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第
だい

１ 計画
けいかく

の基本的
き ほ ん て き

事項
じ こ う

 
 

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

と目的
もくてき

 

(1) 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

  

道
どう

では、平成
へいせい

15年
ねん

(2003年
ねん

)３月
がつ

に 21世紀
せ い き

初頭
しょとう

の北海道
ほっかいどう

における障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

と主要
しゅよう

な施策
し さ く

を示
しめ

す「北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

基本計画
きほんけいかく

」（以下
い か

「基本計画
きほんけいかく

」という。）〔第
だい

１期
き

計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

15～24年度
ね ん ど

(2003～2012年度
ね ん ど

）〕と、その着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

を図
はか

るため、「前期
ぜ ん き

実施
じ っ し

計画
けいかく

」〔計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

15～19年度
ね ん ど

(2003

～2007年度
ね ん ど

）〕を策定
さくてい

し、「ノーマライゼーション社会
しゃかい

の実現
じつげん

」を目標
もくひょう

に、地域生活
ちいきせいかつ

の支援体制
しえんたいせい

の充実
じゅうじつ

な

ど、各般
かくはん

の施策
し さ く

の推進
すいしん

を図
はか

ってきました。 

平成
へいせい

15年度
ね ん ど

（2003年度
ね ん ど

）からは「支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

」が導入
どうにゅう

され、障
しょう

がいのある人
ひと

の自己決定
じ こ け っ て い

や選択
せんたく

を尊重
そんちょう

した利用者
りようしゃ

本位
ほ ん い

のサービスが提供
ていきょう

されることとなりましたが、「支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

」は、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

を対象
たいしょう

としていないことや、支援
し え ん

の必要度
ひつようど

を判定
はんてい

する客観的
きゃっかんてき

な基準
きじゅん

がなく支給決定
しきゅうけってい

の過程
か て い

が不透明
ふとうめい

であ

ることなどの課題
か だ い

があったことから、制度
せ い ど

全般
ぜんぱん

が見直
み な お

され、平成
へいせい

17年
ねん

(2005年
ねん

)11月
がつ

７日
にち

に「障害者
しょうがいしゃ

自立支援法
じ り つ し え ん ほう

」が公布
こ う ふ

、平成
へいせい

18年
ねん

(2006年
ねん

)４月
がつ

から施行
し こ う

されました。 

その後
ご

、平成
へいせい

24年
ねん

(2012年
ねん

)６月
がつ

に、国
くに

においては、障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

本部等
ほんぶとう

における検討
けんとう

を踏
ふ

ま

えて、地域
ち い き

社会
しゃかい

における共生
きょうせい

の実現
じつげん

に向
む

けて、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充実等
じゅうじつとう

、障
しょう

がいのある人
ひと

の

日常生活
にちじょうせいかつ

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

し、新
あら

たな障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を講
こう

ずるため、「地域
ち い き

社会
しゃかい

におけ

る共生
きょうせい

の実現
じつげん

に向
む

けて新
あら

たな障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を講
こう

ずるための関係
かんけい

法律
ほうりつ

の整備
せ い び

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（以下
い か

「整備
せ い び

法
ほう

」という。）を公布
こ う ふ

し、「障害者
しょうがいしゃ

自立支援法
じ り つ し え ん ほう

」を「障害者
しょうがいしゃ

の日常生活
にちじょうせいかつ

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

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」という。）に改正
かいせい

し、「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

に難病等
なんびょうとう

を追加
つ い か

、

また、平成
へいせい

25年
ねん

(2013年
ねん

)６月
がつ

には、「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

（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

法
ほう

」という。）が制定
せいてい

され、平成
へいせい

26年
ねん

（2014年
ねん

）２月
がつ

には「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

」を批准
ひじゅん

、

さらには、平成
へいせい

28年
ねん

(2016年
ねん

)６月
がつ

に障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

及
およ

び児童
じ ど う

福祉
ふ く し

法
ほう

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

が行
おこな

われ、障
しょう

がいの

ある人
ひと

自
みずか

らが望
のぞ

む地域
ち い き

で暮
く

らすことができるよう生活
せいかつ

支援
し え ん

と就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

や障
しょう

がいのある子
こ

ども

への多様化
た よ う か

するニーズに対応
たいおう

する障害児
しょうがいじ

福祉
ふくし

計画
けいかく

策定
さくてい

の義務化
ぎ む か

、同年
どうねん

８月
がつ

に発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

法
ほう

が改正
かいせい

され、発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

が図
はか

られました。 

令和
れいわ

３年
  ねん

(2021年
ねん

)には、医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

及び
およ  

その家族
かぞく

が適切
てきせつ

な支援
しえん

が受けられる
う     

よう「医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

及び
およ  

その家族
かぞく

に対する
たい   

支援
しえん

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」が施行
しこう

され、令和
れいわ

４年
  ねん

（2022年
ねん

）には、「児童
じどう

福祉法
ふくしほう

」が改正
かいせい

され、子育て
 こ そだ  

世帯
せたい

に対する
たい      

包括的
ほうかつてき

な支援
しえん

のための体制
たいせい

強化
きょうか

等
とう

が図られました
は か            

。 

道
どう

では、「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づく都道府県
とどうふけん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」であり、「北海道
ほっかいどう

地域
ちいき

福祉
ふくし

支援
しえん

計画
けいかく

の施策
しさく

別
べつ

計画
けいかく

」の主旨
しゅし

を踏まえ、道
どう

の障
しょう

がい福祉
ふくし

施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

を示
しめ

す「北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

基本
きほん

計画
けいかく

」

と、「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」及
およ

び「児童
じ ど う

福祉
ふ く し

法
ほう

」並
なら

びに「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者及
しゃおよ

び障
しょう

がい児
じ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

並
なら

びに

障
しょう

がい者及
しゃおよ

び障
しょう

がい児
じ

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

に関
かん

する条例
じょうれい

」（以下
い か

「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

」

という。）の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、障
しょう

がいのある人
ひと

が自立
じ り つ

した日常生活
にちじょうせいかつ

及
およ

び社会
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

において必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

及
およ

び障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

支援
し え ん

等
とう

が計画的
けいかくてき

に提供
ていきょう

されるための実施
じ っ し

計画
けいかく

として、「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

してきました。今回
こんかい

、この２つの計画
けいかく

について、施策
しさく

を一体的
いったいてき
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に推進
すいしん

し、実効性
じっこうせい

のある障
しょう

がい福祉
ふくし

サービスを提供
ていきょう

することを目的
もくてき

として統合
とうごう

し、「第
だい

１期
き

ほっかい

どう障
しょう

がい福
ふく

祉
し

プラン」を策定
さくてい

することとします。 

(2) 計画
けいかく

の目的
もくてき

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、自立
じ り つ

した日常生活
にちじょうせいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むためには、道内
どうない

の各
かく

地域
ち い き

において、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を提供
ていきょう

できるよう、相談体制
そうだんたいせい

やサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

であり、そのためには、共
とも

に生活
せいかつ

する

地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

や協 力
きょうりょく

による「まちづくり」の視点
し て ん

が必要
ひつよう

となります。 

  この計画
けいかく

は、こうした視点
し て ん

に立
た

ち、障
しょう

がいのある人
ひと

を主体
しゅたい

とした支援
し え ん

体制
たいせい

づくりを進
すす

め、本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

する暮
く

らしの実現
じつげん

、意欲
い よ く

や障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた地域
ち い き

活動
かつどう

が保障
ほしょう

される社会
しゃかい

づくりを推進
すいしん

していくため、

「希望
き ぼ う

するすべての障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らせる社会
しゃかい

づくり」を基本
き ほ ん

テーマとして目指
め ざ

すことと

します。 

  令和
れ い わ

６年
ねん

度
ど

(2024年度
ね ん ど

)から 11年度
ね ん ど

（2029年度
ね ん ど

）までを計画
けいかく

期間
き か ん

とする「第
だい

１期
き

ほっかいどう障
しょう

がい福
ふく

祉
し

プラン」については、地域
ち い き

における生活
せいかつ

の維
い

持
じ

及
およ

び継
けい

続
ぞく

の推進
すいしん

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

に向
む

けた支
し

援
えん

、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取
とり

組
くみ

、精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

、障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

する取組
とりくみ

、障
しょう

がい児
じ

のサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の計画的
けいかくてき

な構築
こうちく

、発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を

目指
め ざ

し、成果
せ い か

目標
もくひょう

やサービス見
み

込
こ

み量
りょう

等
とう

の確保
か く ほ

方策
ほうさく

等
とう

について定
さだ

めます。 
 

○第
だい

３期
き

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

基本
きほん

計画
けいかく

 

・根拠
こんきょ

：障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11条
じょう

第
だい

２項
こう

 

・概要
がいよう

：都道府県
とどうふけん

は、障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

を基本
きほん

とするとともに、当該
とうがい

都道府県
とどうふけん

における障害者
しょうがいしゃ

の

状 況
じょうきょう

等
とう

を踏まえ、当該
とうがい

都道府県
とどうふけん

における障害者
しょうがいしゃ

のための施策
しさく

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

を

定
さだ

める。都道府県
とどうふけん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

。 

 

○第
だい

７期
き

北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

・根拠
こんきょ

：障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

第
だい

89条
じょう

第
だい

１項
こう

  

・概要
がいよう

：障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

及
およ

び障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

支援
し え ん

事業等
じぎょうとう

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

を確保
か く ほ

するための基本的
きほんてき

な

指針
し し ん

［令和
れ い わ

５年
ねん

(2023年
ねん

)こども家庭庁
かていちょう

・厚生労働省
こうせいろうどうしょう

告示
こ く じ

第
だい

１号
ごう

］（以下
い か

「基本
き ほ ん

指針
し し ん

」とい

う。）に即
そく

して、市町村
しちょうそん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の達成
たっせい

に資
し

するため、各
かく

市町村
しちょうそん

を通
つう

ずる広域的
こういきてき

な見地
け ん ち

から障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

その他
た

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

に基
もと

づく業務
ぎょうむ

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

について定
さだ

める、都道府県
と ど う ふ け ん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

。 

 ・参考
さんこう

通知
つ う ち

：「地域生活
ちいきせいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

に係
かか

る障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の作成
さくせい

について」〔平成
へいせい

21年
ねん

(2009年
ねん

)１月
がつ

８日
にち

厚生労働省
こうせいろうどうしょう

社会
しゃかい

・援護局
えんごきょく

障害
しょうがい

保健福祉部
ほ け ん ふ く し ぶ

企画課
き か く か

自立
じ り つ

支援
し え ん

振興室長
しんこうしつちょう

通知
つ う ち

障
しょう

企
き

自
じ

第
だい

010

8001号
ごう

〕 

 

○第
だい

６期
き

障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

計画
けいかく

[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・第
だい

Ⅴ章
しょう

] 

・根拠
こんきょ

：北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

第
だい

29条
じょう

第
だい

１項
こう

 

・概要
がいよう

：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

に関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

について示
しめ

す、就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

計画
けいかく

及
およ

び

都道府県
と ど う ふ け ん

工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

。 

・参考
さんこう

通知
つ う ち

：「工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

」を推進
すいしん

するための基本的
きほんてき

な指針
し し ん

〔平成
へいせい

24年
ねん

(2012年
ねん

)4月
がつ

11日
にち

厚
こう

生
せい

労
ろう

働
どう
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省
しょう

社
しゃ

会
かい

・援護局
えんごきょく

障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

部長
ぶちょう

通知
つ う ち

障
しょう

発
はつ

0411第
だい

４号
ごう

〕 

 

○ 第
だい

３期
き

北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

 ・根拠
こんきょ

：児童
じ ど う

福祉
ふ く し

法
ほう

第
だい

33条
じょう

の 22 

  ・概要
がいよう

：基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

して、市町村
しちょうそん

障害
しょうがい

児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の達成
たっせい

に資
し

するため、各
かく

市町村
しちょうそん

を通
つう

ずる広域的
こういきてき

な見地
け ん ち

から、障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

その他
た

障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

について定
さだ

める、都道府県
と ど う ふ け ん

障害
しょうがい

児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

。 

障害
しょうがい

サービス等
とう

及
およ

び障害児通所
しょうがいじつうしょ

施設
しせつ

等
とう

の円滑
えんかつ

な実施
じっし

を確保
かくほ

するための基本的
きほんてき

な指針
ししん

（平
へい

成
せい

十八年
じゅうはちねん

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

告示
こくじ

第三百九十五号
だいさんびゃくきゅうじゅうごごう

）に基づく第
だい

１期北海道
ほっかいどう

難聴児
なんちょうじ

支援
しえん

計画
けいかく

（仮称
かしょう

）を盛
も

り込
こ

むこととする。 

 

 

２ 計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け 

(1) 計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け 

この計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
きてい

する都道府県
とどうふけん

における障
しょう

がい者
しゃ

のための施策
しさく

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

（都道府県
とどうふけん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

）であり、「北海道
ほっかいどう

総合
そうごう

計画
けいかく

」が示
しめ

す政策
せいさく

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

に沿
そ

って策定
さくてい

、推進
すいしん

する特定分野別
とくていぶんやべつ

計画
けいかく

である「北海道
ほっかいどう

地域
ち い き

福祉
ふ く し

支援
し え ん

計画
けいかく

」の施策
し さ く

別
べつ

計画
けいかく

です。 

道
どう

の障
しょう

がい福祉
ふくし

施策
しさく

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

を示す「北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

基本
きほん

計画
けいかく

」と、地域
ち い き

において必要
ひつよう

な

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

及
およ

び障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

支援
し え ん

等
とう

が計画的
けいかくてき

に提供
ていきょう

されるための実施
じ っ し

計画
けいかく

「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」として位置付
い ち づ

けることとしています。 

なお、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法
ほう

その他
た

法律
ほうりつ

の規定
き て い

による計画
けいかく

であって障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

を定
さだ

めるもの

と調和
ちょうわ

を保
たも

つよう整理
せ い り

しています。 

また、本計画
ほんけいかく

は、「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

（ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

）」の達成
たっせい

に資
し

するものです。 

 

【持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

（Sustainable Development Goals: ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

）】 

 2015年
ねん

９月
がつ

に国連
こくれん

サミットで採択
さいたく

された、2030年
ねん

を期限
き げ ん

とする先進国
せんしんこく

を含
ふく

む国際社会
こくさいしゃかい

全
ぜん

体
たい

の開発
かいはつ

目標
もくひょう

であり、17のゴール（目標
もくひょう

）と、それぞれの下
もと

に、より具体的
ぐたいてき

な 169のターゲットがある。全
すべ

て

の関係者
かんけいしゃ

（先進国
せんしんこく

、途上
とじょう

国
こく

、民間
みんかん

企業
きぎょう

、ＮＧＯ
えぬじーおー

、有識者
ゆうしきしゃ

等
とう

）の役割
やくわり

を重視
じゅうし

し、「誰
だれ

一
ひと

人
り

取
と

り残
のこ

さない」

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

して、経済
けいざい

・社会
しゃかい

・環境
かんきょう

をめぐる広範囲
こうはんい

な課題
か だ い

に統合的
とうごうてき

に取
と

り組
く

むもの。 

 

(2) 計画
けいかく

の期間
き か ん

及
およ

び内容
ないよう

 

この計画
けいかく

は、計画
けいかく

期間
き か ん

を令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

（2024年度
ね ん ど

）から令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

（2029年度
ね ん ど

）までの６年間
ねんかん

とします。 

 なお、道
どう

はこの計画
けいかく

について、第６期
だ い  き

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

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

や地域
ちいき

のニーズ等
とう

を踏まえ
ふ   

、

サービス量
りょう

の見込み
み こ  

等
とう

について定める
さだ    

ものとし、令和
れいわ

８年度
  ねんど

に目標
もくひょう

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

や障
しょう

がい施策
しさく

の

動向
どうこう

、国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

作業
さぎょう

などを踏まえて
ふ    

、調査
ちょうさ

・分析
ぶんせき

及
およ

び評価
ひょうか

を行
おこな

い、必要
ひつよう

な見直し
みなお  

を

行う
おこな 

こととします。 
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図
ず

１ 【計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け】 
 

 
 

 

▼障害者自立支援法施行
し ょ う が い し ゃ じ り つ し え ん ほ う し こ う

▼障害者自立支援法見直
し ょ う が い し ゃ じ り つ し え ん ほ う み な お

し ▼障害者総合支援法施行
し ょ う が い し ゃ そ う ご う し え ん ほ う し こ う

▼障害者総合支援法及
し ょ う が い し ゃ そ う ご う し え ん ほ う お よ

び ▼障害者総合支援法及
し ょ う が い し ゃ そ う ご う し え ん ほ う お よ

び

児童福祉法
じ ど う ふ く し ほ う

の一部改正法施行
い ち ぶ か い せ い ほ う し こ う

児童福祉法
じ ど う ふ く し ほ う

の一部
い ち ぶ

▼障害者基本法改正
しょうがいしゃきほんほうかいせい

障害者差別解消法施行
しょうがいしゃさべつかいしょうほうしこう

▼ 　改正法施行
か い せ い ほ う し こ う

▼北海道意思疎通支援条例施行
ほ っ か い ど う い し そ つ う し え ん じ ょ う れ い し こ う

▼北海道障
ほっかいどうしょう

がい者条例施行
しゃじょうれいしこう

▼障害者虐待防止法施行
し ょ う が い し ゃ ぎ ゃ く た い ぼ う し ほ う し こ う

▼子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援法
し え ん ほ う

施行
し こ う

▼北海道手話言語条例施行
ほ っ か い ど う し ゅ わ げ ん ご じ ょ う れ い し こ う

移行
い こ う

工賃
こ う ち ん

向上
こ うじ ょ う

の対応
た い お う

方策
ほ う さ く

統合
と う ご う

第一期
だ い い っ き

 北
き た

の大地
だ い ち

☆子
こ

ども未来
み ら い

づくり

北海道計画
ほ っ か い ど う け い か く

（Ｈ１７～Ｈ２１）

第
だ い

二
に

期
き

　北
き た

の大地
だ い ち

☆子
こ

ども未来
み ら い

づくり

北海道
ほ っ か い ど う

計画
け い か く

（Ｈ２２～Ｈ２６）

第
だ い

三
さ ん

期
き

　北
き た

の大地
だ い ち

☆子
こ

ども未来
み ら い

づくり

北海道
ほ っ か い ど う

計画
け い か く

（Ｈ２７～Ｒ１）

第
だいよん

四期
き

　北
き た

の大地
だ い ち

☆子
こ

ども未来
み ら い

づくり

北海道
ほ っ か い ど う

計画
け い か く

（Ｒ２～Ｒ６）

北海道
ほっかいどう

障
しょう

害者
がいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

（Ｈ１５～Ｈ２４）

第
だ い

２期
き

北海道
ほ っ か い ど う

障
しょう

がい者
し ゃ

基本
き ほ ん

計画
け い か く

（Ｈ２５～Ｒ５）

中間見直し
ち ゅ う か ん み な お

第
だい

３期
き

北海道
ほっかいどう

長期
ちょうき

総合
そうごう

計画
けいかく

（Ｈ１０～Ｈ１９）

新
し ん

・北海道
ほ っ か い ど う

総合
そ う ご う

計画
け い か く

（Ｈ２０～概
おおむ

ね１０年
ね ん

）

（通称：ほっかいどう未来創造
つうしょう： みらい そうぞう

プラン）

北海道
ほっかいどう

総合
そうごう

計画
けいかく

－輝きつづける北海道
かがや                              ほっかいどう

－

（Ｈ２８～Ｒ７）

前期
ぜ ん き

実施
じ っ し

計画
け い か く

（Ｈ１５～Ｈ１９）

第
だ い

１期
き

　北海道
ほ っ かいどう

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けい か く

（Ｈ１８～Ｈ２０）

第
だ い

２期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計
け い

画
か く

（Ｈ２１～Ｈ２３）

北海
ほっかい

道
ど う

保健
ほ け ん

医療
い り ょ う

福祉
ふ く し

計画
けい か く

（Ｈ１０～Ｈ１９）

Ｈ３０ R１ R２ R３ R４ R５Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

第
だ い

１期
き

北海道
ほ っ か い ど う

自殺
じ さ つ

対策
た い さ く

行動
こ う ど う

計画
け い か く

（Ｈ２０～Ｈ２４）

第
だ い

２期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

自殺
じ さ つ

対策
た い さ く

行動
こ う ど う

計画
け い か く

（Ｈ２５～Ｈ２９）

第
だ い

３期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

自殺
じ さ つ

対策
た い さ く

行動
こ う ど う

計画
け い か く

（Ｈ３０～Ｒ４）

見直
みなお

し
第
だ い

３期
き

　就労支援推進計画
し ゅ う ろ う し え ん す い し ん け い か く

（Ｈ２７～Ｈ２９）

第
だ い

６期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
け い か く

　※第
だ い

２期
き

北海道
ほ っ かいどう

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けい か く

　※第
だ い

５期
き

就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

計画
けい か く

　　（北 海 道 働
ほ っ か いど うは た ら

 く 障
しょう

がい者応援
しゃ おう え ん

       プラン・第
だ い

Ⅴ章
しょう

）

見直
み な お

し
（Ｒ３～R５）

第
だ い

５期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
け い か く

　※第
だ い

1期
き

北海道
ほ っ かいどう

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けい か く

　※第
だ い

４期
き

就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

計画
けい か く

　　　（北 海 道 働
ほ っ か いど うは た ら

 く 障
しょう

がい者応援
おうえ ん

         プラン・第
だ い

Ⅳ章
しょう

）

（Ｈ３０～R２）

見直
み な お

し

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

－工賃向上５か年戦略－

（Ｈ１９～Ｈ２１）

第
だい

１期
き

就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

計画
けいかく

（新・北海道働く障がい者応

援プラン）（H22-H23）

第
だ い

２期
き

　就労支援推進計画
し ゅ う ろ う し え ん す い し ん け い か く

（Ｈ２４～Ｈ２６）

見直
み な お

し

見直
み な お

し

第
だ い

３期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計
け い

画
か く

（Ｈ２４～Ｈ２６）

第
だ い

４期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計
け い

画
か く

（Ｈ２７～Ｈ２９）

見直
み な お

し

見直
み な お

し

新
し ん

・北海道
ほ っ か い ど う

保健
ほ け ん

医療
い り ょ う

福祉
ふ く し

計画
け い か く

（Ｈ２０～概
おおむ

ね１０年
ね ん

） 北海道医療計画（Ｈ３０～Ｒ５）
ほ っ か い ど う い り ょ う け い か く

Ｈ３０ R１ R２ R３ R４ R５Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３
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▼障害者総合支援法及
し ょ う が い し ゃ そ う ご う し え ん ほ う お よ

