患者
かんじゃ

を受
う

け入れる高度
こ う ど

・専門的
せんもんてき

な医療
いりょう

施設
し せ つ

です。 

 

○ 周産期
しゅうさんき

救 急
きゅうきゅう

情報
じょうほう

システム（55ページ） 

  周産期
しゅうさんき

母子
ぼ し

医療
いりょう

センターなどにおける 病 床
びょうしょう

の空
くう

床
しょう

状 況
じょうきょう

や手術
しゅじゅつ

の可否
か ひ

などの情報
じょうほう

をイン

ターネットを通
つう

じて、常時
じょうじ

提供
ていきょう

するシステムです。 

 

○ 難 病
なんびょう

診 療
しんりょう

連携
れんけい

拠点
きょてん

病 院
びょういん

（58ページ） 

  難病
なんびょう

全般
ぜんぱん

に係
かか

る早期
そ う き

診断
しんだん

及
およ

び専門
せんもん

治療
ちりょう

を行
おこな

うとともに、相談
そうだん

窓口
まどぐち

を設置
せ っ ち

し、受診
じゅしん

相談
そうだん

をはじめ

保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

等
とう

の相談
そうだん

にも総合的
そうごうてき

に対応
たいおう

するほか、地域
ち い き

の支援
し え ん

病院
びょういん

や一般
いっぱん

病院
びょういん

・診療所
しんりょうじょ

との連携
れんけい

を図
はか

り、身近
み ぢ か

な医療
いりょう

機関
き か ん

で治療
ちりょう

を継続
けいぞく

できるよう支援
し え ん

を行
おこな

う役割
やくわり

を担
にな

う病院
びょういん

です。 

 

○ 退院後
た い い ん ご

生活
せいかつ

環境
かんきょう

相談員
そうだんいん

（59ページ） 

  精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふ く し ほ う

の改正
かいせい

により措置
そ ち

入院者
にゅういんしゃ

や医療
いりょう

保護
ほ ご

入院者
にゅういんしゃ

が早期
そ う き

に退院
たいいん

できるよう、



104 

 

精神科病院
せいしんかびょういん

において個々
こ こ

の医療保護入院者
いりょうほごにゅういんしゃ

１名
めい

につき１人
ひ と り

を選任
せんにん

し配置
は い ち

することが義務
ぎ む

づけら

れた精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

などの精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した経験
けいけん

を有
ゆう

する人
ひと

のこと

です。主
おも

な役割
やくわり

として精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

への退院
たいいん

に向
む

けた相談
そうだん

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

な

ど地域
ち い き

援助事
え ん じ ょ じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の紹介
しょうかい

のほか、退院後
た い い ん ご

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

・療養
りょうよう

環境
かんきょう

の調整
ちょうせい

などを行
おこな

います。 

 

○ インクルージョン（63ページ） 

  地域
ち い き

において、すべての人
ひと

が孤立
こ り つ

などせずに社会
しゃかい

の構
こう

成員
せいいん

として包
つつ

み支
ささ

え合
あ

うことをいいます。 

 

○ 障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

（63ページ） 

  児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

に基
もと

づく障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

で、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
えんじょ

及
およ

び継続
けいぞく

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
えんじょ

があ

ります。 

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
えんじょ

 

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の申請
しんせい

に係
かか

る支給
しきゅう

決定前
けっていまえ

に、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

し、支給
しきゅう

決定後
け っ て い ご

に、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

を行
おこな

うとともに、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

を行
おこな

います。 

継続
けいぞく

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
えんじょ

 
支給
しきゅう

決定
けってい

されたサービス等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

（モニタリング）

を行
おこな

い、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などを行
おこな

います。 

 