び

児童福祉法
じ ど う ふ く し ほ う

の一部改正法施行
い ち ぶ か い せ い ほ う し こ う

統合
と う ご う

中間見直し
ち ゅ う か ん み な お

（Ｒ８）

統合
と う ご う

R９ R10 R11 R12R３ R４ R５ R６ R７ R８

R11 R12

第
だ い

３期
き

　北海道
ほ っ かいどう

自殺
じ さ つ

対策
た い さく

行動
こ う ど う

計画
けい か く

（Ｈ３０～Ｒ４）

第
だ い

４期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

自殺
じ さ つ

対策
た い さ く

行動
こ う ど う

計画
け い か く

（Ｒ５～Ｒ９）

第
だ い

2期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

アルコール健康
け ん こ う

障害
し ょ う が い

対策
た い さ く

推進
す い し ん

計画
け い か く

（Ｒ３～Ｒ７）

第
だ い

１期
き

　北海道ギャンブル等依存
ほっかいどう　　　　　　　　　　　　                           とう      い ぞん    

症対策推進計画
し ょ う た い さ く す い し ん け い か く

（Ｒ２～Ｒ４）

R３ R４ R５ R６ R７

第
だ い

四
よ ん

期
き

　北
き た

の大地
だ い ち

☆子
こ

ども未来
み ら い

づくり北海道
ほ っ か い ど う

計画
け い か く

（Ｒ２～Ｒ６）

第
だ い

２期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

ギャンブル等
と う

依存症
い ぞ ん し ょ う

対
た い

策
さ く

推進
す い し ん

計画
け い か く

（Ｒ５～Ｒ７）

第
だ い

２期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

障
しょう

がい者
し ゃ

基本
き ほ ん

計画
け い か く

（Ｈ２５～Ｒ５）

北海道医療計画
ほ っ か い ど う い り ょ う け い か く

（Ｈ３０～Ｒ５）

北海道
ほ っ か い ど う

総合
そ う ご う

計画
け い か く

－輝きつづける北海道－

（Ｈ２８～Ｒ７）

第
だ い

６期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
け い か く

R８

　※第
だ い

２期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

障
し ょ う

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
け い か く

　※第
だ い

５期
き

　就労
し ゅ う ろ う

支援
し え ん

推進
す い し ん

計画
け い か く

　　　（北 海 道 働
ほ っ か い ど う は た ら

 く 障
し ょ う

がい者
し ゃ

応援
お う え ん

        プラン・第
だ い

Ⅴ章
し ょ う

）

（Ｒ３～Ｒ５）

見直
み な お

し

第
だ い

１期
き

　ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン

　

                            ※第３期　北海道障がい者基本計画
だ い き ほ っ か い ど う し ょ う が い し ゃ き ほ ん け い か く

　　　　　　　　　　　　　※第７期　北海道障がい福祉計画
だ い き ほ っ か い ど う し ょ う が い ふ く し け い か く

                            ※第
だ い

３期
き

　北海道
ほ っ か い ど う

障
し ょ う

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
け い か く

　　　　　　　　　　　　　※第
だ い

６期
き

　就労
し ゅ う ろ う

支援
し え ん

推進
す い し ん

計画
け い か く

　　　　　　　　　　　　　 　（北 海 道 働
ほ っ か い ど う は た ら

 く 障
し ょ う

がい者
し ゃ

応援
お う え ん

プラン・第
だ い

Ⅵ章
し ょ う

）

（Ｒ６～Ｒ11）

R９ R10
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３ 区域
く い き

の設定
せってい

 

この計画
けいかく

に定
さだ

めるサービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

が、地域
ち い き

間
かん

の格差
か く さ

を縮 小
しゅくしょう

しながら進
すす

められるよう、次
つぎ

のとおり、サービスの種類
しゅるい

ごとに、サービス量
りょう

（支給量
しきゅうりょう

及
およ

び整備
せ い び

量
りょう

）を見込
み こ

み、推進
すいしん

管理等
かんりとう

を行
おこな

う「区
く

域
いき

」を設定
せってい

しています。 

(1) 居住系
きょじゅうけい

サービス（施設入所
しせつにゅうしょ

支援
し え ん

）：「全道域
ぜんどういき

」 

入所施設
にゅうしょしせつ

については、今後
こ ん ご

も、地域生活
ちいきせいかつ

への移行
い こ う

支援
し え ん

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、基本的
きほんてき

には創設
そうせつ

は行
おこな

わず

に、現在
げんざい

入所
にゅうしょ

されている方
かた

について、円滑
えんかつ

に地域生活
ちいきせいかつ

への移行
い こ う

が図
はか

られるような体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めると

ともに、施設入所
しせつにゅうしょ

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がいのある人
ひと

の状 況
じょうきょう

を考慮
こうりょ

し、全道一圏域
ぜんどういちけんいき

で広域的
こういきてき

に入所定員
にゅうしょていいん

の調整
ちょうせい

を行
おこな

うこととします。 

(2) 居住系
きょじゅうけい

サービス（共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

）及
およ

び日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス：「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

圏域
けんいき

の 21圏域
けんいき

〔札幌市
さっぽろし

を含
ふく

む。〕」（この圏域
けんいき

は、第二次
だ い に じ

地域
ち い き

福祉
ふ く し

圏域
けんいき

と同
おな

じ。） 

グループホームなどの住
す

まいの場
ば

や生活
せいかつ

介護
か い ご

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

などの日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

については、利用者
りようしゃ

の生活
せいかつ

圏域
けんいき

（通所等
つうしょとう

によりサービス利用
り よ う

が可能
か の う

な単位
た ん い

）に着目
ちゃくもく

してサービスの基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進
すす

める必要
ひつよう

が

あることから、21の北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

圏域
けんいき

単位
た ん い

で必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

を行
おこな

うこととします。 

(3) 訪問系
ほうもんけい

サービス及
およ

び相談
そうだん

支援
し え ん

：「市町村
しちょうそん

圏域
けんいき

」 

居宅
きょたく

介護
か い ご

などの訪問系
ほうもんけい

サービスについては、在宅
ざいたく

において提供
ていきょう

することを基本
き ほ ん

とすることから、市町村
しちょうそん

圏域
けんいき

単位
た ん い

で地域生活
ちいきせいかつ

への移行
い こ う

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

などに合
あ

わせて必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

を行
おこな

うこととします。 

また、相談
そうだん

支援
し え ん

については、地域生活
ちいきせいかつ

への移行
い こ う

や地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の観点
かんてん

から、最
もっと

も身近
み ぢ か

な行政機関
ぎょうせいきかん

であ

る市町村
しちょうそん

で必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せ い び

について調整
ちょうせい

を行
おこな

うこととします。 

 

図
ず

２ 【圏域
けんいき

の区域
く い き

】 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北海道障
ほっかいどうしょう

がい保健
ほけん

福祉圏域
ふくしけんいき

 

（２１圏域
けんいき

） 

［地
ち

域
いき

福
ふく

祉
し

圏
けん

の区域
くいき

］ 

第一次
だいいちじ

地域
ちいき

福祉圏
ふくしけん

 179圏 域
けんいき

 

第二次
だいにじ

地域
ちいき

福祉圏
ふくしけん

  21圏 域
けんいき

 

・社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

による地域
ちいき

福祉
ふくし

計 画
けいかく

の区域
くいき

 

・介護
かいご

保険法
ほけんほう

による介護
かいご

保険
ほけん

事 業
じぎょう

支援
しえん

計 画
けいかく

の区域
くいき

 

・障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

支援法
しえんほう

による 障
しょう

がい福祉
ふくし

計 画
けいかく

の区域
くいき

 

第三次
だいさんじ

地域
ちいき

福祉圏
ふくしけん

  6圏 域
けんいき

 

・北 海道
ほっかいどう

総 合
そうごう

計 画
けいかく

による連 携
れんけい

地域
ちいき

（エリア） 
国土
こくど

数値
すうち

情 報
じょうほう

(H30 行 政
ぎょうせい

区域
くいき

データ)を加工
かこう

して作 成
さくせい

 
(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v2_3.html) 
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 圏域名
けんいきめい

 振 興 局 名
しんこうきょくめい

 市町村名
しちょうそんめい

 

1 南渡島
みなみおしま

 渡島
お し ま

 函館市
はこだてし

、北斗
ほ く と

市
し

、松前町
まつまえちょう

、福島町
ふくしまちょう

、知内町
しりうちちょう

、木古内町
きこないちょう

、七飯町
ななえちょう

、鹿部町
しかべちょう

、森町
もりまち

 

2 南檜山
みなみひやま

 檜山
ひやま

 江差町
えさしちょう

、上ノ国町
かみ  くにちょう

、厚沢部町
あっさぶちょう

、乙部町
おとべちょう

、奥尻町
おくしりちょう

 

3 北
きた

渡
お

島
しま

檜
ひ

山
やま

 渡
お

島
しま

・檜
ひ

山
やま

 八雲町
やくもちょう

、長万部町
おしゃまんべちょう

、今金町
いまかねちょう

、せたな町
ちょう

 

4 札幌
さっぽろ

 石狩
いしかり

 札幌市
さっぽろし

、江別市
え べ つ し

、千歳市
ち と せ し

、恵庭市
え に わ し

、北
きた

広島市
ひろしまし

、石狩市
いしかりし

、当別町
とうべつちょう

、新篠津村
しんしのつむら

 

5 後志
しりべし

 後志
しりべし

 

小樽市
お た る し

、島牧村
しままきむら

、寿都町
すっつちょう

、黒松内町
くろまつないちょう

、蘭越町
らんこしちょう

、ニセコ町
ちょう

、真狩村
まっかりむら

、留寿都村
る す つ む ら

、 

喜茂別町
きもべつちょう

、京 極 町
きょうごくちょう

、倶知安町
くっちゃんちょう

、共和町
きょうわちょう

、岩内町
いわないちょう

、泊 村
とまりむら

、神恵内村
かもえないむら

、積 丹 町
しゃこたんちょう

、古平町
ふるびらちょう

、

仁木町
にきちょう

、余市町
よいちちょう

、赤井川村
あかいがわむら

 

6 南空知
みなみそらち

 

空知
そらち

 

夕張市
ゆうばりし

、岩見沢市
いわみざわし

、美唄市
び ば い し

、三笠市
み か さ し

、南幌町
なんぽろちょう

、由仁町
ゆにちょう

、長沼町
ながぬまちょう

、栗山町
くりやまちょう

、月形町
つきがたちょう

 

7 中空知
なかそらち

 
芦別市
あしべつし

、赤平市
あかびらし

、滝川市
たきかわし

、砂川市
すながわし

、歌志内市
うたしないし

、奈井江町
ないえちょう

、上砂川町
かみすながわちょう

、浦臼町
うらうすちょう

、新十津川町
しんとつかわちょう

 

雨竜町
うりゅうちょう

 

8 北空知
きたそらち

 深川市
ふかがわし

、妹背牛町
もせうしちょう

、秩父別町
ちっぷべつちょう

、北 竜 町
ほくりゅうちょう

、沼田町
ぬまたちょう

 

9 西胆振
にしいぶり

 
胆振
いぶり

 
室蘭市
むろらんし

、登別市
のぼりべつし

、伊達市
だ て し

、豊浦町
とようらちょう

、壮瞥町
そうべつちょう

、洞爺湖町
とうやこちょう

 

10 東胆振
ひがしいぶり

 苫小牧市
とまこまいし

、白老町
しらおいちょう

、厚真町
あつまちょう

、安平
あびら

町
ちょう

、むかわ町
ちょう

 

11 日高
ひだか

 日高
ひだか

 日高町
ひだかちょう

、平取町
びらとりちょう

、新 冠 町
にいかっぷちょう

、浦河町
うらかわちょう

、様似町
さまにちょう

、えりも町
ちょう

、新
しん

ひだか町
ちょう

 

12 上川
かみかわ

中部
ちゅうぶ

 

上川
かみかわ

 

旭川市
あさひかわし

、鷹栖町
たかすちょう

、東神楽町
ひがしかぐらちょう

、当麻町
とうまちょう

、比布町
ぴっぷちょう

、愛別町
あいべつちょう

、上川町
かみかわちょう

、東 川 町
ひがしかわちょう

、美瑛町
びえいちょう

 

幌加内町
ほろかないちょう

 

13 上川
かみかわ

北部
ほくぶ

 士別市
し べ つ し

、名寄市
な よ ろ し

、和寒町
わっさむちょう

、剣淵町
けんぶちちょう

、下川町
しもかわちょう

、美深町
びふかちょう

、音威子府村
おといねっぷむら

、中川町
なかがわちょう

 

14 富良野
ふ ら の

 富良野市
ふ ら の し

、上富良野町
かみふらのちょう

、中富良野町
なかふらのちょう

、南富良野町
みなみふらのちょう

、占冠村
しむかっぷむら

 

15 留萌
るもい

 留萌
るもい

 留萌市
る も い し

、増毛町
ましけちょう

、小平町
おびらちょう

、苫前町
とままえちょう

、羽幌町
はぼろちょう

、初山別村
しょさんべつむら

、遠別町
えんべつちょう

、天塩町
てしおちょう

 

16 宗谷
そうや

 宗谷
そうや

 
稚内市
わっかないし

、猿払村
さるふつむら

、浜頓別町
はまとんべつちょう

、中頓別町
なかとんべつちょう

、枝幸町
えさしちょう

、豊富町
とよとみちょう

、礼文町
れぶんちょう

、利尻町
りしりちょう

、利尻富士町
りしりふじちょう

、

幌延町
ほろのべちょう

 

17 北網
ほくもう

 
オホーツク 

北見市
き た み し

、網走市
あばしりし

、美幌町
びほろちょう

、津別町
つべつちょう

、斜里町
しゃりちょう

、清里町
きよさとちょう

、小清水町
こしみずちょう

、訓子府町
くんねっぷちょう

、置戸町
おけとちょう

、大空
おおぞら

町
ちょう

 

18 遠紋
えんもん

 紋別市
もんべつし

、佐呂間町
さろまちょう

、遠軽町
えんがるちょう

、湧別町
ゆうべつちょう

、滝 上 町
たきのうえちょう

、興部町
おこっぺちょう

、西興部村
にしおこっぺむら

、雄武町
おうむちょう

 

19 十勝
とかち

 十勝
とかち

 
帯広市
おびひろし

、音更町
おとふけちょう

、士幌町
しほろちょう

、上士幌町
かみしほろちょう

、鹿追町
しかおいちょう

、新得町
しんとくちょう

、清水町
しみずちょう

、芽室町
めむろちょう

、中札内村
なかさつないむら

 

更別村
さらべつむら

、大樹町
たいきちょう

、広尾町
ひろおちょう

、幕別町
まくべつちょう

、池田町
いけだちょう

、豊頃町
とよころちょう

、本別町
ほんべつちょう

、足寄町
あしょろちょう

、陸別町
りくべつちょう

、浦幌町
うらほろちょう

 

20 釧路
くしろ

 釧路
くしろ

 釧路市
く し ろ し

、釧路町
くしろちょう

、厚岸町
あっけしちょう

、浜中町
はまなかちょう

、標茶町
しべちゃちょう

、弟子屈
て し か が

町
ちょう

、鶴居村
つるいむら

、白糠町
しらぬかちょう

 

21 根室
ねむろ

 根室
ねむろ

 根室市
ね む ろ し

、別海町
べっかいちょう

、中標津町
なかしべつちょう

、標津町
しべつちょう

、羅臼町
らうすちょう

 

 

４ 対象
たいしょう

とする障
しょう

がい者
しゃ

の範囲
はんい

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

２条
じょう

において、「身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ちてき

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む。）その

他
た

の心身
しんしん

の機能
きのう

の障 害
しょうがい

（以下
い か

「障 害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

に

より継続的
けいぞくてき

に日 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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にあるものをいう。」と定義
ていぎ

された

ことを踏
ふ

まえ、この計画
けいかく

で対 象
たいしょう

とする障
しょう

がい者
しゃ

は次
つぎ

の人
ひと

とします。 

・身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

 

・知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

 

・精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

（発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

を含
ふく

む。） 

・難病
なんびょう

患者
かんじゃ

などのその他
た

心身
しんしん

の機能
きのう

の障
しょう

がいがある人
ひと

で、障
しょう

がい及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常
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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にある人
ひと
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第
だ い

２ 障
しょう

がいのある人
ひ と

の現状
げんじょう

等
と う

 
 

１  障
しょう

がいのある人
ひと

の現状
げんじょう

  

北海道
ほっかいどう

の人口
じんこう

に占
し

める障
しょう

がいのある人
ひと

の割合
わりあい

は、高齢化等
こうれいかとう

の影響
えいきょう

により、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。 

また、全国
ぜんこく

と比較
ひ か く

すると、すべての障
しょう

がい種別
しゅべつ

で障
しょう

がいのある人
ひと

の割合
わりあい

が高
たか

くなっています。 

(1) 身体障
しんたいしょう

がい  

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

交付者数
こうふしゃすう

は、令和
れいわ

４年度
ね ん ど

（2022年度
ね ん ど

）末
まつ

現在
げんざい

で、290,155人
にん

となっており、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

（2012年度
ね ん ど

）末
まつ

と比較
ひ か く

すると、10年間
ねんかん

で 12,541人
にん

減少
げんしょう

しています。また、北海道
ほっかいどう

の人口
じんこう

に占
し

める割合
わりあい

は、

平成
へいせい

24年度
ね ん ど

（2012年度
ね ん ど

）末
まつ

の 5.5％から、令和
れいわ

４年度
ね ん ど

（2022年度
ね ん ど

）末
まつ

で 5.5％と横
よこ

ばいとなっています。  

全国
ぜんこく

においては、4,910,098人
にん

で、人口
じんこう

比
ひ

3.9％となっています。 

(2) 知的障
ちてきしょう

がい 

療育手帳
りょういくてちょう

交付者数
こうふしゃすう

は、令和
れいわ

４年度
ね ん ど

（2022年度
ね ん ど

）末
まつ

現在
げんざい

で、68,501人
にん

となっており、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

（2012

年度
ね ん ど

）末
まつ

と比較
ひ か く

すると、10年間
ねんかん

で 17,311人
にん

増加
ぞ う か

しています。 また、北海道
ほっかいどう

の人口
じんこう

に占
し

める割合
わりあい

は、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

（2012年度
ね ん ど

）末
まつ

の 0.9％から、令和
れいわ

４年度
ね ん ど

（2022年度
ね ん ど

）末
まつ

で 1.3％と 0.4ポイント増加
ぞ う か

しています。  

  全国
ぜんこく

においては、1,213,064人
にん

で、人口
じんこう

比
ひ

1.0％となっています。     

(3) 精神障
せいしんしょう

がい 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳交付者
てちょうこうふしゃ

や自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

受給者
じゅきゅうしゃ

など保健所
ほけんじょ

で把握
は あ く

している精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の数
かず

は、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

（2022年度
ね ん ど

）末
まつ

現在
げんざい

で、196,305人
にん

となっており、平成
へいせい

25年
ねん

（2013年
ねん

）12月
がつ

末
まつ

と比較
ひ か く

する

と、10年間
ねんかん

で 52,961人
にん

増加
ぞ う か

しています。北海道
ほっかいどう

の人口
じんこう

に占
し

める割合
わりあい

は平成
へいせい

25年
ねん

（2013年
ねん

）12月
がつ

末
まつ

の 2.6%

から、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

（2022年度
ね ん ど

）末
まつ

で 3.8%と 1.2ポイント増加
ぞ う か

しています。 

なお、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

交付者数
こうふしゃすう

は、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

（2022年度
ね ん ど

）末
まつ

現在
げんざい

で、56,916人
にん

となっており、平成
へいせい

25年度
ね ん ど

（2013年度
ね ん ど

）末
まつ

と比較
ひ か く

すると、10年間
ねんかん

で 16,916人
にん

増加
ぞ う か

しています。 

北海道
ほっかいどう

の人口
じんこう

に占
し

める割合
わりあい

は平成
へいせい

25年度
ね ん ど

（2013年度
ね ん ど

）末
まつ

の 0.7%から、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

（2022年度
ね ん ど

）末
まつ

で 1.1%

と 0.4ポイント増加
ぞ う か

しています。 

全国
ぜんこく

においては、1,345,468人
にん

で、人口
じんこう

比
ひ

1.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24年度
ねんど

（2012年度
ねんど

）

25年度
ねんど

（2013年度
ねんど

）

26年度
ねんど

（2014年度
ねんど

）

27年度
ねんど

（2015年度
ねんど

）

28年度
ねんど

（2016年度
ねんど

）

29年度
ねんど

（2017年度
ねんど

）

30年度
ねんど

（2018年度
ねんど

）

令和
れいわ

元年度
がんねんど

（2019年度
ねんど

）

令和
れいわ

2年度
ねんど

（2020年度
ねんど

）

令和
れいわ

3年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）

令和
れいわ

4度

（2022年度
ねんど

）

18歳
さい

未満
みまん

4,570 4,394 4,251 3,829 3,746 3,605 3,507 3,510 3,405 3,346 3,231

18歳
さい

以上
いじょう

298,126 297,163 295,515 300,456 298,436 296,542 295,029 294,951 293,507 290,756 286,924

合計
ごうけい

302,696 301,557 299,766 304,285 302,182 300,147 298,536 298,461 296,912 294,102 290,155

人口
じんこう

に占
し

める割合
わりあい

5.50% 5.50% 5.50% 5.60% 5.70% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 5.50%

18歳
さい

未満
みまん

12,371 12,795 13,539 13,402 13,827 14,100 14,271 14,271 14,507 14,464 14,532

18歳
さい

以上
いじょう

38,819 40,314 41,510 43,708 45,265 46,971 48,777 48,777 50,542 52,272 53,969

合計
ごうけい

51,190 53,109 55,049 57,110 59,092 61,071 63,048 63,048 65,049 66,736 68,501

人口
じんこう

に占
し

める割合
わりあい

0.90% 1.00% 1.00% 1.10% 1.10% 1.10% 1.20% 1.20% 1.20% 1.30% 1.30%

保健所
ほけんしょ

把握
はあく

数
すう

136,382 143,344 144,430 155,351 157,679 165,022 167,208 170,268 181,970 188,643 196,305

精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

交付者
こうふしゃ

数
すう

36,100 40,000 37,463 43,852 46,327 46,986 48,780 49,582 51,295 52,250 56,916

保健所
ほけんしょ

把握
はあく

数
すう

の人口
じんこう

に占
し

める割合
わりあい 2.5% 2.6% 2.7% 2.9% 2.9% 3.1% 3.2% 3.2% 3.5% 3.6% 3.8%

5,465,451 5,463,045 5,431,658 5,401,210 5,370,807 5,339,539 5,304,413 5,267,762 5,228,732 5,183,687 5,139,913

※手帳
てち ょう

交付者
こ う ふ し ゃ

数
すう

は各年度
か く ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

。　※保健所
ほ け ん じ ょ

把握
は あ く

数
すう

は、平成26年度（2014年度
へいせい ねんど ねんど

）まで各年度
か く ね ん ど

12月末
がつまつ

現在
げんざい

。平成
へいせい

27年度
ね ん ど

（2015年度
ね ん ど

）からは各年度
か く ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

。

※人口
じんこう

は、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

(2012年度
ね ん ど

)までは年度末
ね んど まつ

現在
げんざい

。平成
へいせい

25年度
ね ん ど

(2013年度
ね ん ど

)からは、翌年
よ く とし

1月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

※資料
し り ょ う

：福祉
ふ く し

行政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、衛生
えいせい

行政
ぎょうせい

報告例
ほうこくれい

、住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

に基
も と

づく人口
じんこう

、人口
じんこう

動態
どうたい

及
およ

び世帯数
せ た い す う

に関
かん

する調査
ち ょ うさ

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

精
神

せ
い
し
ん

障し
ょ
うが

い
者し

ゃ

人口
じんこう
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図
ず

３ 【障
しょう

がい者数
しゃすう

の推移
す い い

】 
 

 
 

・発達障
はったつしょう

がい 

発達障
はったつしょう

がいとは、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

法
ほう

により、「自閉症
じへいしょう

、アスペルガー症候群
しょうこうぐん

その他
た

の広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障害
しょうがい

、

学習
がくしゅう

障害
しょうがい

、注意欠陥多動性
ちゅういけっかんたどうせい

障害
しょうがい

その他
た

これに類
るい

する脳機能
のうきのう

の障害
しょうがい

であってその症 状
しょうじょう

が通常
つうじょう

低年齢
ていねんれい

において発現
はつげん

するものとして政令
せいれい

で定
さだ

めるもの」と定義
て い ぎ

されており、平成
へいせい

22年
ねん

（2010年
ねん

）の改正
かいせい

で障害者
しょうがいしゃ

自立支援法
じ り つ し え ん ほう

の対象
たいしょう

として明確
めいかく

に規定
き て い

されました。 

 さらに、平成
へいせい

23年
ねん

（2011年
ねん

）８月
がつ

には障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

法
ほう

が改正
かいせい

され、「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

において「精神障
せいしんしょう

害
がい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む。）」と規定
き て い

されました。 

また、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

法
ほう

の施行
し こ う

から 10年
ねん

が経過
け い か

し、平成
へいせい

28年
ねん

（2016年
ねん

）に法
ほう

改正
かいせい

が行
おこな

われ、支援
し え ん

の

一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

が規定
き て い

されました。 

発達障
はったつしょう

がいは、個々
こ こ

によりその特性
とくせい

が異
こと

なり、本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

、周囲
しゅうい

の人
ひと

が個人
こ じ ん

の特性
とくせい

を理解
り か い

し、その人
ひと

にあった配慮
はいりょ

や支援
し え ん

を行
おこな

うことにより、持
も

っている本来
ほんらい

の力
ちから

が活
い

かされるようになります。 

・高次
こ う じ

脳機能
のうきのう

障
しょう

がい 

高次
こ う じ

脳機能
のうきのう

障
しょう

がいとは、脳卒中
のうそっちゅう

などの病気
びょうき

や交通事故
こ う つ う じ こ

、頭部
と う ぶ

への怪我
け が

などにより、脳
のう

を損傷
そんしょう

した

後遺症
こういしょう

としてみられる障
しょう

がいです。脳
のう

損傷
そんしょう

による認知機能
に ん ち き の う

障害
しょうがい

（記憶
き お く

障害
しょうがい

や注意
ちゅうい

障害
しょうがい

、遂行機能
すいこうきのう

障害
しょうがい

、

社会
しゃかい

的
てき

行動
こうどう

障害
しょうがい

など）を主
おも

な症 状
しょうじょう

として、日常生活
にちじょうせいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

に制約
せいやく

が出
で

ている障
しょう

がいをさし、

「器質性
きしつせい

精神障
せいしんしょう

害
がい

」として精神
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

や自立
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

）の申請
しんせい

対象
たいしょう

とされ

ています。 

また、手帳
てちょう

の有無
う む

にかかわらず、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

に基
もと

づくサービスの給付
きゅうふ

対象
たいしょう

になることが可能
か の う

で

す。高次
こ う じ

脳機能
のうきのう

障
しょう

がいは、身体障
しんたいしょう

がいがみられず、外見上
がいけんじょう

は障
しょう

がいが目立
め だ

たないことから「見
み

えにく

い障
しょう

がい」といわれ、障
しょう

がいに関
かん

する十分
じゅうぶん

な理解
り か い

が得
え

られていない実態
じったい

があり、高次
こ う じ

脳機能
のうきのう

障
しょう

がいの

ある人
ひと

の正確
せいかく

な人数
にんずう

を把握
は あ く

できていないのが現状
げんじょう

です。 

 (4)難病
なんびょう

等
とう

 

難病
なんびょう

とは、発 病
はつびょう

の機構
きこう

が明らか
あき    

でなく、治療法
ちりょうほう

が確立
かくりつ

していない希少
きしょう

な疾病
しっぺい

であって、当該疾病
とうがいしっぺい

にかかることにより長期
ちょうき

にわたり療 養
りょうよう

を必要とする疾病
しっぺい

です。 

平成
へいせい

23年
ねん

（2011年
ねん

）８月
がつ

に改正
かいせい

された障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

法
ほう

において「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

に含
ふく

まれ、平成
へいせい

25年
ねん

（2013
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年
ねん

）４月
がつ

の障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

の施行
し こ う

により、「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

に難病等
なんびょうとう

（治療
ちりょう

方法
ほうほう

が確立
かくりつ

していない疾病
しっぺい

その他
た

の疾病
しっぺい

であって政令
せいれい

で定
さだ

めるものによる障害
しょうがい

の程度
て い ど

が厚生労働大臣
こうせいろうどうだいじん

が定
さだ

める程度
て い ど

である者
もの

）と

明記
め い き

され、難病等
なんびょうとう

である人
ひと

も障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

を利用
り よ う

できるようになりました。 

 また、対象
たいしょう

となる疾病
しっぺい

については、令和元
れいわがん

年
ねん

（2019年
ねん

）７月
がつ

に 361疾病
しっぺい

に拡大
かくだい

されています。 

(5)医療的
いりょうてき

ケア児
じ

 

医療的
いりょうてき

ケアとは、人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

による呼吸
こきゅう

管理
かんり

、喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

その他
た

の医療
いりょう

行為
こうい

をいい、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

を営
いとな

むために恒常的
こうじょうてき

に医療的
いりょうてき

ケアを受
う

けることが不可欠
ふ か け つ

である児童
じどう

のことを「医療的
いりょうてき

ケア

児
じ

」といいます。 

全国
ぜんこく

の医療的
いりょうてき

ケア児
じ

は、推計
すいけい

で約
やく

２万人
まんにん

（令和元
れいわがん

年度
ねんど

現在
げんざい

）、道内
どうない

では約
やく

７００人
にん

（令和
れいわ

４年度
ねんど

現在
げんざい

） 

で、年々
ねんねん

増加
ぞうか

傾向
けいこう

にあります。 

令和
れいわ

３年
ねん

９月
がつ

18日
にち

に施行
しこう

された「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

」により、国
くに

及
およ

び都道府県
とどうふけん

が医療的
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

に係
かか

る施策
しさく

を実施
じっし

する責務
せきむ

が示
しめ

されました。 

(6)難聴児
なんちょうじ

 

難聴
なんちょう

とは、音
おと

が耳
みみ

に入
はい

ってから脳
のう

に伝
つた

わるまでのどこかの段階
だんかい

で障
しょう

がいが起
お

こり、音
おと

が聞
き

こえにく

い状態
じょうたい

をいいます。 

先天性
せんてんせい

難聴児
なんちょうじ

は出 生 数
しゅっしょうすう

 1000 人当
にんあ

たりに１～２人
にん

とされています。 

令和
れいわ

４年
ねん

(2022年
ねん

)２月
がつ

25日
にち

付
づ

け厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

社会
しゃかい

・援護局
えんごきょく

障害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

部長
ぶちょう

通知
つうち

における「難聴児
なんちょうじ

の早期
そうき

発見
はっけん

・早期
そうき

療 育
りょういく

推進
すいしん

のための基本
きほん

方針
ほうしん

」において、「難聴
なんちょう

は、早期
そうき

に発見
はっけん

され適切
てきせつ

な支援
しえん

が行
おこな

われた場合
ばあい

には、言語
げんご

・コミュニケーション手段
しゅだん

の発達
はったつ

・獲得
かくとく

を円滑
えんかつ

にし、難聴児
なんちょうじ

の今後
こんご

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

を

より豊
ゆた

かにすることにつながると考
かんが

えられるため、早期
そうき

に発見
はっけん

し、療育
りょういく

及
およ

び教育
きょういく

につなげることが

重要
じゅうよう

である。」と明記
めいき

されました。 
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２  サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の現状
げんじょう

と評価
ひょうか

 

(1) サービスの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

 

① 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

（令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）３月分
がつぶん

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用者
りようしゃ

は 61,683人
にん

となっており、うち入所施設
にゅうしょしせつ

利用者
りようしゃ

が 9,059人
にん

となってい

ます。 

  

※上 段
じょうだん

：計画 中 段
ちゅうだん

：実績 下段
げだん

：達成率 

   ※単位
たんい

のうち人日
にち

とは、1ヶ月間
げつかん

の延べ利用人数
にんずう

 

 

また、第
だい

６期
き

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

で定
さだ

めたサービス見込量
みこみりょう

に対
たい

する令和
れいわ

４年度
ね ん ど

（2022年度
ね ん ど

）の

実績
じっせき

では、施設入所
しせつにゅうしょ

支援
し え ん

が 108.4％となっていますが、地域
ち い き

における居住
きょじゅう

サービスである共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

は 112.7％、訪問系
ほうもんけい

サービスは 93.1％、日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービスの生活
せいかつ

介護
か い ご

は 99.6％、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ型
がた

）が 105.0％となっています。 

 

② 障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

（令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）３月分
がつぶん

） 

障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

支援
し え ん

の利用者
りようしゃ

は、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

で延
の

べ 98,119人
にん

、放課後等
ほ う か ご と う

デイサービスでは延
の

べ

198,973人
にん

となっております。 

  

  サービス種類
しゅるい

 単位
たんい

 
令和
れいわ

５年
ねん

 

(2022年
ねん

)3月
がつ

 
  サービス種類

しゅるい

 単位
たんい

 
令和
れいわ

５年
ねん

 

(2022年
ねん

)3月
がつ

 

訪問
ほうもん

系
けい

 

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

・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

 

時間
じかん

 

358,042  

日
にっ

 中
ちゅう

 

活動
かつどう

系
けい

 

生活
せいかつ

介護
かいご

 人
にん

日
にち

 

371,929  

333,406  370,455  

93.1%  99.6%  

居 住
きょじゅう

系
けい

 

共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 人
にん

 

13,239  

自立
じりつ

訓練
くんれん

（機能
きのう

訓練
くんれん

） 人
にん

日
にち

 

658  

14,926  170  

112.7%  25.8%  

施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

 人
にん

 

8,355  

自立
じりつ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 人
にん

日
にち

 

8,288  

9,059  6,021  

108.4%  72.6%  

日
にっ

 中
ちゅう

 

活動
かつどう

系
けい

 

就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

 人
にん

日
にち

 

27,561  

療 養
りょうよう

介護
かいご

 人
にん

 

1,053  

24,485  1,250  

88.8%  118.7%  

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

（Ａ型
がた

） 人
にん

日
にち

 

90,727  

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

（福祉型
ふくしがた

） 人
にん

日
にち

 

16,215  

94,828  13,065  

104.5%  80.6%  

就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

（Ｂ型
がた

） 人
にん

日
にち

 

413,765  

短期
たんき

入 所
にゅうしょ

（医療型
いりょうがた

） 人
にん

日
にち

 

1,596  

434,291  830  

105.0%  52.0%  
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サービス種類

しゅるい

 単位
た ん い

 
令
れい

和
わ

５年
ねん

 

(2023年
ねん

)3月
がつ

 

  
サービス種類

しゅるい

 単位
た ん い

 
令
れい

和
わ

５年
ねん

 

(2023年
ねん

)3月
がつ

 

入所
にゅうしょ

 福祉型
ふくしがた

 人
にん

 114 通所
つうしょ

 児童発達支援
じどうはったつしえん

 人日
にんにち

 98,119 

医療
いりょう

型
がた

 人
にん

 179 医療
いりょう

型
がた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 人日
にんにち

 841  

居宅
きょたく

訪問
ほうもん

型
がた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 人日
にんにち

 35 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 人日
にんにち

 198,973  

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 人日
にんにち

 813 

 

(2) 障害者
しょうがいしゃ

入所施設
にゅうしょしせつ

の状 況
じょうきょう

  

令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

の入所施設
にゅうしょしせつ

数
すう

は、200施設
し せ つ

で定員
ていいん

は 10,264人
にん

となっています。 

また、令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）３月
がつ

の入所施設
にゅうしょしせつ

の利用者
りようしゃ

数
すう

は、9,354人
にん

となっており、令和
れ い わ

２年
ねん

（2020年
ねん

）

３月
がつ

利用者
りようしゃ

数
すう

から 204人
にん

の減
げん

となっています。 

 

区分
く ぶ ん

 
入所
にゅうしょ

施設数
し せ つ す う

（定員
ていいん

） 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

利用者
り よ う し ゃ

数
す う

 

R2.4.1 R5.4.1 R2.3 R5.3 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 204か

所
しょ

  10,508人
にん

  200  10,264  9,558人
にん

  9,354人
にん

  

 

(3) 居住
きょじゅう

支援
し え ん

の状 況
じょうきょう

 

グループホーム（共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

）は、障害者
しょうがいしゃ

自立支援法
じ り つ し え ん ほう

の施行
し こ う

後
ご

、指定
し て い

基準
きじゅん

の規制
き せ い

緩和
か ん わ

が図
はか

られたこ

となどにより、施行
し こ う

時点
じ て ん

の平成
へいせい

18年
ねん

（2006年
ねん

）と比較
ひ か く

すると定員
ていいん

の大幅
おおはば

な増加
ぞ う か

がみられます。 

また、令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）３月
がつ

利用者
りようしゃ

数
すう

は、14,926人
にん

となっており、令和
れいわ

２年
ねん

（2020年
ねん

）３月
がつ

利用者
りようしゃ

か

ら 2,737人
にん

の増
ぞう

となっています。 

 

【グループホームの指定
し て い

・整備
せ い び

実績
じっせき

】 
 H18.4 H20.4 H23.4 H26.4 H29.4 R2.4 R5.4 

グループホーム か所
しょ

数
すう

 635 321 377 433 525 626 826 

利用
りよう

定員
ていいん

(人
にん

) 2,960 4,672 6,555 9,579 11,140 13,148 16,782 

伸
の

び率
りつ

（R5/R2）            127.6% 

※H26.4まではグループホーム（共 同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

）及
およ

びケアホーム（共 同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
かいご

）の合計
ごうけい

です。 

 

(4) 工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）の状 況
じょうきょう

 

令和
れいわ

３年度
ね ん ど

（2021年度
ね ん ど

）における道内
どうない

の事業所
じぎょうしょ

（就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

1,260か所
しょ

）における月額
げつがく

一人
ひとり

当
あ

たり平均
へいきん

工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）は、29,661円
えん

となっており、このうち、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所
じぎょうしょ

（1,021か所
しょ

）

では、19,523円
えん

となっており、障
しょう

がいのある人
ひと

が、生
い

きがいを持
も

ち安心
あんしん

して地域
ちいき

で暮
く

らせるようになる

ためには、工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）向 上
こうじょう

に向
む

けた更
さら

なる取組
とりくみ

が求
もと

められています。 
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《工賃
こうちん

とは》 

生産
せいさん

活動
かつどう

に係
かか

る事業
じぎょう

の収 入
しゅうにゅう

から生産
せいさん

活動
かつどう

に係
かか

る事業
じぎょう

に必要
ひつよう

な経費
け い ひ

を控除
こうじょ

した額
がく

に相当
そうとう

する金額
きんがく

を工賃
こうちん

として施設
し せ つ

や事業所
じぎょうしょ

等
とう

の利用者
りようしゃ

に支払
し は ら

うこととされています。（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

に基
もと

づく

指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの事業
じぎょう

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せ つ び

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

する基準
きじゅん

等
とう

） 

《賃金
ちんぎん

とは》 

賃金
ちんぎん

、給 料
きゅうりょう

、手当
て あ て

、賞与
しょうよ

その他
た

名称
めいしょう

を問
と

わず、労働
ろうどう

の対償
たいしょう

として使用者
しようしゃ

が労働
ろうどう

者
しゃ

に支払
し は ら

うすべ

てのものをいいます。（労働
ろうどう

基準
きじゅん

法
ほう

） 

 

【令和
れいわ

３年度
ね ん ど

（2021年度
ね ん ど

）工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）実績
じっせき

】 

施設種別
しせつしゅべつ

 施
し

設
せつ

数
す う

 (か所
し ょ

) 定
てい

員
いん

(人
にん

) 
工
こう

賃
ちん

支
し

払
はらい

 

対
たい

象
しょう

者
しゃ

延
のべ

人
にん

数
ずう

 

工
こ う

賃
ちん

支
し

払
はらい

総
そ う

額
が く

(円
えん

) 

平
へい

均
きん

工
こ う

賃
ちん

/月
つき

(円
えん

) 

就労継続支援 A型事業所
しゅうろうけいぞくしえん がたじぎょうしょ

 239 4,550 50,432 3,922,064,513 77,769 

就労継続支援 B型事業所
しゅうろうけいぞくしえん がたじぎょうしょ

 1,021 21,636 239,317 4,672,172,924 19,523 

合
ごう

  計
けい

 1,260 26,186 289,749 8,594,237,437 29,661 

 

《賃金
ちんぎん

と工賃
こうちん

について》 

「賃金
ちんぎん

」と「工賃
こうちん

」は、ともに仕事
し ご と

・作業
さぎょう

の対価
た い か

として支払
し は ら

われるものですが、この計画
けいかく

におい

ては、雇用
こ よ う

関係
かんけい

において、企業
きぎょう

、福祉
ふ く し

工場
こうじょう

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業所
じぎょうしょ

等
とう

と雇用
こ よ う

契約
けいやく

を締結
ていけつ

する

場合
ば あ い

には「賃金
ちんぎん

」、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所
じぎょうしょ

、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター・小規模
しょうきぼ

事業所
じぎょうしょ

と利用
り よ う

契約
けいやく

を締結
ていけつ

する場合
ば あ い

には「工賃
こうちん

」としています。 

 

【施設
し せ つ

種別
しゅべつ

ごとの工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）実績
じっせき

の推移
す い い

】 

 
 

 

  

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

A型
がた

事業所
じぎょうしょ

平成
へいせい

29(2017年度
ねんど

) 令和
れいわ

３(2021年度
ねんど

)

施設数
しせつすう

216 227 224 222 239

１月
つき

あたり賃金
ちんぎん

（円
えん

） 70,061 72,906 74,524 76,881 77,769

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

B型
がた

事業所
じぎょうしょ

令和
れいわ

３(2021年度
ねんど

)

施設数
しせつすう

800 852 901 938 1,021

１月
つき

あたり工賃
こうちん

（円
えん

） 18,810 18,966 19,078 19,202 19,523

１時間
じかん

あたり工賃
こうちん

（円
えん

） 256 256 262 273 284

平成
へいせい

29(2017年度
ねんど

) 平成
へいせい

30(2018年度
ねんど

) 令和
れいわ

元
がん

(2019年度
ねんど

) 令和
れいわ

２(2020年度
ねんど

)

平成
へいせい

30(2018年度
ねんど

) 令和
れいわ

元
がん

(2019年度
ねんど

) 令和
れいわ

２(2020年度
ねんど

)
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【工賃
こうちん

支払
し は ら

対象
たいしょう

者延
しゃのべ

人数
にんずう

及
およ

び工賃
こうちん

支払
し は ら

総額
そうがく

の推移
す い い

】 

 

※工賃
こうちん

実績
じっせき

調査
ちょうさ

（厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

調査
ちょうさ

） 

 

(5) 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

状 況
じょうきょう

 