○ 広域
こういき

特別
とくべつ

支援
し え ん

連携協
れんけいきょう

議会
ぎ か い

（64ページ） 

  発達障
はったつしょう

がいを含
ふく

む 障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

する支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を促進
そくしん

するため、

教育
きょういく

、医療
いりょう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、労働
ろうどう

等
とう

の関係
かんけい

部局
ぶきょく

、大学
だいがく

、保護者
ほ ご し ゃ

、ＮＰＯ等
とう

の関係者
かんけいしゃ

で構成
こうせい

する組織
そ し き

です。 

 

○ ペアレントメンター（64ページ） 

  発達障
はつたつしょう

がいのある子
こ

どもを育
そだ

てた経験
けいけん

のある親
おや

であって、その経験
けいけん

を生
い

かし、子
こ

どもが発達障
はったつしょう

がいの診断
しんだん

を受
う

けて間
ま

もない親
おや

などに対
たい

して相談
そうだん

や助言
じょげん

を行
おこな

う人
ひと

のことをいいます。 

 

○ 特別
とくべつ

支援
しえん

連携協
れんけいきょう

議会
ぎかい

（64ページ） 

  都道府県
と ど う ふ け ん

及
およ

び市町村
しちょうそん

に設置
せ っ ち

する機関
き か ん

で、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

に関
かん

する共通
きょうつう

認識
にんしき

を持
も

つとともに、

特別
とくべつ

な支援
し え ん

を要
よう

する乳幼児
にゅうようじ

や児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の実態
じったい

を把握
は あ く

し、適切
てきせつ

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

等
とう

を構築
こうちく

するための

協議
きょうぎ

を行
おこな

います。 

 

○ 児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

ガイドライン（67ページ） 

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の資質
し し つ

の確保
か く ほ

及
およ

びその向上
こうじょう

を図
はか

り、障
しょう

がいのある子
こ

ども本人
ほんにん

やその家族
か ぞ く

のために

提供
ていきょう

すべき支援
し え ん

の内容
ないよう

等
とう

基本的
き ほ ん て き

な事項
じ こ う

を示
しめ

し、支援
し え ん

の一定
いってい

の質
しつ

を担保
た ん ぽ

するための全国
ぜんこく

共通
きょうつう

の枠
わく

組
ぐ

みが示
しめ

されているものです。児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

の他
ほか

に「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスガイドライン」

「保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の効果的
こ う か て き

な実施
じ っ し

を図
はか

るための手引書
て び き し ょ

」があります。 

 

○ 道立
どうりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

センター（69ページ） 

  北海道
ほっかいどう

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の振興
しんこう

を図
はか

るために設置
せ っ ち

され、本道
ほんどう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

と

課題
か だ い

の解決
かいけつ

に役立
や く だ

つよう、教育
きょういく

相談
そうだん

、研究
けんきゅう

・研修
けんしゅう

、広報
こうほう

啓発
けいはつ

・情報
じょうほう

教育
きょういく

の三
さん

事業
じぎょう

を推進
すいしん

しま
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す。 

 

○ 特別
とくべつ

教育
きょういく

支援員
しえんいん

（70ページ） 

  小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

等
とう

において発達障
はったつしょう

がいを含
ふく

む障
しょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

し、学校
がっこう

における日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の介助
かいじょ

や、学習
がくしゅう

活動上
かつどうじょう

のサポートなどを行
おこな

う人
ひと

です。国
くに

においては、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を

法的
ほうてき

に位置付
い ち づ

ける改正
かいせい

学校
がっこう

教育法
きょういくほう

の施行
し こ う

を踏
ふ

まえ、計画的
けいかくてき

な配置
は い ち

が可能
か の う

となるよう、平成
へいせい

19年度
ね ん ど

から市町村
しちょうそん

に対し地方
ち ほ う

交付税
こうふぜい

措置
そ ち

しています。 

 

○ 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援
しえん

センター（70ページ） 

  医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な子
こ

どもを持
も

つ家族
か ぞ く

や関係
かんけい

機関
き か ん

からの相談
そうだん

に市町村
しちょうそん

等
とう

と連携
れんけい

して対応
たいおう

する

ほか、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーター養成
ようせい

研修
けんしゅう

及
およ

び資質
し し つ

向上
こうじょう

研修
けんしゅう

等
とう

を行
おこな

うなど、中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

います。 

 