令和
れいわ

３年度
ね ん ど

（2021年度
ね ん ど

）における道内
どうない

の就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

者数
しゃすう

は 1,043人
にん

となっ

ており、平成
へいせい

17年度
ね ん ど

（2005年度
ね ん ど

）実績
じっせき

（105人
にん

）と比較
ひ か く

し、9.9倍
ばい

の増加
ぞ う か

となっています。 

また、法定
ほうてい

雇用
こ よ う

率
りつ

が適用
てきよう

される道内
どうない

の民間
みんかん

企業
きぎょう

（3,889社
しゃ

）の障
しょう

がいのある人
ひと

の実
じつ

雇用
こ よ う

率
りつ

は 2.37％であ

り、全国
ぜんこく

平均
へいきん

(2.20％)を上回
うわまわ

っていますが、法定
ほうてい

雇用
こ よ う

率
りつ

を達成
たっせい

している企業
きぎょう

の割合
わりあい

は 50.1％（1,950社
しゃ

）

にとどまっているほか、障
しょう

がいのある人
ひと

を一人
ひ と り

も雇用
こ よ う

していない企業
きぎょう

は 31.0％（1,206社
しゃ

）と全国
ぜんこく

平均
へいきん

（30.5％）より高
たか

い水準
すいじゅん

にあります。（令和
れいわ

３年
ねん

（2021年
ねん

）６月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

）。 

障
しょう

がいのある人
ひと

一人
ひ と り

ひとりの意欲
い よ く

や障
しょう

がい特性
とくせい

等
とう

に応
おう

じて、安心
あんしん

して一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に取
と

り組
く

むことがで

きるよう、企業
きぎょう

等
とう

と連携
れんけい

・協働
きょうどう

した就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があります。 

 

【就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

者数
しゃすう

】 

 

※福祉
ふくし

施設
しせつ

等
とう

利用者
りようしゃ

の一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

等
とう

に関
かん

する実態
じったい

調査
ちょうさ

（道
どう

調査
ちょうさ

） 

 

【障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の義務
ぎ む

がある民間
みんかん

企業
きぎょう

の実
じつ

雇用
こ よ う

率
りつ

等
とう

（令和
れいわ

３年
ねん

（2021年
ねん

）６月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

）】 

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

 実
じつ

雇用率
こようりつ

 法定
ほうてい

雇用
こ よ う

率
りつ

達成
たっせい

割合
わりあい

 法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

達成
たっせい

企業数
きぎょうすう

 

2.3％ 2.37％ 50.1％ 1,950 

※令和
れいわ

３年
ねん

（2021年
ねん

）障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

状 況
じょうきょう

の集 計
しゅうけい

結果
けっか

（厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

北海道
ほっかいどう

労働
ろうどう

局
きょく

） 

 

《障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

率
りつ

制度
せ い ど

について》 

すべての事業主
じぎょうぬし

は、「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」に基づき、法定
ほうてい

雇用
こ よ う

率
りつ

以上
いじょう

の割合
わりあい

で障
しょう

が

いのある人
ひと

を雇用
こ よ う

する義務
ぎ む

があります。 

法定
ほうてい

雇用
こ よ う

率
りつ

は、令和
れいわ

３年
 ねん

３月
 がつ

から、民間
みんかん

企業
きぎょう

2.3％、地方
ちほう

自治体
じ ち た い

2.6％、都道府県
とどうふけん

等
とう

の教育
きょういく

委員会
いいんかい

2.5％

平成
へいせい

29年度
ねんど

(2017年度
ねんど

)

平成
へいせい

30年度
ねんど

(2018年度
ねんど

)

令和
れいわ

元
がん

年度
ねんど

(2019年度
ねんど

)

令和
れいわ

２年度
ねんど

(2020年度
ねんど

)

令和
れいわ

３年度
ねんど

(2021年度
ねんど

)

工賃支払
こうちんしはら

対象者
たいしょうしゃ

延
のべ

人数
にんずうにん

(人)

192,623 206,562 222,293 225,185 239,317

工賃支払総額(円)
こうちんしはらいそうがく えん

3,623,222,775 3,917,733,468 4,241,094,530 4,323,969,276 4,672,172,924

種別
平成
へいせい

29年度
ねんど

(2017年度
ねんど

)

平成
へいせい

30年度
ねんど

(2018年度
ねんど

)

令和
れいわ

元年
がんねん

度
ど

(2018年度)
　　　　　ねんど

令和
れいわ

２年度
ねんど

(2020年度
ねんど

)

令和
れいわ

３年度
ねんど

(2021年度
ねんど

)

就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

575 638 652 501 591

就労
しゅうろう

以降
いこう

施設
しせつ

(養成
ようせい

施設
しせつ

) 0 0 0 0 0

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

(A型
がた

) 167 174 189 114 185

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

(B型
がた

) 226 299 272 245 267

合計
ごうけい

968 1,111 1,113 860 1,043
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ですが、令和
れいわ

６年
ねん

（2024年
ねん

）４月
がつ

から、民間
みんかん

企業
きぎょう

では 2.5％、令和
れいわ

８年
ねん

（2026年
ねん

）４月
がつ

から 2.7％と段階的
だんかいてき

に引
ひ

き上
あ

げられます。同様
どうよう

に、国
くに

及
およ

び地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

についても段階的
だんかいてき

に引き上
ひ  あ

げられ、令和
れいわ

８年度
ねんど

から 3.0％（教育
きょういく

委員会
いいんかい

は 2.9％）となります。また、それに伴
ともな

い、障
しょう

がいのある人
ひと

を雇用
こ よ う

しなけれ

ばならない事業主
じぎょうぬし

の範囲
は ん い

が、従業員
じゅうぎょういん

43.5人以上
にんいじょう

から 40.0人以上
にんいじょう

へ、令和
れいわ

８年
ねん

（2026年
ねん

）４月
がつ

から 37.5

人
にん

以上
いじょう

へと拡大
かくだい

されます。 

 

(6) 地域生活
ちいきせいかつ

移行
い こ う

状 況
じょうきょう

 

令和
れ い わ

４年
ねん

（2022年
ねん

）４月
がつ

１日
にち

から令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）３月
がつ

31日
にち

までの地域生活
ちいきせいかつ

移行
い こ う

者数
しゃすう

は、79人
にん

となっ

ています。  

また、地域生活
ちいきせいかつ

移行
い こ う

先
さき

としては、グループホーム（共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

）がもっとも多
おお

く 59人
にん

(74.6％)とな

っています。 

 

【退所者
たいしょしゃ

の状 況
じょうきょう

】                                  （単位
たんい

：人
にん

） 

 
 

【地域生活
ちいきせいかつ

移行
い こ う

の内訳
うちわけ

】                               （単位
たんい

：人
にん

） 

 
※H26.4まではグループホーム（共同

きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

）及
およ

びケアホーム（共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
か い ご

）の合計
ごうけい

です。 

 

(7) 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

卒業生
そつぎょうせい

の進路
し ん ろ

状 況
じょうきょう

 

道内
どうない

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）３月
がつ

における高等部
こうとうぶ

卒業者
そつぎょうしゃ

1,152人
にん

のうち、就 職
しゅうしょく

は 417人
にん

で全体
ぜんたい

の 36.2％、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用
り よ う

は 627人
にん

で全体
ぜんたい

の 54.4％となっています。 

期
き

　　　間
かん

地域生活移行
ちいきせいかついこう

（※） 入所施設
にゅうしょしせつ

（障
しょう

がい） 他入所施設
たにゅうしょしせつ

（老人
ろうじん

） 地域移行型
ちいきいこうがた

ホーム 病院
びょういん

その他
た

計
けい

H27.4.1～H28.3.31 99 54 15 1 90 160 419

H28.4.1～H29.3.31 88 32 10 2 96 166 394

H29.4.1～H30.3.31 88 41 24 1 92 179 425

H30.4.1～H31.3.31 58 48 20 0 102 215 443

H31.4.1～R02.3.31 88 46 19 2 100 185 440

R02.4.1～R03.3.31 100 49 18 1 106 150 424

R03.4.1～R04.3.31 56 34 22 0 102 174 388

R04.4.1～R05.3.31 79 111 35 0 101 205 531

【参考
さんこう

】

H17.10.1～H27.3.31 2,997 1,070 202 17 853 1,427 6,566

※道外
どうがい

利用者
りようしゃ

含
ふく

む

期
き

　　　間
かん

グループホーム（※） 福祉
ふくし

ホーム 一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

公営
こうえい

住宅
じゅうたく

家庭
かてい

復帰
ふっき

その他
た

計
けい

H27.4.1～H28.3.31 62 1 3 1 28 4 99

H28.4.1～H29.3.31 63 0 0 0 19 6 88

H29.4.1～H30.3.31 62 4 5 0 16 1 88

H30.4.1～H31.3.31 25 1 4 0 26 2 58

H31.4.1～R02.3.31 57 0 6 0 25 0 88

R02.4.1～R03.3.31 74 0 4 0 21 1 100

R03.4.1～R04.3.31 37 0 5 0 14 0 56

R04.4.1～R05.3.31 59 0 2 0 16 2 79

【参考
さんこう

】

H17.10.1～H27.3.31 2,121 33 150 30 584 79 2,997



19 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

を卒業
そつぎょう

した人
ひと

が、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で生活
せいかつ

することができるよう、在学中
ざいがくちゅう

の就 職
しゅうしょく

支援
し え ん

の強化
きょうか

や地域
ち い き

のサービス基盤
き ば ん

を整備
せ い び

していく必要
ひつよう

があります。 

 

【特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

卒業生
そつぎょうせい

の進路
し ん ろ

状 況
じょうきょう

】                         （単位
たんい

：人
にん

） 

 
 

(8) 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

の状 況
じょうきょう

 

発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、平成
へいせい

28年
ねん

（2016年
ねん

）８月
がつ

に発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

法
ほう

が全般
ぜんぱん

に

わたって改正
かいせい

され、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が相互
そ う ご

に連携
れんけい

し、一人
ひ と り

ひとりの発達障
はったつしょう

がい

のある人
ひと

に切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を実施
じ っ し

することが目的
もくてき

に追加
つ い か

され、きめ細
こま

やかな支援
し え ん

を推進
すいしん

することとさ

れました。 

道
どう

では、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

）センターを設置
せ っ ち

し、地域
ち い き

で発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

の支援
し え ん

を

行
おこな

う市町村
しちょうそん

及び
およ  

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

への助言
じょげん

や人材育成
じんざいいくせい

を行
おこな

い支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るほか、フォーラ

ムを開催
かいさい

するなど発達障
はったつしょう

がいの理解
り か い

促進
そくしん

に関
かん

する取
とり

組
くみ

を進
すす

めています。 

また、北海道
ほっかいどう

教育
きょういく

庁
ちょう

と共同
きょうどう

し、発達障
はったつしょう

がいを含
ふく

む特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

支援
しえん

を必要
ひつよう

とする幼児
ようじ

及
およ

び児童
じどう

生徒
せいと

に対
たい

し、切
き

れ目
め

のない支援
しえん

が受
う

けられる体制
たいせい

を整備
せいび

するため、福祉
ふくし

と教育
きょういく

の連携
れんけい

強化
きょうか

に関
かん

する

取組
とりくみ

を進
すす

めています。 

 

(9) 障
しょう

がい児
じ

に対
たい

する支援
し え ん

の状 況
じょうきょう

 

令和
れいわ

４年
ねん

（2022年
ねん

）６月
がつ

の児童
じ ど う

福祉
ふ く し

法
ほう

の改正
かいせい

に伴
ともな

い、児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

センターが地域
ちいき

における障
しょう

がい

支援
しえん

の中核的
ちゅうかくてき

役割
やくわり

を担
にな

うことが明確化
めいかくか

され、道
どう

では、児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

センターや市町村
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

センターの設置
せっち

を促進
そくしん

し、道内
どうない

各地
かくち

への支援
しえん

を進めて
すす   

います。 

また、令和
れいわ

３年
ねん

（2021年
ねん

）９月
がつ

に医療的
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

が施行
しこう

され、

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

し、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

が明
あき

らかにされました。 

道
どう

では、令和
れいわ

４年
ねん

６月
がつ

、北海道
ほっかいどう

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援
しえん

センターを設置
せっち

し、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

つご家族
かぞく

や関係
かんけい

機関
きかん

からの相談
そうだん

に対応
たいおう

するほか、地域
ちいき

において寄
よ

せられる相談
そうだん

を総合的
そうごうてき

に調整
ちょうせい

する

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーターを養成
ようせい

するなど、支援
しえん

を行
おこな

っています。 

さらに、国
くに

において「難聴児
なんちょうじ

の早期
そうき

発見
はっけん

・早期
そうき

療育
りょういく

推進
すいしん

のための基本
きほん

方針
ほうしん

」（令和
れいわ

４年
ねん

(2022年
ねん

)２月
がつ

）

に、難聴児
なんちょうじ

支援
しえん

の基本的
きほんてき

考
かんが

え方
かた

が示
しめ

されており、道
どう

では、令和
れいわ

３年
ねん

３月
がつ

に、「お子
こ

さんの「きこえ」の

手引
て び

き」を作成
さくせい

し、早期
そうき

発見
はっけん

から早期
そうき

療育
りょういく

を促進
そくしん

しています。 

このような取組
とりくみ

を通
つう

じ、道
どう

としては、子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

法
ほう

の「子
こ

ども・子育
こそだ

て支援
しえん

給付
きゅうふ

その他
た

の子
こ

学校
がっこう

進路
しんろ

視覚
しかく

聴覚
ちょうかく

14 16 1,052 66 4 1,152 9 3

1 5 402 9 0 417 7 1

専攻科
せんこうか

等
とう

3 3 0 0 0 6 1 0

大学
だいがく

等
など

2 5 0 3 0 10 0 2

教育
きょういく

訓練
くんれん

機関
きかん

等
とう

0 2 20 3 0 25 1 0

小計
しょうけい

5 10 20 6 0 41 0 0

福祉
ふくし

施設
しせつ

利用
りよう

8 1 570 46 2 627 0 0

その他
た

（入院
にゅういん

、自宅療養
じたくりょうよう

等
　とう

） 0 0 60 5 2 67 0 0

病弱
びょうじゃく

計
けい

高
等
部

こ

う

と

う

ぶ

専攻科
せんこうか

進学
しんがく

卒業生
そつぎょうせい

就職
しゅうしょく

視覚
しかく

障
しょう

がい 聴覚
ちょうかく

障
しょう

がい 知的
ちてき

障
しょう

がい 肢体
したい

不自由
ふじゆう
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ども・子育
こそだ

て支援
しえん

の内容
ないよう

及
およ

び水 準
すいじゅん

は、すべての子
こ

どもが健
すこ

やかに成長
せいちょう

するように支援
し え ん

するものであっ

て、良質
りょうしつ

かつ適切
てきせつ

なものでなければならない」との基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基
もと

づき、家庭
か て い

、学校
がっこう

、地域
ち い き

、職域
しょくいき

その他
た

の社会
しゃかい

のあらゆる分野
ぶ ん や

における全
すべ

ての構成員
こうせいいん

が各々
おのおの

の役割
やくわり

を果
は

たすとともに、相互
そ う ご

に協 力
きょうりょく

を図
はか

り、障
しょう

がいのある子
こ

どもとその家族
か ぞ く

に対
たい

し、乳幼児期
にゅうようじき

から学校
がっこう

卒業
そつぎょう

後
ご

まで一貫
いっかん

した効果的
こうかてき

な支援
し え ん

を身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で提供
ていきょう

する体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めています。 
 

(10) 在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

に対
たい

する支援
し え ん

の状 況
じょうきょう

 

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障
しょう

がいや在宅
ざいたく

で暮
く

らす重度障
じゅうどしょう

がいのある人
ひと

が、地域
ち い き

で生活
せいかつ

するための必要
ひつよう

なサービス基盤
き ば ん

を整備
せ い び

し、その家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

する取
とり

組
くみ

を進
すす

めています。 

 

(11) 北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

介護
か い ご

給付
きゅうふ

費等
ひ と う

不服審査会等
ふふくしんさかいとう

の状 況
じょうきょう

（令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

障
しょう

がいのある人
ひと

又
また

は障
しょう

がいのある子
こ

どもの保護者
ほ ご し ゃ

は、市町村
しちょうそん

が決定
けってい

した障害
しょうがい

支援
し え ん

（程度
て い ど

）区分
くぶん

認定
にんてい

や支給決定
しきゅうけってい

などについて不服
ふ ふ く

がある場合
ば あ い

に、都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

に対
たい

して審査請求
しんさせいきゅう

をすることができます。 

道
どう

では平成
へいせい

18年
ねん

（2006年
ねん

）４月
がつ

に北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

介護
か い ご

給付
きゅうふ

費等
ひ と う

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

、平成
へいせい

24年
ねん

（2012年
ねん

）４月
がつ

に

障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

給付
きゅうふ

費等
ひ と う

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

を設置
せ っ ち

し、審査請求
しんさせいきゅう

があった事件
じ け ん

について審議
し ん ぎ

を行
おこな

っています。 

北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

介護
か い ご

給付
きゅうふ

費等
ひ と う

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

には、平成
へいせい

18年
ねん

（2006年
ねん

）の新
しん

制度
せ い ど

施行
し こ う

以降
い こ う

、137件
けん

の審査請求
しんさせいきゅう

があり、うち 102件
けん

が障害
しょうがい

支援
し え ん

（程度
て い ど

）区分
く ぶ ん

の認定
にんてい

に関
かん

するもの、33件
けん

が支給決定
しきゅうけってい

等
とう

に関
かん

するものとなっ

ています。 

なお、障害
しょうがい

児通所
じつうしょ

給付
きゅうふ

費等
ひ と う

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

への審査請求
しんさせいきゅう

はありません。 

 

【障害者
しょうがいしゃ

介護
か い ご

給付
きゅうふ

費等
ひ と う

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

審議
し ん ぎ

内訳
うちわけ

】 

採決
さいけつ

内容
ないよう

 件数
けんすう

 請 求
せいきゅう

内容
ないよう

 件数
けんすう

 

認容
にんよう

 49件
けん

 障 害
しょうがい

支援
しえん

（程度
ていど

）区分
くぶん

関連
かんれん

 102件
けん

 

棄却
ききゃく

 56件
けん

 支給
しきゅう

決定
けってい

又
また

は支給
しきゅう

内容
ないよう

に関
かん

するも

の 

33件
けん

 

取
とり

下
さげ

 28件
けん

 その他
た

 2件
けん

 

却下
きゃっか

 4件
けん

 

  

計
けい

 137件
けん

 計
けい

 137件
けん

 

※ 障害
しょうがい

支援
し え ん

（程度
て い ど

）区分
く ぶ ん

関連
かんれん

 

障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

(平成
へいせい

18年
ねん

（2006年
ねん

）４月
がつ

～平成
へいせい

26年
ねん

（2014年
ねん

）３月
がつ

)及
およ

び障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

（平成
へいせい

26年
ねん

（2014年
ねん

）４月
がつ

～）に関連
かんれん

す

る請求
せいきゅう

 

 

３  主
おも

なサービス提供
ていきょう

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

状 況
じょうきょう

  

(1) 基盤
き ば ん

整備
せ い び

の状 況
じょうきょう

（令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）3月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

） 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の定員
ていいん

数
すう

は、令和
れ い わ

２年
ねん

（2020年
ねん

）と令和
れ い わ

５年
ねん

（2023年
ねん

）を比較
ひ か く

すると 169名
めい

（1.6％）

の減
げん

となっています。 
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【サービス提供
ていきょう

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

状 況
じょうきょう

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービスはそれぞれのサービス種別
しゅべつ

へ計上
けいじょう

している。 

 

(2) 人材
じんざい

養成
ようせい

の状 況
じょうきょう

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が各種
かくしゅ

サービス等
とう

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を有効
ゆうこう

に活用
かつよう

しながら生活
せいかつ

することができるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

する人
ひと

や居住系
きょじゅうけい

、日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス事業者
じぎょうしゃ

に配置
は い ち

が義務
ぎ む

付
づ

けられているサービス

管理責任者
かんりせきにんしゃ

を、また、利用者
りようしゃ

に適切
てきせつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

に定
さだ

める障害
しょうがい

支援
し え ん

区分認定
くぶんにんてい

関係
かんけい

者
しゃ

（認定
にんてい

調査
ちょうさ

員
いん

・審査会
しんさかい

委員
い い ん

・主治医
し ゅ じ い

）を養成
ようせい

するための研修等
けんしゅうとう

を行
おこな

っています。 

 

【研修
けんしゅう

修了者
しゅうりょうしゃ

の状 況
じょうきょう

】                              （単位
たんい

：人
にん

） 

 

 

 

 

 
  

平成
へいせい

27年度
ねんど

平成
へいせい

28年度
ねんど

平成
へいせい

29年度
ねんど

平成
へいせい

30年度
ねんど

令和元年度
れいわがんねんど

令和
れいわ

２年度
ねんど

令和
れいわ

３年度
ねんど

令和
れいわ

４年度
ねんど

相談支援従事者研修
そうだんしえんじゅうじしゃけんしゅう

417 383 335 351 213 124 177 186

サービス管理責任者研修
かんりせきにんしゃけんしゅう

834 1,038 1,306 1,367 1,006 839 1,061 1,256

障害支援区分認定調査員研修
しょうがいしえんくぶんにんていちょうさいんけんしゅう

450 369 362 365 313 326 282 315

市町村審査会委員研修
しちょうそんしんさかいいいんけんしゅう

96 59 90 59 68 47 67 41

主治医研修
しゅじいけんしゅう

587 374 387 228 385 167 361 329

施設
しせつ

数
すう

定員
ていいん

施設
しせつ

数
すう

定員
ていいん

施設
しせつ

数
すう

定員
ていいん

入所
にゅうしょ

施設
しせつ

204 10,508 201 10,339 ▲ 3 ▲ 169

生活
せいかつ

介護
かいご

560 18,574 637 20,681 77 2,107

自立
じりつ

訓練
くんれん

（機能
きのう

訓練
くんれん

） 17 267 15 290 ▲ 2 23

自立
じりつ

訓練
くんれん

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 75 885 64 747 ▲ 11 ▲ 138

就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

168 1,897 148 1,780 ▲ 20 ▲ 117

就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

（養成
ようせい

施設
しせつ

） 1 60 1 60 0 0

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

Ａ型
がた

237 4,407 258 4,699 21 292

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

Ｂ型
がた

973 19,818 1217 25,641 244 5,823

令和
れいわ

２年
ねん

(2020年
ねん

)３月
がつ

末
まつ

令和
れいわ

５年
ねん

(2023年
ねん

)３月
がつ

末
まつ

増減
ぞうげん
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第
だ い

３ 計画
け い か く

推進
す い し ん

のための基本的
き ほ ん て き

事項
じ こ う

 
【計画

けいかく

の体系
たいけい

】 

 