○ 北海道
ほっかいどう

医療
いりょう

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

（74ページ） 

重度
じゅうど

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

、ひとり親
おや

家庭
か て い

等
とう

、乳幼児
にゅうようじ

等
とう

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

及
およ

び保健
ほ け ん

の向上
こうじょう

と福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

を図
はか

るため、市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

する医療
いりょう

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

に要
よう

する経費
け い ひ

について補助
ほ じ ょ

する事業
じぎょう

です。 

 

○ I’m
あ い む

 POSSIBLE
ぽ っ し ぶ る

（76ページ） 

  国際
こくさい

パラリンピック委員会
いいんかい

の世界的
せかいてき

な教育
きょういく

プログラムで、パラリンピック（スポーツ）や人権
じんけん

、

多様性
たようせい

の尊重
そんちょう

等
とう

について学
まな

ぶことができる教材
きょうざい

です。日本語版
に ほ ん ご ば ん

は、小学生版
しょうがくせいばん

、中学生
ちゅうがくせい

・

高校生版
こうこうせいばん

の２つのバージョンがあり、日本
に ほ ん

の教育
きょういく

現場
げ ん ば

での活用
かつよう

のしやすさを考慮
こうりょ

し、パラリンピ

ックを題材
だいざい

に共生
きょうせい

社会
しゃかい

への気
き

づきを子
こ

どもたちに促
うなが

す教材
きょうざい

として開発
かいはつ

されています。 

 

○ 視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

総合
そうごう

ネットワーク（サピエ）（76ページ） 

視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

及
およ

び視覚
し か く

による表現
ひょうげん

の認識
にんしき

に障
しょう

がいのある方々
かたがた

に対
たい

して、点字
て ん じ

データや

音声
おんせい

データをはじめ、暮
く

らしに密着
みっちゃく

した地域
ち い き

・生活
せいかつ

情報
じょうほう

など様々
さまざま

な情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するネットワー

クです。点字
て ん じ

図書館
と し ょ か ん

等
とう

が所蔵
しょぞう

する資料
しりょう

の検索
けんさく

や、貸出
かしだし

依頼
い ら い

も可能
か の う

となっています。 

 

○ 福祉
ふ く し

有償
ゆうしょう

運送
うんそう

制度
せ い ど

（81ページ） 

  ＮＰＯ法人
ほうじん

等
とう

が障
しょう

がいのある人
ひと

や要介護者
ようかいごしゃ

等
とう

の会員
かいいん

に対
たい

して、実費
じ っ ぴ

の範囲内
はんいない

で、営利
え い り

とは認
みと

められない範囲
は ん い

の対価
た い か

によって、乗員
じょういん

定員
ていいん

11人
にん

未満
み ま ん

の自動車
じどうしゃ

を使用
し よ う

して、原則
げんそく

としてドア・ツ

ー・ドアの個別
こ べ つ

輸送
ゆ そ う

を行
おこな

うものです。平成
へいせい

18年
ねん

10月
がつ

に施行
し こ う

された改正
かいせい

道路
ど う ろ

交通法
こうつうほう

により、登録
とうろく

制度
せ い ど

として法律上
ほうりつじょう

の位置付
い ち づ

けが明確化
めいかくか

されました。 

 

○ 福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

（82ページ） 

  身体
しんたい

等
とう

の状 況
じょうきょう

が、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

や特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム等
とう

への入所
にゅうしょ

を要
よう

するまでには至
いた

ら

ないが、一般的
いっぱんてき

な避
ひ

難所
なんじょ

での避難
ひ な ん

生活
せいかつ

が困難
こんなん

な災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

のために特別
とくべつ

な配慮
はいりょ

がなされた

避難所
ひなんじょ

です。 