 

 

《推進
すいしん

項目
こうもく

》                 《推進
すいしん

施策
し さ く

》 

Ⅰ 北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

の施策
し さ く

の推進
すいしん

 

１ 権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

 

 

 (1) 権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

・虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

 

(2) 意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の推進
すいしん

 

(3) 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

等
とう

の活用
かつよう

促進
そくしん

 

(4) 理解
りかい

の促進
そくしん

 

(5) 地域
ちいき

福祉
ふくし

活動
かつどう

の推進
すいしん

  

   

２ 障
しょう

がいのある人
ひと

が暮
く

らしやすい地域
ちいき

づ

くり 

 (1) 地域
ち い き

づくり委員会
いいんかい

等
とう

の取組
とりくみ

 

   

３ 就労
しゅうろう

支援
しえん

施策
しさく

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

  (1) 道民
どうみん

、企業
きぎょう

、行政
ぎょうせい

等
とう

が一体
いったい

となった応
おう

援
えん

体
たい

制
せい

づくり 

(2) 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の推進
すいしん

 

(3) 多様
たよう

な就労
しゅうろう

の機会
きかい

の確保
かくほ

 

(4) 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の底上
そこあ

げ 

 

Ⅱ 地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

  

４ 相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

・地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

  (1) 生活
せいかつ

支援
しえん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

(2) 相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

・地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

(3) 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス・地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

 

(4) 生活
せいかつ

安定
あんてい

施策
しさく

の推進
すいしん

 

(5) 福祉
ふくし

サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の指定
してい

、指導
しどう

監査
かんさ

の実施
じっし

 

   

５ サービス提 供
ていきょう

基盤
きばん

の整備
せいび

  (1) 住
す

まいの基盤
きばん

整備
せいび

の充実
じゅうじつ

 

(2) 日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービスの充実
じゅうじつ

 

(3) 地域
ちいき

生活
せいかつ

を支
ささ

えるサービス基盤
きばん

の充実
じゅうじつ

 

(4) 共生型
きょうせいがた

地域
ちいき

福祉
ふくし

拠点
きょてん

の取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

(5) 地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の縮 小
しゅくしょう

 

(6) 施設
しせつ

による支援
しえん

 

   

６ 保健
ほけん

福祉
ふくし

・医療
いりょう

施策
しさく

の充 実
じゅうじつ

  (1) 適切
てきせつ

な保健
ほけん

・医療
いりょう

施策
しさく

の充実
じゅうじつ

 

(2) 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よぼう

・治療
ちりょう

 

(3) 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

や難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の方
かた

など

障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

希望
き ぼ う

するすべての障
しょう

がい者
し ゃ

が安心
あ ん し ん

して地域
ち い き

で暮
く

らせる社会
し ゃ か い

の実現
じ つ げ ん
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(4) 精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステ

ムの構築
こうちく

 

   

７ 多様
たよう

な人材
じんざい

の確保
かくほ

・定 着
ていちゃく

・養成
ようせい

及
およ

び

サービスの質
しつ

の向 上
こうじょう

 

 (1) 人材
じんざい

の確保
かくほ

・定着
ていちゃく

・養成
ようせい

 

(2) サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

 

 

Ⅲ 自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

 

  

８ 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

  (1) 障
しょう

がいのある子
こ

どもに対する
たい    

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

(2) 学校
がっこう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

(3) 医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする子
こ

どもや難聴児
なんちょうじ

への

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

   

９ 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

や在宅
ざいたく

の障
しょう

がい

のある人
ひと

等
とう

への支援
しえん

 

 (1) 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

(2) 在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

への支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

   

10 自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

・取組
とりくみ

定 着
ていちゃく

  (1) 社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

 

(2) スポーツ・文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の振興
しんこう

 

(3) 読書
どくしょ

バリアフリーの推進
すいしん

 

(4) 生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

機会
きかい

の充実
じゅうじつ

 

 

Ⅳ バリアフリー社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

  

11  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
げん

語
ご

条例
じょうれい

の施策
しさく

の推進
すいしん

 

 (1) 情報
じょうほう

通信
つうしん

における情報
じょうほう

アクセシビリティの

向上
こうじょう

 

(2) 意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

(3) 言語
げんご

としての手話
しゅわ

の理解
りかい

促進
そくしん

等
とう

 

   

12 安全
あんぜん

確保
かくほ

に備
そな

えた地域
ちいき

づくりの推進
すいしん

  (1) 住
す

まい・まちづくりの推進
すいしん

 

(2) 移動
いどう

・交通
こうつう

のバリアフリーの促進
そくしん

 

(3) 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん
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１ 計画
けいかく

推進
すいしん

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

Ⅰ 北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

の施策
し さ く

の推進
すいしん

 

(1) 権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

 

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

及び障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

や北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に則
そく

して、障
しょう

がいのある人
ひと

への差別
さべつ

を禁止
きんし

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の暮らしづらさ
く      

を解消
かいしょう

するとともに、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
けんり

を最大限
さいだいげん

に尊重
そんちょう

することなどについての理解
りかい

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

(2) 障
しょう

がいのある人
ひと

が暮
く

らしやすい地域
ちいき

づくり 

障
しょう

がいがある人が、住み慣れた地域
ち い き

で安心
あんしん

してで暮
く

らすことができる社会
しゃかい

づくりのため、障
しょう

がい

福祉圏域
ふくしけんいき

に設置
せっち

した地域
ちいき

づくり委員会
いいんかい

において、地域
ちいき

の課題
かだい

等
とう

を進
すす

めます。 

 

(3) 就労
しゅうろう

支援
しえん

施策
しさく

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

障
しょう

がいがあっても、地域
ちいき

において、いきいきと働
はたら

くことができるよう、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で応援
おうえん

する機運
きうん

の

醸成
じょうせい

を図りながら
はか       

、企業
きぎょう

等
とう

と連携
れんけい

・協 働
きょうどう

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の意欲
いよく

や特性
とくせい

に応じた
おう    

、就労
しゅうろう

機会
きかい

の

拡大
かくだい

と工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）水 準
すいじゅん

の向 上
こうじょう

や職場
しょくば

定着
ていちゃく

を促進
そくしん

します。 

 

Ⅱ 地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

(4) 相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

・地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

の意向
いこう

を把握
はあく

し、受入
うけいれ

地域
ちいき

と施設
しせつ

との連携
れんけい

や地域
ちいき

生活
せいかつ

移行後
い こ う ご

のフォローについて関係者
かんけいしゃ

との連携
れんけい

を図
はか

り、退所
たいしょ

を希望
きぼう

される方々
かたがた

の地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

促進
そくしん

を図
はか

るほか、道
どう

と市町村
しちょうそん

の役割
やくわり

分担
ぶんたん

による相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

や、障
しょう

がいのある人
ひと

が生きがい
い    

を持
も

って生活
せいかつ

できるよう社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

に

努める
つと    

とともに、乳幼児期
にゅうようじき

や学齢期
がくれいき

、青
せい

年期
ねんき

、壮年期
そうねんき

、高齢期
こうれいき

といったライフサイクルを通
つう

じた一貫
いっかん

し

た支援
しえん

ができるよう関係
かんけい

機関
きかん

等
とう

の連携
れんけい

による取組
とりくみ

や在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

する 障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こうれいか

や

重度化
じゅうどか

、さらには介護者
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

においても、地域
ちいき

での生活
せいかつ

が継続
けいぞく

できる体制
たいせい

整備
せいび

を促進
そくしん

します。 

また、障
しょう

がいのある人
ひと

が適切
てきせつ

な意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

のもとで自
みずか

らの決定
けってい

に基
もと

づき、身近
みぢか

な地域
ちいき

で日常
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

むことのできる体制
たいせい

を整備
せいび

し、在宅
ざいたく

サービスの量的
りょうてき

・質的
しつてき

充実
じゅうじつ

を図り
はか  

、施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

を推進
すいしん

します。 

さらに、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

で適切
てきせつ

な良質
りょうしつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう、指定
してい

の際
さい

に厳正
げんせい

な審査
しんさ

を実施
じっし

し、指定後
し て い ご

においても利用者
りようしゃ

の人権
じんけん

擁護
ようご

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

、意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

のための体制
たいせい

整備
せいび

等
とう

、

適正
てきせい

な事業
じぎょう

運営
うんえい

が行われる
おこな     

よう指導
しどう

に努めます
つと     

。 

 

(5) サービス提 供
ていきょう

基盤
きばん

の整備
せいび

 

市町村
しちょうそん

や事業所
じぎょうしょ

への助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

い、圏域
けんいき

ごとにサービスの整備量
せいびりょう

を調整
ちょうせい

しながら、地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

に配慮
はいりょ

した計画的
けいかくてき

な基盤
きばん

整備
せいび

を行
おこな

い、地域間
ちいきかん

格差
かくさ

の縮 小
しゅくしょう

に努めます
つと     

。 

また、広域
こういき

・分散
ぶんさん

である北海道
ほっかいどう

の地域
ちいき

特性
とくせい

を踏まえ
ふ   

、より身近
みぢか

な地域
ちいき

で障
しょう

がいのある人
ひと

を支援
しえん

する

資源
しげん

を確保
かくほ

するため、障
しょう

がい者
しゃ

施策
しさく

と高齢者
こうれいしゃ

施策
しさく

など他
ほか

の福祉
ふくし

施策
しさく

と連携
れんけい

した共生型
きょうせいがた

事業
じぎょう

等
とう

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

 

(6) 保健
ほけん

福祉
ふくし

・医療
いりょう

施策
しさく

の充 実
じゅうじつ
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障
しょう

がいのある人
ひと

が身近
みぢか

な地域
ちいき

において、保健
ほけん

サービス、医療
いりょう

、リハビリテーション等
とう

を受ける
う   

ことが

出来
で き

るよう提 供
ていきょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よぼう

、早期
そうき

発見
はっけん

、治療
ちりょう

の

推進
すいしん

を図ります
はか     

。 

また、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

が、地域
ちいき

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じぶん

らしい暮
く

らしをすることができるよ

う、精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

や、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

に対し
たい  

必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

うことにより、地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

と定着
ていちゃく

を促進
そくしん

するとともに、難病
なんびょう

に関する
かん   

施策
しさく

を推進
すいしん

します。 

  

(7) 多様
たよう

な人材
じんざい

の確保
かくほ

・定 着
ていちゃく

・養成
ようせい

及
およ

びサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

 

サービスの提 供
ていきょう

に直 接
ちょくせつ

必要
ひつよう

な障
しょう

がい福祉
ふくし

・医療
いりょう

を支
ささ

える人材
じんざい

の確保
かくほ

・定着
ていちゃく

に努
つと

めるとともに、

サービスの利用
りよう

相談
そうだん

や計画
けいかく

策定
さくてい

を担
にな

う相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

やサービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

等
とう

の養成
ようせい

を行
おこな

います。 

また、適切
てきせつ

で良 質
りょうしつ

なサービスが提 供
ていきょう

されるよう、現場
げんば

のニーズに即
そく

した研修
けんしゅう

などを通
つう

じ相談
そうだん

支
し

援
えん

及
およ

び障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

の質
しつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

Ⅲ 自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

 

(8) 障
しょう

がい児
じ

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある子
こ

どもに対する
たい   

相談
そうだん

支援
しえん

・通所
つうしょ

支援
しえん

・入所
にゅうしょ

支援
しえん

等
とう

のサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せいび

や重層的
じゅうそうてき

な地域
ちいき

支援
しえん

体制
たいせい

の構築
こうちく

、地域
ちいき

社会
しゃかい

への参加
さんか

・包容
ほうよう

を推進
すいしん

し、子
こ

どもと家族
かぞく

へより一層
いっそう

の支援
しえん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、障
しょう

がいのある子
こ

どもの発達
はったつ

を支援
しえん

するため、早期
そうき

発見
はっけん

から早期
そうき

療育
りょういく

、さらには学齢期
がくれいき

への円滑
えんかつ

な移行
いこう

や学校
がっこう

教育
きょういく

におけるインクルーシブ教育
きょういく

システムの推進
すいしん

など

に加
くわ

え、児童
じどう

が 18歳
さい

以降
いこう

、環 境
かんきょう

を円滑
えんかつ

に移行
いこう

できるための体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

ります。 

また、医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする子
こ

どもや難聴児
なんちょうじ

への支援
しえん

の充実
じゅうじつ

など、心身
しんしん

の発達
はったつ

の段階
だんかい

や年齢
ねんれい

に応
おう

じた支援
しえん

に地域
ちいき

で一貫
いっかん

して取
と

り組む
く  

ことができるよう、体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、身近
みぢか

な地域
ちいき

におい

て、専門的
せんもんてき

な療 育
りょういく

や教 育
きょういく

を受けられる
う     

体制
たいせい

の整備
せいび

を促進
そくしん

します。 

  

(9) 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

や在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

への支援
しえん

 

発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

やその家族
かぞく

への支援
しえん

が推進
すいしん

され、また、重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がいや在宅
ざいたく

の障
しょう

がいの

ある人
ひと

等
とう

が身近
みぢか

な地域
ちいき

において必要
ひつよう

な支援
しえん

が提供
ていきょう

されるよう、関係
かんけい

機関
きかん

が連携
れんけい

を図り
はか  

、地域
ちいき

の支援
しえん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

(10) 自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

・取組
とりくみ

定 着
ていちゃく

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が自
みずか

らの選択
せんたく

と決定
けってい

により、参加
さんか

することのできる様々
さまざま

な活動
かつどう

の機会
きかい

を増やす
ふ   

と

ともに、障
しょう

がい者
しゃ

が社会
しゃかい

参加
さんか

の主体
しゅたい

として生
い

きがいをもって生活
せいかつ

できるよう、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ばめん

で

のアクセシビリティの向 上
こうじょう

をはじめとする環境
かんきょう

整備
せいび

を促進
そくしん

します。 

さらに、障
しょう

がいのある人
ひと

と地域
ちいき

住 民
じゅうみん

等
とう

が交流
こうりゅう

する場
ば

の整備
せいび

、コミュニケーション手段
しゅだん

の確保
かくほ

、移動
いどう

に関する
かん    

支援
しえん

の利用
りよう

促進
そくしん

などに努
つと

めます。 

 

Ⅳ バリアフリー社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

(11) 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

の施策
しさく

の推進
すいしん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

に対し
たい  

、障
しょう

がい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した意思
い し

疎通
そつう

手段
しゅだん

の確保
かくほ

や意思
い し

疎通
そつう

支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

・派遣
はけん

等
とう

を行
おこな

うほか、ＩＣＴ（情 報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）の活用
かつよう

により、障
しょう

がいのある人
ひと

が障
しょう

がいのない人
ひと

と実質的
じっしつてき
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に同等
どうとう

の情報
じょうほう

を得
え

られるよう情 報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

に取
と

り組
く

むことで、障
しょう

がいのある人
ひと

の

コミュニケーション手段
しゅだん

を拡 充
かくじゅう

し、自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

を促進
そくしん

します。 

また、手話
しゅわ

が独自
どくじ

の体系
たいけい

を持つ
も  

言語
げんご

であることについて、広
ひろ

く道民
どうみん

への普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進
すす

めるほか、手話
しゅわ

を習
しゅう

得
とく

するための必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

います。 

   

(12) 安全
あんぜん

確保
かくほ

に備
そな

えた地域
ちいき

づくりの推進
すいしん

 

市町村
しちょうそん

や関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

を図り
はか  

、災害
さいがい

時
じ

はもとより日常的
にちじょうてき

に 障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の安全
あんぜん

確保
かくほ

を

推進
すいしん

するため、地域
ちいき

住 民
じゅうみん

などとの共 生
きょうせい

による支援
しえん

体制づくり
たいせい      

を推進
すいしん

するとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ちいき

社会
しゃかい

において、安全
あんぜん

に生活
せいかつ

できるよう、住
す

まいから交通
こうつう

機関
きかん

、まちなかまで連続
れんぞく

し、安全
あんぜん

で快適
かいてき

な道路
どうろ

交通
こうつう

の確保
かくほ

と防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

を推進
すいしん

します。 
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第
だ い

４ 計画
けいかく

推進
すいしん

のための具体的
ぐ た い て き

な取組
とりくみ

 
 

Ⅰ. 北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

の施策
し さ く

の推進
すいしん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

への「虐待
ぎゃくたい

」や「差別
さ べ つ

」を禁止
き ん し

するとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

が障
しょう

がいのな  

い人
ひと

と実質的
じっしつてき

に同等
どうとう

の日常生活
にちじょうせいかつ

を営
いとな

むことができるようにするために必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

(合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

）

に努
つと

めます。 

また、障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

を実現
じつげん

し、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を確保
か く ほ

するための社会
しゃかい

生活
せいかつ

に関
かん

する施策
し さ く

に当
あ

たっては、

北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

の基本理念
き ほ ん り ね ん

に基
もと

づき推進
すいしん

し、主
おも

な施策
しさく

として「権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

」「障
しょう

がい者
しゃ

が暮
くら

らしやすい地域
ちいき

づくり」「障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

支援
しえん

」を進
すす

めます。 

 

※「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」とは  

 北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

第
だい

20条
じょう

では、障
しょう

がい者
しゃ

が、障
しょう

がいのない者
もの

と実質的
じっしつてき

に同等
どうとう

の日常生活
にちじょうせいかつ

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にするために必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

をいうと規定
き て い

されています。 

 

［北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

の基本理念
き ほ ん り ね ん

］ 

・ 行政機関
ぎょうせいきかん

、学校
がっこう

、地域
ち い き

社会
しゃかい

、道民
どうみん

、事業者
じぎょうしゃ

その他
た

関係団体
かんけいだんたい

が、相互
そ う ご

に連携
れんけい

して社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で取
と

り組
く

むこと。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

への差別
さ べ つ

を防止
ぼ う し

し、障
しょう

がい者
しゃ

の暮
く

らしづらさを解消
かいしょう

し、及
およ

び障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

を

最大限
さいだいげん

に尊重
そんちょう

すること。 

・ 保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、労働
ろうどう

、経済
けいざい

、教育
きょういく

その他
た

障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

するあらゆる分野
ぶ ん や

において総合的
そうごうてき

に

取
と

り組
く

むこと。 

・ 道内
どうない

における地域
ち い き

間
かん

の格差
か く さ

の是正
ぜ せ い

を図
はか

ること。 

 

１ 権利擁護
け ん り よ う ご

の推進
すいしん

 

【現状
げんじょう

と課題
かだい

】 

・ 社会
しゃかい

には、障
しょう

がいのある人
ひと

に対する理解
りかい

の不足
ふそく

、誤解
ごかい

や偏
へん

見
けん

などがあり、これらを原因
げんいん

とする差別
さべつ

や

虐待
ぎゃくたい

などが存在
そんざい

します。 

一方
いっぽう

、わが国
くに

は、権利
けんり

擁護
ようご

に関
かん

し、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

制定
せいてい

など国
こく

内法
ないほう

の整備
せいび

をはじめとする制度
せいど

の改革
かいかく

を進
すす

め、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

を批准
ひじゅん

しています。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

に対する差別
さべつ

や偏
へん

見
けん

、虐待
ぎゃくたい

は未
いま

だに存在
そんざい

しており、差別
さべつ

や偏
へん

見
けん

、虐待
ぎゃくたい

のない社会
しゃかい

をつくるためには、障
しょう

がいに対
たい

する理解
りかい

を深
ふか

め、障
しょう

がいのあるなしに関
かか

わらずお互
たが

いの存在
そんざい

を尊重
そんちょう

し、暮
く

らしやすい地域
ちいき

づくりを推進
すいしん

することが必要
ひつよう

です。 

・ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

において支援
しえん

が必要
ひつよう

な方
かた

が、安心
あんしん

して暮
く

らすことができるように、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

をはじめ

とした権利
けんり

擁護
ようご

施策
しさく

の充 実
じゅうじつ

を図ることが必要
ひつよう

です。 

 

【考
かんが

え方
かた

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

への差別
さべつ

を禁止
きんし

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の暮
く

らしづらさの解消
かいしょう

とともに、権利
けんり

を尊重
そんちょう

することなどについて、地域
ちいき

の相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

や地
ち

域
いき

づくり委員会
いいんかい

での権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

、社会的
しゃかいてき
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障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するための合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

、市町村
しちょうそん

における成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

の利用
りよう

促進
そくしん

の取組
とりくみ

の支援
しえん

、

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

や障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

等
とう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

など、あらゆる機会
きかい

や施策
しさく

を活用
かつよう

して障
しょう

が

いや障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

を促進します。 

 

(1)  権利
けんり

擁護
ようご

の推進
すいしん

・虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障
しょう

がいがあっても安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らすことのできる社会
しゃかい

づくりを実現
じつげん

するためには、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

の権利擁護
け ん り よ う ご

と暮
く

らしづらさの解消
かいしょう

が必要
ひつよう

です。 

   また、権利擁護
け ん り よ う ご

を推進
すいしん

、虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

を図
はか

るため、関係
かんけい

する制度
せ い ど

を道民
どうみん

に対
たい

し周知
しゅうち

することが必要
ひつよう

  

です。 

・ 虐待
ぎゃくたい

は、障
しょう

がいのある人
ひと

の尊厳
そんげん

を害
がい

するもので、決
けっ

して許
ゆる

されないものであり、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の

ためには、障
しょう

がいのある人
ひと

に寄
よ

り添
そ

った虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に向
む

けた取組
とりくみ

を一層
いっそう

進
すす

めることが極
きわ

めて重要
じゅうよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 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

づき道
どう

が設置
せ っ ち

している「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

権利擁護
け ん り よ う ご

センター」において、障
しょう

がいのある人
ひと

への虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

等
とう

を図
はか

るとともに、市町村
しちょうそん

が設置
せ っ ち

する「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター」

において、適切
てきせつ

な事実
じ じ つ

確認
かくにん

や成年後見
せいねんこうけん

制度
せ い ど

等
とう

を利用
り よ う

した養護者
ようごしゃ

支援
し え ん

等
とう

が図
はか

られるよう支援
し え ん

します。 

  また、弁護士
べ ん ご し

など専門家
せんもんか

が対応
たいおう

する障害者
しょうがいしゃ

110番
ばん

事業
じぎょう

の実施
じっし

など、権利
けんり

擁護
ようご

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

・ 虐待
ぎゃくたい

を受
う

けた人
ひと

や見聞
み き

きした人
ひと

が、速
すみ

やかに相談
そうだん

できるよう、相談先
そうだんさき

や通報先
つうほうさき

の周知
しゅうち

徹底
てってい

を図
はか

り、

虐待
ぎゃくたい

を通報
つうほう

した人
ひと

が、不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いを受
う

けないよう、関係
かんけい

機関
き か ん

に対
たい

して、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

の趣旨
し ゅ し

についての理解
り か い

・普及
ふきゅう

に努
つと

めます。 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

、障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

及
およ

び障害
しょうがい

児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

等
とう

を提供
ていきょう

する事業所
じぎょうしょ

に対
たい

して、研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

するなどして虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

や権利擁護
け ん り よ う ご

に関
かん

する指導
し ど う

を徹底
てってい

するとともに、当該
とうがい

事業所等
じぎょうしょとう

における

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する報告
ほうこく

や通報
つうほう

があった場合
ば あ い

には、市町村
しちょうそん

をはじめ関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

の上、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

に基
もと

づく監査等
かんさとう

を実施
じ っ し

し、当該
とうがい

事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

して障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の規定
き て い

による権限
けんげん

を行使
こ う し

する

など、速
すみ

やかに対応
たいおう

します。 

 

(2) 意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

の推進
すいしん

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

することに困難
こんなん

を抱
かか

える障
しょう

がいのある人
ひと

が、自
みずか

らの意思
い し

が反映
はんえい

された日常生活
にちじょうせいかつ

や

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

るため、本人
ほんにん

が自
みずか

ら意思
い し

決定
けってい

できるよう支援
し え ん

することが必要
ひつよう

です。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

については、それぞれの障
しょう

がいの状態
じょうたい

等
とう

において個別性
こべつせい

が高
たか

く、

その支援
し え ん

方法
ほうほう

も多様
た よ う

なものであることから、支援者
しえんしゃ

は、実情
じつじょう

や個々
こ こ

の障
しょう

がいのある人
ひと

の態様
たいよう

に応
おう

じて

不断
ふ だ ん

に意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に関
かん

する創意
そ う い

工夫
く ふ う

を図
はか

り、質
しつ

の向上
こうじょう

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを提供
ていきょう

する際
さい

に、障
しょう

がいのある人
ひと

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のため、サービス事業所
じぎょうじょ

の支援員
しえんいん

や市区
し く

町村
ちょうそん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

の障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かか

わる多
おお

くの人々
ひとびと

に意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の参画
さんかく

を促
うなが

すため、

「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドライン」を広
ひろ

く周知
しゅうち

します。 
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 ・ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

における意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

が適切
てきせつ

に進
すす

められるよう、支援
しえん

にあたっての

課題
かだい

の把握
はあく

や好事例
こうじれい

の紹 介
しょうかい

を行
おこな

うとともに、集団
しゅうだん

指導
しどう

や実地
じっち

指導
しどう

において「意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

ガイドラ

イン」の周知
しゅうち

や支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

等
とう

について助言
じょげん

・指導
しどう

に努めます
つと      

。 

・ 相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

やサービス管理責任者
かんりせきにんしゃ

における意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がいがあることにより財産
ざいさん

の管理
かんり

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

える必要
ひつよう

がある人
ひと

が、不利益
ふ り え き

を被
こうむ

ることが

ないよう、市町村
しちょうそん

が成年後見
せいねんこうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

を推進
すいしん

するために国
くに

の助成
じょせい

事業
じぎょう

を活用
かつよう

することや、後見等
こうけんとう

の

業務
ぎょうむ

を適正
てきせい

に行
おこな

うことができる人材
じんざい

を育成
いくせい

することなどの取組
とりくみ

を一層
いっそう

促
うなが

すとともに、家庭裁判所
かていさいばんしょ

や

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、広域的
こういきてき

な見地
け ん ち

から必要
ひつよう

な助言
じょげん

を行
おこな

うほか、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

センターが行
おこな

う福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

援助
えんじょ

・日常的
にちじょうてき

な金銭管理
きんせんかんり

などの取組
とりくみ

について支援
し え ん

します。 

 

(3) 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

等
とう

の活用
かつよう

促進
そくしん

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいがあることにより財産
ざいさん

の管理
かんり

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

える必要
ひつよう

がある人
ひと

が、支
ささ

えの必要
ひつよう

がない人
ひと

と等
ひと

しく、本人
ほんにん

らしい生活
せいかつ

を継続
けいぞく

していくためには、相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

や成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

等
とう

をはじ

めとした権利
けんり

擁護
ようご

支援
しえん

策
さく

の充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ 福祉
ふ く し

サービスの利用援助
りようえんじょ

や日常的
にちじょうてき

な行政
ぎょうせい

手続
て つ づ

き等
など

の援助
えんじょ

を 行
おこな

う日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

や日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
か ん り

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の 入退
にゅうたい

所
しょ

等
とう

の生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

の支援
し え ん

に関
かん

する契約
けいやく

等
とう

の

法律
ほうりつ

行為
こ う い

の援助
えんじょ

を行う成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

等
とう

、障
しょう

がいのある人
ひと

の判断力
はんだんりょく

や求
もと

める支援
し え ん

によって

サービスを受
う

けられるよう相談
そうだん

窓口
まどぐち

や支援
し え ん

策
さく

について広く
ひ ろ く

道民
どうみん

に対し
た い  

周知
しゅうち

します。 

・ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支
ささ

える必要
ひつよう

がある人
ひと

に対
たい

し、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

センターが行
おこな

う日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じりつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の取組
とりくみ

の普及
ふきゅう

に努
つと

めます。 

・ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

を必要
ひつよう

とする人
ひと

が制度
せいど

を安心
あんしん

して利用
りよう

できるよう、市町村
しちょうそん

に対
たい

し、必要
ひつよう

な経費
けいひ

につ

いて助成
じょせい

事業
じぎょう

の活用
かつよう

を促
うなが

すとともに、相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

や後見
こうけん

等
とう

の業務
ぎょうむ

を適正
てきせい

に行
おこな

うことがで

きる人材
じんざい

の育成
いくせい

及
およ

び活用
かつよう

を図
はか

るための研修
けんしゅう

の取組
とりくみ

について支援
しえん

します。また、市町村
しちょうそん

が設置
せっち

する

中核
ちゅうかく

機関
きかん

の体制
たいせい

整備
せいび

を支援
しえん

します。 

 

(4) 理解
りかい

の促進
そくしん

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

を実現
じつげん

するために、障
しょう

がいのある人
ひと

への差別
さ べ つ

をなくす

ことを社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で進
すす

めていくことが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

 ① 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

の促進
そくしん

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

法
ほう

について、市町村
しちょうそん

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

などの関係
かんけい

機関
き か ん

はもとより、広
ひろ

く

道民
どうみん

に対
たい

し制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

・ 北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づく地域
ち い き

づくり委員会
いいんかい

が、障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

（ケアラー等
とう

を含
ふく
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む。）（以
い

下
か

、「家
か

族
ぞく

」という。）からの相談
そうだん

に応
おう

じ、協議
きょうぎ

やあっせんを行
おこな

って解決
かいけつ

を図
はか

ります。 

・ 地域
ち い き

における差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を円滑
えんかつ

に行
おこな

うため、関係
かんけい

機関
き か ん

によるネットワークづくりを進
すす

め、

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

交換
こうかん

や取組
とりくみ

の協議
きょうぎ

を行
おこな

います。 

・ 道
どう

は、障
しょう

がいのある人
ひと

の差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に取
と

り組
く

むために作成
さくせい

した、職員
しょくいん

の対応
たいおう

要領
ようりょう

や事例集
じれいしゅう

につい

て、内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めるほか、市町村
しちょうそん

に対
たい

し、引
ひ

き続
つづ

き職員
しょくいん

の対応
たいおう

要領
ようりょう

の作成
さくせい

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域
ち い き

協議会
きょうぎかい

の設置
せ っ ち

を働
はたら

きかけます。 

・ 障
しょう

がいがあることを理由
りゆう

に資格
しかく

・免許
めんきょ

等
とう

を与
あた

えることを制限
せいげん

又
また

は禁止
きんし

する「欠格
けっかく

事項
じこう

」について、

国
くに

の見直
みなお

しの状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

が損
そこ

なわれることのないように対応
たいおう

します。 

 

 

 

※職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

「障
しょう

がいのある方
かた

へのよりよい対応
たいおう

ができるサポー

トブック」 

※職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

については、ホームページで公開
こうかい

しています
（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/yoriyoitaiougadekirupe-zi.html）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

の促進
そくしん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の意見
いけん

を障
しょう

がい者
しゃ

施策
しさく

に反映
はんえい

させるため、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が委員
いいん

となっている

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

を開催
かいさい

するほか、その他
た

の関係審
かんけいしん

議会
ぎかい

委員
いいん

などへの当事者
とうじしゃ

の登用
とうよう

や、

障
しょう

がいのある人
ひと

に係
かか

る計画
けいかく

、政策
せいさく

などの意思
い し

決定
けってい

機会
きかい

への参画
さんかく

を促進
そくしん

します。 

・ ヘルプマークやヘルプカードの普及
ふきゅう

を推進
すいしん

し、外見
がいけん

から分
わ

かり

にくい障
しょう

がいなど、周囲
しゅうい

の方
かた

からの配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている人
ひと

への

思
おも

いやりのある行動
こうどう

を促
うなが

し、障
しょう

がいへの理解
り か い

を図
はか

ります。 

・ 「北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

介護
か い ご

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

」の審査
し ん さ

を通
つう

じ、障
しょう

が

いのある人
ひと

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

が適正
てきせい

に確保
か く ほ

されるよう

努
つと

めます。 

・ ＤＶＤの貸出
かしだし

やインターネット上
じょう

への動画
ど う が

のアップロードな

ど、映像等
えいぞうとう

を活用
かつよう

して、学校
がっこう

や企業
きぎょう

、生涯
しょうがい

教育
きょういく

の場
ば

等
とう

を通
つう

じた障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

を促進
そくしん

します。 

 

 

※ヘルプマーク 
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③ 福祉
ふくし

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
りかい

を深
ふか

め、思
おも

いやりの心
こころ

を育
はぐく

むため、幅広
はばひろ

い年代
ねんだい

の道民
どうみん

が、

心
こころ

のバリアフリーについて、体験
たいけん

を通
つう

じて考
かんが

えたり、情報
じょうほう

を得
え

られる機会
きかい

の拡
かく

大
だい

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

との、幼 少
ようしょう

時
じ

からの交流
こうりゅう

体験
たいけん

を通
つう

じた福祉
ふくし

教育
きょういく

の機会
きかい

を充実
じゅうじつ

するため、地域
ちいき

で企画
きかく

される各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

や保育所
ほいくじょ

、学校
がっこう

での交流
こうりゅう

、ボランティア活動
かつどう

への体験
たいけん

参加
さんか

などの機会
きかい

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

とのふれあい・交 流
こうりゅう

をテーマとした体験
たいけん

作文
さくぶん

やポスターの募集
ぼしゅう

等
など

を通
つう

じ、障
しょう

が

いや障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

を促進
そくしん

します。 

・ 思
おも

いやりのこころを醸 成
じょうせい

するため、福祉
ふくし

教育
きょういく

の一環
いっかん

として、福祉
ふくし

読本
どくほん

の活用
かつよう

を促進
そくしん

し、福祉
ふくし

のま

ちづくり等
とう

に関
かん

する理解
りかい

を深
ふか

めます。 

 

(4) 地域
ちいき

福祉
ふくし

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ちいき

づくりへの参加
さんか

を促進するために、普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

、交流
こうりゅう

の機会
きかい

の拡大
かくだい

を進
すす

め

ていくことが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

・ 「障
しょう

害者
がいしゃ

週 間
しゅうかん

」や「道民
どうみん

福祉
ふくし

の日
ひ

」など各種
かくしゅ

行事
ぎょうじ

の実施
じっし

により、啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

・ 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

の趣旨
しゅし

に沿
そ

った福祉
ふくし

のまちづくりを進
すす

めるため、普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

の実施
じっし

や推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せいび

、市町村
しちょうそん

や民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

する支援
しえん

に努
つと

めます。 

 

② 交流
こうりゅう

機会
きかい

の拡
かく

大
だい

 

・ 住民
じゅうみん

が障
しょう

がいのある人
ひと

と共
とも

に参加
さんか

する障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

記念
きねん

行事
ぎょうじ

などの啓発
けいはつ

活動
かつどう

やスポーツ・文化
ぶんか

活動
かつどう

等
など

、地域
ちいき

の特 色
とくしょく

を生
い

かした交 流
こうりゅう

機会
きかい

の拡
かく

大
だい

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

、高齢者
こうれいしゃ

、地域
ちいき

住 民
じゅうみん

などが共
とも

に支
ささ

え合
あ

いながら暮
く

らすことのできる共生型
きょうせいがた

の地
ち

域
いき

づくりを推進
すいしん

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の主体的
しゅたいてき

な地域
ちいき

づくりへの参加
さんか

を促進
そくしん

します。 

・ 広
ひろ

く住民
じゅうみん

を対 象
たいしょう

とした一般
いっぱん

のイベントや行事
ぎょうじ

が、障
しょう

がいのある人
ひと

も参加
さんか

することを前提
ぜんてい

に、地域
ちいき

で日常的
にちじょうてき

に企
き

画
かく

されるよう、啓発
けいはつ

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 

 

２ 障
しょう

がいのある人
ひと

が暮
く

らしやすい地域
ちいき

づくり 

【現状
げんじょう

と課題】 

・ 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、障
しょう

がいのある人
ひと

の暮
く

らしやすい地域
ちいき

づくりを推進
すいしん

しており、今後
こんご

一層
いっそう

の取組
とりくみ

が求められています。 

 

【考
かんが

え方】 

・ 道内
どうない

の 14圏域
けんいき

に設置
せっち

した「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

」において、市町村
しちょうそん

などと連携
れんけい

し、障
しょう

がいのある人
ひと

が受
う

けた差別
さべつ

や虐 待
ぎゃくたい

などの解消
かいしょう

に向
む

けた協議
きょうぎ

・あっせんを進
すす

めます。 
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(1) 地域
ち い き

づくり委員会
いいんかい

等
とう

の取組
とりくみ

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障
しょう

がいがあっても安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らすことができる社会
しゃかい

づくりを目指
め ざ

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の

権利擁護
け ん り よ う ご

と暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくりを推進
すいしん

することを目的
もくてき

に制定
せいてい

した北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づく

各種
かくしゅ

施策
し さ く

等
とう

の取組
とりくみ

を進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 全道
ぜんどう

14圏域
けんいき

に設置
せ っ ち

している「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

」において、中立
ちゅうりつ

・公平
こうへい

な

立場
た ち ば

で、虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

、暮
く

らしづらさに関
かん

する特定
とくてい

事案
じ あ ん

や地域
ち い き

の課題
か だ い

等
とう

について、当事者
とうじしゃ

や関係
かんけい

者
しゃ

と

協議等
きょうぎとう

を行
おこな

いその解決
かいけつ

を図
はか

ります。 

・ 道
どう

と地域
ち い き

づくりコーディネーターが連携
れんけい

し、地域
ち い き

づくりガイドラインを活用
かつよう

しながら、市町村
しちょうそん

が進
すす

め

る相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

づくり等
とう

の取組
とりくみ

を支援
し え ん

します。 

 

① 制度
せ い ど

の周知
しゅうち

 

・ 「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

」について、広
ひろ

く道民
どうみん

に周知
しゅうち

し、一層
いっそう

の活用
かつよう

を働
はたら

きか

けます。 

② 社会
しゃかい

情勢
じょうせい

に応
おう

じた条例
じょうれい

内容
ないよう

の検討
けんとう

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

に関
かん

する法律
ほうりつ

の施行
し こ う

などによる社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

に応
おう

じて、条例
じょうれい

の内容
ないよう

について検討
けんとう

します。 

 

図
ず

４ 【北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づく地域
ち い き

の支援
し え ん

体制
たいせい

】 
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３ 就労
しゅうろう

支援
し え ん

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

【現状
げんじょう

と課題
かだい

】 

・ 就労
しゅうろう

を希望
きぼう

する障
しょう

がいのある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く雇
こ

用
よう

情
じょう

勢
せい

は依然
いぜん

厳
きび

しい状 況
じょうきょう

にあります。 

このような中
なか

で、障
しょう

がいの程度
ていど

や種別
しゅべつ

、年齢
ねんれい

などに関
かか

わらず、希望
きぼう

する地域
ちいき

で、本人
ほんにん

の意欲
いよく

や障
しょう

が

い特性
とくせい

等
とう

に応
おう

じた多様
たよう

な働
はたら

き方
かた

が可能
かのう

となるよう、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で応援
おうえん

する体制
たいせい

づくりが求
もと

められていま

す。 

・ 各地域
かくちいき

において様々
さまざま

な分野
ぶんや

の機関
きかん

が連携
れんけい

した障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

を支
ささ

えるネットワークの充実
じゅうじつ

と企業
きぎょう

との連携
れんけい

・協 働
きょうどう

の推進
すいしん

を図
はか

りながら、道民
どうみん

、企業
きぎょう

、行政
ぎょうせい

等
とう

が一体
いったい

となった応援
おうえん

体制
たいせい

づくり、

就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

からの一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

の推進
すいしん

、多様
たよう

な就労
しゅうろう

の機会
きかい

の確保
かくほ

、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の底上
そこあ

げが必要
ひつよう

です。 

 

【考
かんが

え方
かた

】 

・ 障
しょう

がいがあっても、地域
ちいき

において、いきいきと働
はたら

くことができるよう、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で応援
おうえん

する機運
きうん

の

醸成
じょうせい

を図
はか

りながら、企業
きぎょう

等
とう

と連携
れんけい

・協働
きょうどう

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の意欲
いよく

や特性
とくせい

に応
おう

じた、就労
しゅうろう

機会
きかい

の

拡
かく

大
だい

と工賃
こうちん

（賃
ちん

金
ぎん

）水 準
すいじゅん

の向 上
こうじょう

や職場
しょくば

定着
ていちゃく

を促進
そくしん

します。 

 

 (1) 道民
どうみん

、企業
きぎょう

、行政等
ぎょうせいとう

が一体
いったい

となった応援
おうえん

体制
たいせい

づくり 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

がいきいきと働
はたら

くことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のためには、地域
ち い き

の方々
かたがた

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

、企業
きぎょう

、行政等
ぎょうせいとう

すべての道民
どうみん

が、「障
しょう

がい」や「障
しょう

がいのある人
ひと

が働
はたら

くこと」につ

いて理解
り か い

を深
ふか

め、地域
ち い き

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で応援
おうえん

する体制
たいせい

づくりが必要
ひつよう

です。 

・ 福祉
ふ く し

的
てき

就労
しゅうろう

における工賃
こうちん

向上
こうじょう

のための障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業
じぎょう

の安定的
あんていてき

な運営
うんえい

に向
む

けて、民間
みんかん

ノウ

ハウを積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

し、就労
しゅうろう

支援
し え ん

のための総合的
そうごうてき

なサポート体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 働
はたら

く障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する道民
どうみん

の応援
おうえん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

に関
かん

する理解
り か い

を促進
そくしん

するため、道民
どうみん

一人
ひ と り

ひとりにホームページや広報誌
こうほうし

等
とう

様々
さまざま

な広報媒体
こうほうばいたい

を活用
かつよう

し、雇用
こ よ う

事例
じ れ い

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業
じぎょう

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うとともに市町村
しちょうそん

に

おける広
こう

報
ほう

などの取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

・ 道民
どうみん

による障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

（就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や生産
せいさん

活動
かつどう

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

ー等
とう

）や障
しょう

がいのある人
ひと

を雇用
こ よ う

している企業
きぎょう

等
とう

（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

」という。）からの購買
こうばい

な

ど応援
おうえん

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 

 

② 企業
きぎょう

・行政
ぎょうせい

の取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

・ 関係
かんけい

機関
き か ん

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

しながら、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業
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

を集中的
しゅうちゅうてき

かつ効果的
こうかてき

に推進
すいしん

します。 

・ 北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づく「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

」及
およ

び「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」により、企業
きぎょう

等
とう

による障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

や障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

への優先
ゆうせん

発注
はっちゅう

など、企業
きぎょう

と連携
れんけい

した就労
しゅうろう

支援
し え ん

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

するとともに、その内容
ないよう

を広
ひろ

く道民
どうみん
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にＰＲ
ピーアール

します。 

・ 認証
にんしょう

制度
せ い ど

については、必要
ひつよう

に応
おう

じて評価
ひょうか

基準
きじゅん

の見直
み な お

しを行
おこな

うとともに、認証
にんしょう

の取得
しゅとく

を促進
そくしん

するた

めの優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

として導入
どうにゅう

した道
どう

の低利
て い り

融資
ゆ う し

や入札
にゅうさつ

等
とう

での配慮
はいりょ

について、より効果的
こうかてき

な制度
せ い ど

となるよう

検討
けんとう

を行
おこな

いながら、制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

・拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

の製品
せいひん

の販路
は ん ろ

拡大
かくだい

を図
はか

るため、流通
りゅうつう

事業者
じぎょうしゃ

等
とう

の民間
みんかん

企業
きぎょう

と連携
れんけい

・協働
きょうどう

した

取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

・ 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

に関
かん

する各種
かくしゅ

施策
し さ く

（福祉
ふ く し

、雇用
こ よ う

）や雇用
こ よ う

に関
かん

する取組
とりくみ

事例
じ れ い

を企業
きぎょう

や道民
どうみん

等
とう

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

するとともに、市町村
しちょうそん

においても企業
きぎょう

等
とう

に対
たい

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

が行
おこな

われるよう働
はたら

きかけ、

障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

や就労
しゅうろう

についての理解
り か い

を促進
そくしん

します。 

・ 経済
けいざい

団体
だんたい

等
とう

へ障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こよう

を一層
いっそう

推進
すいしん

するよう要請
ようせい

します。 

・ 道
どう

は、毎年
まいとし

、障
しょう

がいのある人
ひと

が就労
しゅうろう

する施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の優先的
ゆうせんてき

な調達
ちょうたつ

を推進
すいしん

するための方針
ほうしん

を策定
さくてい

し、特定
とくてい

随意契約
ずいいけいやく

制度
せ い ど

の活用
かつよう

などにより、物品
ぶっぴん

購入
こうにゅう

や役務
え き む

の提供
ていきょう

等
とう

について、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

に対
たい

する優先的
ゆうせんてき

な発注
はっちゅう

に努
つと

めるとともに障
しょう

がいのある人
ひと

を雇用
こ よ う

する企業
きぎょう

等
とう

への配慮
はいりょ

措置
そ ち

について

検討
けんとう

を行
おこな

います。 

  また、市町村
しちょうそん

等
とう

に対
たい

して、障
しょう

がいのある人
ひと

が就労
しゅうろう

する施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の優先的
ゆうせんてき

な調達
ちょうたつ

を推進
すいしん

するための方針
ほうしん

の策定
さくてい

を促
うなが

し、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

への発注
はっちゅう

促進
そくしん

について、働
はたら

きかけを行
おこな

います。 

・ 道
どう

の調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

に基
もと

づき、指定法人
していほうじん

は各
かく

部局
ぶきょく

等
とう

が物品
ぶっぴん

の調達
ちょうたつ

を検討
けんとう

する際
さい

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

となり、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

が提供
ていきょう

可能
か の う

な物品
ぶっぴん

等
とう

の情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

や提供
ていきょう

、マッチング支援
し え ん

などの取組
とりくみ

を行
おこな

い

ます。 

 

図
ず

５ 【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

】 

 
 

(2) 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の推進
すいしん

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 
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・ 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

を推進
すいしん

するためには、福祉
ふ く し

、労働
ろうどう

、教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

において一体的
いったいてき

に支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、地域
ち い き

においては、就 業
しゅうぎょう

面
めん

と生活
せいかつ

面
めん

における一体的
いったいてき

な

支援
し え ん

を行
おこな

う障害者
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

センターを中心
ちゅうしん

とした就労
しゅうろう

支援
し え ん

ネットワークなどを活用
かつよう

し、

関係
かんけい

機関
き か ん

や企業
きぎょう

、市町村
しちょうそん

等
とう

との連携
れんけい

や協働
きょうどう

を推進
すいしん

することが必要
ひつよう

です。 

・ 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた職場
しょくば

適応
てきおう

や職場
しょくば

定着
ていちゃく

のための支援
し え ん

を障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

び企業
きぎょう

双方
そうほう

に行
おこな

い、

本人
ほんにん

の能力
のうりょく

・スキルの向上
こうじょう

と環境
かんきょう

整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。 

・ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

及
およ

び職場
しょくば

定着
ていちゃく

の促進
そくしん

のために、就労
しゅうろう

系
けい

サービス事業所
じぎょうしょ

（就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

）におけるサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

と、就
しゅう

労
ろう

支
し

援
えん

担
たん

当
とう

職
しょく

員
いん

等
とう

のスキ

ル向
こう

上
じょう

が必要
ひつよう

です。 

・企業
きぎょう

における障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用率
こようりつ

向上
こうじょう

のため、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

・北海道
ほっかいどう

労働局
ろうどうきょく

、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

センター等
とう

関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

や協働
きょうどう

を推進
すいしん

することが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 関係
かんけい

機関
きかん

のネットワークの充 実
じゅうじつ

 

・ 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

を中心
ちゅうしん

に公共職業安定所
こうきょうしょくぎょうあんていじょ

、高齢
こうれい

・障害
しょうがい

・求職者
きゅうしょくしゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

機構
き こ う

北海道
ほっかいどう

支部
し ぶ

、高等
こうとう

技術
ぎじゅつ

専門
せんもん

学院
がくいん

、障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

校
こう

などの労働
ろうどう

関係
かんけい

機関
き か ん

と協 力
きょうりょく

して、制度
せ い ど

、

施策
し さ く

の横断的
おうだんてき

な調整
ちょうせい

に基
もと

づく一貫
いっかん

した雇用
こ よ う

体制
たいせい

を推進
すいしん

し、地域
ち い き

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、企業
きぎょう

との連携
れんけい

づくりを進
すす

めます。 

・ 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

センターを中心
ちゅうしん

に構築
こうちく

した就労
しゅうろう

支援
し え ん

ネットワークなどを活用
かつよう

し、地域
ち い き

に

おける市町村
しちょうそん

、就労
しゅうろう

系
けい

サービス事業所
じぎょうしょ

、公共職業安定所
こうきょうしょくぎょうあんていじょ

、障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

機関
き か ん

、大学等
だいがくとう

高等
こうとう

教育
きょういく

機関
き か ん

、企業
きぎょう

など、福祉
ふ く し

・労働
ろうどう

・教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

、団体
だんたい

のネットワ

ークの充実
じゅうじつ

を進
すす

めます。 

・ 市町村
しちょうそん

の協議会
きょうぎかい

や 21障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

圏域
けんいき

に設置
せ っ ち

している障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

圏域
けんいき

連絡
れんらく

協議会
きょうぎかい

を活用
かつよう

し

て就労
しゅうろう

施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

 

図
ず

６ 【地域
ち い き

における就労
しゅうろう

支援
し え ん

ネットワーク】 
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② 移行
いこう

サポート体制
たいせい

の整備
せいび

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

に就 業
しゅうぎょう

面
めん

と生活
せいかつ

面
めん

における一体的
いったいてき

な支援
し え ん

を行
おこな

う障害者
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

ーを中心
ちゅうしん

に、関係
かんけい

機関
き か ん

と職 業
しょくぎょう

準備
じゅんび

訓練
くんれん

から職場
しょくば

定着
ていちゃく

までのプロセスごとに役割
やくわり

分担
ぶんたん

し、生活
せいかつ

支援
し え ん

を

含
ふく

め、障
しょう

がいの種別
しゅべつ

や本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

に応
おう

じた包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

が行
おこな

われる体制
たいせい

づくりを進
すす

めます。 

  また、21障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

に障害者
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

センターの設置
せ っ ち

を目
め

指
ざ

すことを基本
き ほ ん

としつ

つ、北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

委員
い い ん

会
かい

の意見
い け ん

を伺
うかが

いながら整
せい

備
び

を進
すす

めます。 

・ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

機関
き か ん

及
およ

び大学等
だいがくとう

高等
こうとう

教育
きょういく

機関
き か ん

からの卒業
そつぎょう

、医療
いりょう

機関
き か ん

からの退院
たいいん

に備
そな

え、

就労
しゅうろう

系
けい

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス（今
こん

後
ご

創
そう

設
せつ

される就
しゅう

労
ろう

選
せん

択
たく

支
し

援
えん

サービスを含
ふく

む）の利
り

用
よう

や就労
しゅうろう

適性等
てきせいとう

のアセスメントに取
と

り組
く

む市町村
しちょうそん

等
とう

を支援
し え ん

します。 

・ 職場
しょくば

での実習
じっしゅう

・体験
たいけん

を通
つう

じて働
はたら

くことについての意欲
い よ く

を持
も

ち、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の可能
か の う

性
せい

を引
ひ

き出
だ

すこと

ができるよう、道
どう

における実習
じっしゅう

の受入
うけいれ

や臨時
り ん じ

職員
しょくいん

としての任用
にんよう

を推進
すいしん

し、市町村
しちょうそん

における受入
うけいれ

等
とう

につ

いても要請
ようせい

します。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

校
こう

などにおける職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

や民間
みんかん

訓練
くんれん

機関
き か ん

等
とう

への委託
い た く

訓練
くんれん

による知識
ち し き

・技能
ぎ の う

の習得
しゅうとく

の支援
し え ん

、企業
きぎょう

見
けん

学会
がくかい

の実施
じ っ し

等
とう

により一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

・ 就 職
しゅうしょく

等
とう

の困難
こんなん

性
せい

の高
たか

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、難病
なんびょう

などの障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

・ 地域
ち い き

間
かん

の均衡
きんこう

に配慮
はいりょ

しつつ、就労
しゅうろう

系
けい

サービス事業所
じぎょうしょ

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

 

図
ず

７  【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】 
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③ 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

企業
きぎょう

や職場
しょくば

定 着
ていちゃく

への支援
しえん

  

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が企業
きぎょう

において職場
しょくば

環境
かんきょう

に適応
てきおう

するための実地
じ っ ち

訓練
くんれん

を行
おこな

う職場
しょくば

適応
てきおう

訓練
くんれん

の活用
かつよう

を

促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

の経験
けいけん

がない企業
きぎょう

に、障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

を取
と

り組
く

むきっかけづくりを進
すす

める障害者
しょうがいしゃ

トライアル雇用
こ よ う

制度
せ い ど

の活用
かつよう

を促進
そくしん

します。 

・ 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

にするために、企業
きぎょう

へ派遣
は け ん

される職場
しょくば

適応
てきおう

援助
えんじょ

者
しゃ

（ジョブコーチ）

の活用
かつよう

を促進
そくしん

します。 

・ 公共職業安定所
こうきょうしょくぎょうあんていじょ

を中心
ちゅうしん

とした就 職
しゅうしょく

の準備
じゅんび

段階
だんかい

から職場
しょくば

定着
ていちゃく

までの一連
いちれん

の支援
し え ん

（チーム支援
し え ん

）の

活用
かつよう

が進
すす

むよう関係
かんけい

機関
き か ん

へ働
はたら

きかけます。 

・ 公共職業安定所
こうきょうしょくぎょうあんていじょ

と連携
れんけい

し、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

を雇用
こよう

する企業
きぎょう

への支援
しえん

策
さく

の活用
かつよう

が進
すす

むよう関係
かんけい

機関
きかん

に働
はたら

きかけます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

を雇用
こ よ う

する企業
きぎょう

に対
たい

する助成
じょせい

制度
せ い ど

の活用
かつよう

を促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

面
めん

の課題
か だ い

を把握
は あ く

するとともに、企業
きぎょう

や関係
かんけい

機関
き か ん

、家族
か ぞ く

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

やそれ

に伴
ともな

う課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けて必要
ひつよう

となる支援
し え ん

を実施
じ っ し

する就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の活用
かつよう

を促進
そくしん

します。 

・ 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の職場
しょくば

復帰
ふ っ き

や職場
しょくば

適応
てきおう

を円滑
えんかつ

に進
すす

めるための職場
しょくば

復帰
ふ っ き

支援
し え ん

の活用
かつよう

を促進
そくしん

します。 

 

④ 就労
しゅうろう

支援
しえん

サービスの質
しつ

の向 上
こうじょう

 

・ 経済
けいざい

団体
だんたい

や企業
きぎょう

等
など

に対
たい

して、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の生徒
せいと

が、一定
いってい

期間
きかん

企業
きぎょう

で働
はたら

く体験
たいけん

をする現場
げんば

実習
じっしゅう

の受
う

け入
い

れ推進
すいしん

を図
はか

ります。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を促進
そくしん

するという長期的
ちょうきてき

な視点
してん

から、企業
きぎょう

が障害
しょうがい

のある生徒
せいと

や障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

について

理解
りかい

するための機会
きかい

を確保
かくほ

するため、企業
きぎょう

を対象
たいしょう

とした特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の見
けん

学会
がくかい

等
など

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

(3) 多様
たよう

な就 労
しゅうろう

の機会
きかい

の確保
かくほ

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の推進
すいしん

や福祉
ふ く し

的
てき

就労
しゅうろう

の底上
そ こ あ

げを図
はか

るためには、地域
ち い き

における関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

の連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

の

下
もと

、障
しょう

がいのある人
ひと

の特性
とくせい

等
とう

を踏
ふ

まえ、地域
ち い き

の実情
じつじょう

などを踏
ふ

まえた新
あら

たな取組
とりくみ

や事業
じぎょう

展開
てんかい

を促進
そくしん

し、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

における就労
しゅうろう

の場
ば

を拡大
かくだい

することが必要
ひつよう

です。 

・ 就労
しゅうろう

系
けい

サービス事業所
じぎょうしょ

において、事業所
じぎょうしょ

以外
い が い

での活動
かつどう

（施設
し せ つ

外
がい

就労
しゅうろう

、施設
し せ つ

外
がい

支援
し え ん

）の取組
とりくみ

が進
すす

めら

れています。一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の拡大
かくだい

に向
む

けては、こうした企業
きぎょう

や地域
ち い き

との連携
れんけい

が必要
ひつよう

です。 

・ 障
しょう

がい特性
とくせい

や個々
こ こ

の障
しょう

がいのある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

から、通勤
つうきん

が困難
こんなん

な障
しょう

がいのある人
ひと

が、在宅
ざいたく

においても就 業
しゅうぎょう

できる仕組
し く

みの整備
せ い び

が求
もと

められています。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 地域
ちいき

特性
とくせい

等
とう

を活
い

かした就 労
しゅうろう

機会
きかい

の確保
かくほ

 

・ 地域
ち い き

の行政
ぎょうせい

、企業
きぎょう

、経済
けいざい

団体
だんたい

、福祉
ふ く し

団体
だんたい

等
とう

の連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

事業所
じぎょうしょ

に対
たい

して、農業
のうぎょう

、工業
こうぎょう

、観光業等
かんこうぎょうとう

の基幹
き か ん

産業
さんぎょう

の関係
かんけい

施策
し さ く

とタイアップした取組
とりくみ

や、介護
か い ご

・福祉
ふ く し

サービスなど新
あら

たな職域
しょくいき

に進出
しんしゅつ

している取組
とりくみ

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

を進
すす

め、地域
ち い き

特性
とくせい

、就労
しゅうろう

系
けい

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

の特徴
とくちょう

を活
い

かした事業
じぎょう

展開
てんかい

を促進
そくしん

します。 
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・ 就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事業
じぎょう

等
とう

を利用
りよう

したものの一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

の雇用
こよう

に結
むす

びつかない方
かた

や、就労
しゅうろう

の機会
きかい

等
とう

を

通じ
つうじ

て生産活動
かつどう

にかかる知識
ちしき

及び
およ  

能 力
のうりょく

の向上
こうじょう

が期待
きたい

される高齢者
こうれいしゃ

等
とう

を対象
たいしょう

として、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

等
とう

による適切
てきせつ

な支
し

援
えん

を実施
じ っ し

する体制
たいせい

づくりを促進
そくしん

します。 

 

② 施設外
しせつがい

就労
しゅうろう

等
とう

の就 労
しゅうろう

形態
けいたい

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

 

・ 企業
きぎょう

から請
う

け負
お

う作業
さぎょう

を当該
とうがい

企業
きぎょう

内
ない

で行
おこな

う施設
し せ つ

外
がい

就労
しゅうろう

（企業
きぎょう

内
ない

就労
しゅうろう

）や就労
しゅうろう

系
けい

サービス事業所
じぎょうしょ

以外
い が い

で活動
かつどう

を行
おこな

う施設
し せ つ

外
がい

支援
し え ん

（職場実習
しょくばじっしゅう

、求 職
きゅうしょく

活動
かつどう

、在宅
ざいたく

就労
しゅうろう

）を推進
すいしん

するため優良
ゆうりょう

な取組
とりくみ

を紹介
しょうかい

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するため、農
のう

福
ふく

連携
れんけい

・水
すい

福
ふく

連携
れんけい

など福祉
ふ く し

と地場
じ ば

産業
さんぎょう

との連携
れんけい

を推進
すいしん

するとともに、農
のう

福
ふく

連携
れんけい

技術
ぎじゅつ

支援者
しえんしゃ

を育成
いくせい

し、農業
のうぎょう

現場
げんば

に派遣
はけん

するなど、地場
じ ば

産業
さんぎょう

や企業
きぎょう

、市町村
しちょうそん

など地域
ち い き

における新た
あ ら  

な就労
しゅうろう

の場
ば

の創出
そうしゅつ

と自立
じ り つ

促進
そくしん

、各事業所
かくじぎょうしょ

等
とう

に対する
た い   

支援
し え ん

に努めます
つ と     

。 

・ 農業
のうぎょう

分野
ぶんや

での障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

を支援
しえん

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の工賃
こうちん

向上
こうじょう

を図る
はかる

ため、障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業所
じぎょうしょ

の農 業
のうぎょう

への参入
さんにゅう

を支援
しえん

するとともに、農業
のうぎょう

に取
と

り組
く

む事業所
じぎょうしょ

による販売
はんばい

イベント、農業生
のうぎょうせい

産者
さんしゃ

と障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

のマッチング支援
しえん

、障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

への農業
のうぎょう

の

専門家
せんもんか

派
は

遣
けん

を推進
すいしん

します。 

 

③ ＩＣＴ等
とう

を活かした在宅
ざいたく

就 労
しゅうろう

等
とう

の推進
すいしん

 

・ 道
どう

や市町村
しちょうそん

等
とう

の優先調達
ゆうせんちょうたつ

による在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

障
しょう

がい者
しゃ

の受注
じゅちゅう

機会
き か い

の増加
ぞ う か

を図
はか

ります。 

・ 在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

障
しょう

がい者
しゃ

に仕事
し ご と

を発注
はっちゅう

した企業
きぎょう

に特例
とくれい

調整
ちょうせい

金
きん

等
とう

を支給
しきゅう

する制度
せ い ど

など各種
かくしゅ

支援
し え ん

策
さく

の周知
しゅうち

を図
はか

り、活用
かつよう

を促進
そくしん

します。 

・ 創業
そうぎょう

を目指
め ざ

す障
しょう

がいのある人
ひと

を支援
し え ん

するため、取組
とりくみ

事例
じ れ い

や創業
そうぎょう

に必要
ひつよう

なノウハウ習得
しゅうとく

のための

研修
けんしゅう

などの情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 

 図
ず

８ 【地域
ち い き

における障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サービス事業
じぎょう

支援
し え ん

ネットワーク】 
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(4) 福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の底上
そこあ

げ 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障
しょう

がいのある人
ひと

が工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）と障害
しょうがい

基礎年金
き そ ね ん き ん

などの社会
しゃかい

保障
ほしょう

給付
きゅうふ

により、地域
ち い き

で経済
けいざい

的
てき

に自立
じ り つ

した生活
せいかつ

が可能
か の う

となるよう福祉
ふ く し

的
てき

就労
しゅうろう

における工賃
こうちん

等
とう

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

に対
たい

する民間
みんかん

ノウハウを活用
かつよう

した総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

の収益力
しゅうえきりょく

の向上
こうじょう

 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

に対
たい

し工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

の作成
さくせい

・推進
すいしん

に関
かん

する研修
けんしゅう

等
とう

を行
おこな

うとともに、経営
けいえい

コンサルタント等
とう

による経営
けいえい

・事業
じぎょう

改善
かいぜん

、営業
えいぎょう

・製造
せいぞう

技術
ぎじゅつ

等
とう

に関
かん

する助言
じょげん

や市場
しじょう

ニーズを踏
ふ

まえた

商品
しょうひん

づくりをめざした商品
しょうひん

改良
かいりょう

や新
しん

商品
しょうひん

開発
かいはつ

に関
かん

する専門的
せんもんてき

な助言
じょげん

を行
おこな

います。 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

同士
ど う し

による原材料
げんざいりょう

の共同
きょうどう

購入
こうにゅう

や作業工程
さぎょうこうてい

の分担
ぶんたん

、営業
えいぎょう

協 力
きょうりょく

など連携
れんけい

体制
たいせい

づくりを推進
すいしん

します。 

・ 収益性
しゅうえきせい

の高
たか

い優良
ゆうりょう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

の生産
せいさん

技術
ぎじゅつ

・経営
けいえい

手法
しゅほう

の紹介
しょうかい

などにより、生産性
せいさんせい

の

向上
こうじょう

や新
あら

たな職域
しょくいき

への事業
じぎょう

展開
てんかい

などを推進
すいしん

します。 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

が市場
しじょう

ニーズに対応
たいおう

した魅力
みりょく

ある製品
せいひん

や質
しつ

の良
よ

い役務
え き む

の提供
ていきょう

を安定的
あんていてき

に

行
おこな

うことができるよう、マーケティング手法等
しゅほうとう

も取
と

り入
い

れて、市場
しじょう

ニーズ調査
ちょうさ

や製品
せいひん

等
とう

の評価
ひょうか

を行
おこな

い、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

における商品
しょうひん

づくり等
とう

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 

 

② 製品
せいひん

等
とう

の販路
は ん ろ

拡大
かくだい

 

・ 企業
きぎょう

が発注
はっちゅう

する業務
ぎょうむ

を複数
ふくすう

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

へスムーズにつなぐ「共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

システム」

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、専門
せんもん

コーディネーター及
およ

び道内
どうない

拠点
きょてん

地域
ち い き

に配置
は い ち

する「地域
ち い き

スタッフ」により、

製品
せいひん

・役務
え き む

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

や企業
きぎょう

ニーズの収 集
しゅうしゅう

など活発
かっぱつ

な営業
えいぎょう

活動
かつどう

を行
おこな

うマッチング事業
じぎょう

を

推進
すいしん

します。 

・ 企業
きぎょう

と障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

による商談会
しょうだんかい

の開催
かいさい

や経済
けいざい

団体
だんたい

等
とう

が主催
しゅさい

する商談会
しょうだんかい

への参加
さ ん か

など

によりマッチング機会
き か い

を拡大
かくだい

します。 

・ 行政機関
ぎょうせいきかん

の庁舎等
ちょうしゃとう

のロビーや売店
ばいてん

等
とう

のスペースを活用
かつよう

した障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

の販売
はんばい

コーナ

ー設置
せ っ ち

など、行政
ぎょうせい

における販売
はんばい

支援
し え ん

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 

・ 大型商業
おおがたしょうぎょう

施設
し せ つ

等
とう

での販売
はんばい

機会
き か い

の拡大
かくだい

や実証
じっしょう

販売
はんばい

などを通
つう

じた製品
せいひん

改善
かいぜん

、多店舗
た て ん ぽ

展開
てんかい

企業
きぎょう

等
とう

での

商品
しょうひん

採用
さいよう

による市場
しじょう

での流通
りゅうつう

拡大
かくだい

を図
はか

ります。 
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図
ず

９ 【共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

システム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

４ 相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

・地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

【現状
げんじょう

と課題
かだい

】 

  高齢化
こうれいか

の進展
しんてん

などにより、高齢
こうれい

の障
しょう

がいのある人
ひと

の数
かず

が年々
ねんねん

増加
ぞうか

するとともに、障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

・

重複化
ちょうふくか

が進
すす

んでいます。 

  また、自立
じりつ

意識
いしき

や在宅
ざいたく

志向
しこう

が高
たか

まる中
なか

で、施設
しせつ

や病院
びょういん

で生活
せいかつ

している重度
じゅうど

・重 複 障
ちょうふくしょう

がいのある人
ひと

も含
ふく

め、地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

を希望
きぼう

する人
ひと

が増加
ぞうか

し、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスだけではなく、医療的
いりょうてき

ケアや意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

など、障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

びその家族
かぞく

の求
もと

める支援
しえん

は多様化
た よ う か

しています。 

  地域
ちいき

での生活
せいかつ

を希望
きぼう

する障
しょう

がいのある人
ひと

が、生涯
しょうがい

を通
つう

じて自
みずか

らの選択
せんたく

により、一人
ひとり

ひとりのニー

ズに沿
そ

った必要
ひつよう

なサービスを利用
りよう

しながら、地域
ちいき

での生活
せいかつ

を継続
けいぞく

できるよう、身近
みぢか

な相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

や

生活
せいかつ

を支
ささ

える福祉
ふくし

サービスの充 実
じゅうじつ

を図
はか

ることが必要
ひつよう

です。 

 

【考
かんが

え方
かた

】 

どこに住
す

んでいても、自
みずか

らの決定
けってい

に基
もと

づき、身近
みぢか

な地域
ちいき

で日常
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

を営
いとな

むことのでき

る体制
たいせい

を整備
せいび

します。 

また、在宅
ざいたく

サービスの量 的
りょうてき

・質的
しつてき

充 実
じゅうじつ

を図
はか

り、施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

等
とう

の地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

を推進
すいしん

します。 

 

(1) 生活
せいかつ

支援
しえん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

する障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こうれいか

や重度化
じゅうどか

、さらには、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、

障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える機能
き の う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 
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・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

支援
し え ん

のため、施設
し せ つ

や病院
びょういん

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

や地域
ち い き

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

に対応
たいおう

したサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

を整
ととの

え、障
しょう

がいのある人
ひと

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

えるシステムを実現
じつげん

する

ための地域
ち い き

生活
せいかつ

の拠点
きょてん

づくりを進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 

・ 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

については、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

や親元
おやもと

からの自立
じ り つ

等
とう

に関
かん

する相談
そうだん

、一人暮
ひ と り く

らしのため

の体験
たいけん

の機会
き か い

や場
ば

の提供
ていきょう

、ショートステイを活用
かつよう

した緊急時
きんきゅうじ

の受
う

け入れ
い

、支
ささ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

や専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

、コーディネーターの配置
は い ち

などにより、地域
ちいき

の実情
じつじょう

に応
おう

じた創
そう

意
い

工夫
くふう

により整備
せいび

し、障
しょう

がいの

ある人
ひと

の生活
せいかつ

を地域
ちいき

全体
ぜんたい

で支
ささ

えるサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

を構築
こうちく

することが必要
ひつよう

です。 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

の拠点
きょてん

づくりを進
すす

めるには、市町村
しちょうそん

の協議会
きょうぎかい

などにおいて、障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

、

支援
し え ん

者
しゃ

などが参画
さんかく

して、各
かく

地域
ち い き

の既存
き ぞ ん

の資源
し げ ん

を活用
かつよう

するなど、実情
じつじょう

に応
おう

じた整備
せ い び

方法
ほうほう

について検討
けんとう

す

ることが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

①  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

の整備
せ い び

・充 実
じゅうじつ

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

などに備
そな

えるとともに、地域
ちいき

移行
いこう

を進
すす

めるため、重度障
じゅうどしょう

がいにも対応
たいおう

できる専門性
せんもんせい

を有
ゆう

し、地域
ちいき

生活
せいかつ

において障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
かぞく

の緊
きん

急事態
きゅうじたい

に対応
たいおう

を図
はか

るため、「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の拠点
きょてん

」を市町村
しちょうそん

において整備
せ い び

します。 

・ 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「相談
そうだん

」「緊 急
きんきゅう

時
じ

の受
う

け入れ・対応
たいおう

」「体験
たいけん

の機
き

会
かい

・場
ば

」「専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の確保
かくほ

・

養成
ようせい

」「地域
ちいき

の体制
たいせい

づくり」などの５つの機能
きのう

を備
そな

え、緊急
きんきゅう

時
じ

の迅速
じんそく

・確実
かくじつ

な相談
そうだん

支援
しえん

の実施
じっし

・短期
たんき

入所
にゅうしょ

等
とう

を活用
かつよう

し、地域
ちいき

における生活
せいかつ

の安心感
あんしんかん

を担保
たんぽ

する機能
きのう

を備
そな

えるとともに、体験
たいけん

の機会
きかい

の提供
ていきょう

を通
つう

じて、施設
しせつ

や親元
おやもと

からグループホームなどへの生活
せいかつ

の場
ば

へ移行
いこう

をしやすくする体制
たいせい

を整備
せいび

します。 

・ 原則
げんそく

５つの機能
きのう

すべてを備
そな

えることとしますが、必要
ひつよう

な機能
きのう

やその充足
じゅうそく

の程度
ていど

については、地域
ちいき

の

実情
じつじょう

を踏
ふ

まえて判断
はんだん

し整備
せいび

を進
すす

めるよう、市町村
しちょうそん

に対
たい

し必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

います。 

・ 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

の運営
うんえい

や機能
きのう

の充実
じゅうじつ

にあたっては、市町村
しちょうそん

の協
きょう

議会
ぎかい

等
とう

において、十分
じゅうぶん

に

検討
けんとう

するものとします。 

・ 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

については、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

での支援
し え ん

が可能
か の う

となるよう、道内
どうない

のすべての市町村
しちょうそん

に

整備
せ い び

することとします。 

・ 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

を地域
ち い き

においてどのような体制
たいせい

を構築
こうちく

するかなどの、目指
め ざ

すべき整備
せ い び

方針
ほうしん

や、

体制
たいせい

や機能
き の う

が地域
ち い き

の実情
じつじょう

に適
てき

しているか、地域
ち い き

の課題
か だ い

に対応
たいおう

できているかなど、必要
ひつよう

な見直
み な お

しや効果的
こうかてき

な運営
うんえい

の継続
けいぞく

の検討
けんとう

にあたっては、市町村
しちょうそん

協議会
きょうぎかい

等
とう

を十分
じゅうぶん

に活用
かつよう

し、地域
ちいき

のニーズ、既
き

存
ぞん

のサービス

の整備
せいび

状 況
じょうきょう

など地域
ちいき

の個
こ

別
べつ

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じ進
すす

めます。 

・ 広域
こういき

、分散
ぶんさん

型
がた

の地域
ち い き

特性
とくせい

を踏
ふ

まえ、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の生活
せいかつ

をより身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支
ささ

える核
かく

として機能
き の う

が十分
じゅうぶん

に図
はか

られるよう、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

に関
かか

わるすべての機関
き か ん

及
およ

び人材
じんざい

の有機的
ゆうきてき

な結
むす

びつきを

強化
きょうか

し、高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

などの他
た

施策
し さ く

や他
た

職種
しょくしゅ

と連携
れんけい

した整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

・ 市町村
しちょうそん

によって利用
り よ う

者
しゃ

の状 況
じょうきょう

やサービス事業者
じぎょうしゃ

の整備
せ い び

状 況
じょうきょう

が異
こと

なることなどから、複数
ふくすう

市町村
しちょうそん

に

よる共同
きょうどう

整備
せ い び

も検討
けんとう

しながら整備
せ い び

を進
すす

めます。 

なお、複数
ふくすう

市町村
しちょうそん

による共同
きょうどう

整備
せ い び

の検討
けんとう

に当
あ

たっては求
もと

めに応じて、各圏域
かくけんいき

に設置
せっち

する、「障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

圏域
けんいき

連絡
れんらく

協議会
きょうぎかい

」の場
ば

の活用
かつよう

や、地域
ち い き

づくりコーディネーターが支援
し え ん

します。 

・ 整備
せいび

の促進
そくしん

や機能
きのう

の充
じゅう

実
じつ

に資
し

するよう、市町村
しちょうそん

における好事例
こうじれい

の紹介
しょうかい

など必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

い、
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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

の整備
せ い び

に向
む

けた取組
とりくみ

が進
すす

んでいない市町村
しちょうそん

においては、既
すで

に整備
せ い び

が進
すす

んでいる地域
ち い き

の事例
じ れ い

等
とう

も参考
さんこう

とし、地域
ち い き

におけるニーズの把握
は あ く

や課題
か だ い

の整理
せ い り

を行
おこな

い、積極的
せっきょくてき

な整備
せ い び

に努
つと

め、道
どう

にお

いても、整備
せ い び

に向
む

けて検討
けんとう

を促
うなが

すとともに、地域
ち い き

の現状
げんじょう

や課題
か だ い

等
とう

を把握
は あ く

し共有
きょうゆう

するなど、継続的
けいぞくてき

な

支援
し え ん

を図
はか

ります。 

 

図
ず

10 【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

の整備
せ い び

イメージ】 

 
 

 

・ 「相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

」「専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の確保
かくほ

・養成
ようせい

」「地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり」の機能
き の う

については、「基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター」「委託
いたく

相談
そうだん

事業
じぎょう

」「特定
とくてい

相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

」とともに、地域
ちいき

定着
ていちゃく

支援
しえん

を活用
かつよう

してコーディネー

ターを配置
はいち

し、緊 急
きんきゅう

時
じ

支援
しえん

に備
そな

え、事前
じぜん

に支援
しえん

の必要
ひつよう

な障
しょう

がいのある人
ひと

の把握
はあく

・登録
とうろく

や連絡
れんらく

体制
たいせい

を

確保
かくほ

し、必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

う体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

・ 「体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

」の機能
きのう

の確保
か く ほ

については、本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

や障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じたグループホーム

やアパートなど、多様
た よ う

な住
す

まいの確保
か く ほ

について市町村
しちょうそん

に対
たい

し必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

の自立
じ り つ

に向
む

けて、グループホーム等
とう

の活用
かつよう

による一人暮
ひ と り ぐ

らしの体験
たいけん

ができる場
ば

の拡充
かくじゅう

を図
はか

ります。 

・ 「緊急時
きんきゅうじ

の受
う

け入
い

れ・対応
たいおう

」の機能
き の う

については、家族
か ぞ く

の休息
きゅうそく

（レスパイト）や緊急時
きんきゅうじ

の一時
い ち じ

保護
ほ ご

対応
たいおう

のため、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

を活用
かつよう

するなどの、連携
れんけい

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

・ 協
きょう

議会
ぎかい

等
とう

を活用
かつよう

し、年
ねん

1回以上
いじょう

、支援
しえん

の実績
じっせき

等
とう

を踏
ふ

まえ、運用
うんよう

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

・検討
けんとう

を行
おこな

います。 

 

② 生涯
しょうがい

を通
つう

じた支援
しえん

の確保
かくほ

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

なサービスを利用
りよう

しながら安心
あんしん

して地域
ちいき

で暮
く

らすためには、生涯
しょうがい

を通
つう

じた

支援
しえん

が必要
ひつよう

であることから、地域
ちいき

自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

などを中心
ちゅうしん

に、市町村
しちょうそん

や教育
きょういく

委員会
いいんかい

をはじめ、

 

  

 

 

 

 

 

○ 総 合
そうごう

・ 専 門
せんもん

相 談
そうだん

 

○地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

 

○権利
けんり

擁護
ようご

・ 虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

 

○ 相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

の 強 化
きょうか

の 取 組
とりくみ

 

 ・ 専 門 的
せんもんてき

人 材
じんざい

育 成
いくせい

 

 ・ 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

への 専 門 的
せんもんてき

指導
しどう

・ 助 言
じょげん

 等
とう

 

基幹
きかん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター    

 

相談員
そうだんいん

 

体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

の提 供
ていきょう

 
（GH やサービスの体 験

たいけん
利用
りよう

） 

専門的
せ ん も ん て き

人材
じ ん ざ い

の確保
か く ほ

・養成
よ う せ い

 
（障

しょう

がいの基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの 

取
と

り組
く

みも含
ふく

む） 

緊急
きんきゅう

時
じ

の受入
う け い れ

・対応
た い お う

 

（短期
たんき

入 所
にゅうしょ

・日 中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

の活用
かつよう

や 

医療
いりょう

機関
きかん

への連絡
れんらく

） 

地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり 

（コーディネーター配置
はいち

等
とう

による対 応
たいおう

） 

居 住
きょじゅう

 

支援
し え ん

 

機能
き の う

 

(GH 

 等
とう

) 

 

 

【必要
ひつよう

な機能
き の う

】 地域
ち い き

支援
し え ん

機能
き の う

 
 

市町村
しちょうそん

への支援
し え ん

 

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

【市町村
しちょうそん

（単独
たんどく

・複数
ふくすう

含
ふく

む）】 

協議会等
きょうぎかいとう

（運営
うんえい

や機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

などの検討
けんとう

） 

相談

そうだん

支援

し え ん

機能

き の う

 

又
また

は 拠点
きょてん

コーディネーター 

拠点
きょてん

構成
こうせい

市町村
しちょうそん

の資源
し げ ん

を活用
かつよう

 

拠
点

き
ょ
て
ん

構
成

こ
う
せ
い

市
町
村
外

し
ち
ょ
う
そ
ん
が
い

の
資
源

し

げ

ん

も
活
用
可

か

つ

よ

う

か 

総合
そうごう

振興 局
しんこうきょく

及
およ

び振興 局
しんこうきょく

【１４圏域
けんいき

】及
およ

び地域
ち い き

づくりコーディネーター【21障
しょう

がい福祉圏域
ふくしけんいき

】 

総合
そ う ご う

振興局
し ん こ う き ょ く

及び
お よ び

振興局
し ん こ う き ょ く

【１４圏域
けんいき

】及び
お よ び

地域
ち い き

づくりコーディネーター【21障
しょう

がい福祉圏域
ふ く し け ん い き

】 
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保健
ほけん

、医療
いりょう

、福祉
ふくし

、労働
ろうどう

、経済
けいざい

その他
た

地域
ちいき

の関係
かんけい

機関
きかん

が連携
れんけい

して支援
しえん

する体制
たいせい

づくりを促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が生 涯
しょうがい

を通
つう

じて必要
ひつよう

な医療
いりょう

を受
う

けることができるよう、医
い

療
りょう

機関
きかん

と相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

との連携
れんけい

の強化
きょうか

に取
と

り組
く

むなど、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた受
じゅ

診
しん

しやすい環境
かんきょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めま

す。 

 

(2) 相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

・地域
ちいき

移行
いこう

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 「希望
き ぼ う

するすべての障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らせる社会
しゃかい

づくり」を進
すす

めるためには、相談
そうだん

支援
し え ん

を中心
ちゅうしん

とする地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

が抱
かか

える複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

を把握
は あ く

し、適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

サービス等
とう

につなげるとともに、市町村
しちょうそん

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、その他
た

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

・ 障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

についても、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において、障
しょう

がいの気
き

づきの段階
だんかい

から、障
しょう

がいのある

人
ひと

に対
たい

する相談
そうだん

支援
し え ん

と同様
どうよう

に、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

に対
たい

する継続的
けいぞくてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

う

とともに、質
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

りながら、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する相談
そうだん

支援
し え ん

へ円滑
えんかつ

に移行
い こ う

でき

るよう、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

が必要
ひつよう

です。 

・ 全国
ぜんこく

と比較
ひ か く

しても施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

者
しゃ

が多
おお

い北海道
ほっかいどう

において入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を促進
そくしん

するた

めには、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

者
しゃ

の意向
い こ う

把握
は あ く

、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

者
しゃ

に対
たい

する地域
ち い き

生活
せいかつ

に関
かん

する説明
せつめい

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の体験
たいけん

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

と受入
うけいれ

地域
ち い き

との連携
れんけい

、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

後
ご

のフォローなど関係
かんけい

者
しゃ

が連携
れんけい

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

促進
そくしん

を図
はか

ることが必要
ひつよう

です。 

・ 相談
そうだん

支援
しえん

の窓口
まどぐち

が、障
しょう

がいのある人
ひと

にとって相談
そうだん

しやすいものとなるよう、当事者
とうじしゃ

の気持
き も

ちに寄
よ

り

添
そ

い、きめ細
こま

やかな対応
たいおう

ができるピアサポーターなどの活用
かつよう

を図
はか

り、その活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

・ 市町村
しちょうそん

が配置
はいち

する障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

、精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

家族
かぞく

相談員
そうだんいん

、難病
なんびょう

相談員
そうだんいん

、民生
みんせい

委員
いいん

・児童
じどう

委員
いいん

や道
どう

が設置
せっち

する地域
ちいき

相談員
そうだんいん

等
など

への情 報
じょうほう

の提供
ていきょう

や研修
けんしゅう

による資質
ししつ

の向上
こうじょう

を図
はか

り、障
しょう

がいのある

人
ひと

やその家族
かぞく

等
とう

が身近
みぢか

な地域
ちいき

で相談
そうだん

できる体制
たいせい

や機能
きのう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 保健所
ほけんじょ

に心
こころ

の健康
けんこう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

を設置
せっち

するとともに、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

センターと連携
れんけい

して市町村
しちょうそん

や関係
かんけい

機関
きかん

に対
たい

する支援
しえん

を行うほか、訪問
ほうもん

による生活
せいかつ

指導
しどう

を実施
じっし

するなど、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

に対
たい

する相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

  また、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

、地域
ちいき

住民
じゅうみん

等
とう

を対象
たいしょう

とした講習会
こうしゅうかい

などを開催
かいさい

し、精神
せいしん

疾患
しっかん

や障
しょう

がいに対
たい

する知識
ちしき

の普及
ふきゅう

に図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

が抱
かか

える複合的
ふくごうてき

な課題
か だ い

を把握
は あ く

し、適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

サービス等
とう

につなげるとともに、市町村
しちょうそん

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、その他
た

関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

を支
ささ

える相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

への相談
そうだん

支援
し え ん

は、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

する相談
そうだん

支援
し え ん

（基本
き ほ ん

相談
そうだん

支援
し え ん

、

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

等
など

）、市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

する相談
そうだん

支援
し え ん

（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

、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

セン
せ ん

ター
た ー

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター
せ ん た ー

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

）など、相談
そうだん

内容
ないよう

に応
おう

じ、専門的
せんもんてき

な窓口
まどぐち

を設置
せ っ ち

し、対応
たいおう

する体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 相談
そうだん

支援
しえん

機能
きのう

については、その目指
め ざ

す姿
すがた

として「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

づき策定
さくてい

した「地域
ちいき
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づくりガイドライン」をもとに、それぞれの地域
ちいき

を支援
しえん

します。その際
さい

、障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

の観点
かんてん

から、

地域
ちいき

の課題
かだい

やニーズ
に ー ず

を把握
はあく

し、検 証
けんしょう

・評価
ひょうか

を行
おこな

うとともに、その解決
かいけつ

に向
む

け、市町村
しちょうそん

や相談
そうだん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

が一体
いったい

となり、あらゆる地域
ちいき

資源
しげん

を活用
かつよう

しながら、更
さら

なる強化
きょうか

・充実
じゅうじつ

に向
む

けて取
と

り組
く

み

ます。 

・ 地域
ちいき

において、障
しょう

がいのある人
ひと

の基本
きほん

相談
そうだん

支援
しえん

、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
しえん

等
とう

を担
にな

う相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

を養成
ようせい

し、

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の支援
しえん

スキルやサービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

等
とう

について適切
てきせつ

に評価
ひょうか

・助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

い相談
そうだん

支援
し え ん

の

質
しつ

の確保
か く ほ

を図
はか

るために、事業所
じぎょうしょ

や地域
ち い き

において指導的
しどうてき

役割
やくわり

を担
にな

い、相談
そうだん

支援
し え ん

の仕組
し く

みを支
ささ

える中核的
ちゅうかくてき

な人材
じんざい

として主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

を養成
ようせい

します。 

・ 障
しょう

がいのある高齢者
こうれいしゃ

への迅速
じんそく

なサービス調整
ちょうせい

が行
おこな

えるよう、介護
かいご

支援
しえん

専門員
せんもんいん

（ケアマネージャ

ー）や地域
ちいき

包括
ほうかつ

支援
しえん

センター等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

ります。 

・ 地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

強化
きょうか

の取組
とりくみ

や地域
ち い き

の相談事
そうだんじ

業者
ぎょうしゃ

への専門的
せんもんてき

な助言
じょげん

（関係
かんけい

する相談
そうだん

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

、事例
じ れ い

の検証
けんしょう

）、 地域
ち い き

移行
い こ う

・地域定着
ちいきていちゃく

の促進
そくしん

の取組
とりくみ

等
とう

を行
おこな

う基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターや虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター、権利
け ん り

擁護
よ う ご

センターなど市町村
しちょうそん

が設置
せ っ ち

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

の整備
せ い び

や充
じゅう

実
じつ

を推進
すいしん

します。 

・ 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」の整備
せ い び

や機能
きのう

の充実
じゅうじつ

にあたっては、地域
ち い き

づくりコーデ

ィネーターが支援
しえん

し、市町村
しちょうそん

の協議会
きょうぎかい

で十分
じゅうぶん

な議論
ぎ ろ ん

を行
おこな

い、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に合
あ

ったものを整備
せ い び

できる

よう進
すす

めます。 

  また、地域
ちいき

の実 情
じつじょう

に応
おう

じ、複数
ふくすう

市町村
しちょうそん

など広域
こういき

での設置
せっち

を促進
そくしん

します。 

 

〈地域
ち い き

づくりガイドラインについて〉 

地域
ち い き

づくりガイドラインとは、北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

第
だい

22条
じょう

により、地域
ち い き

間
かん

の福祉
ふ く し

サービス等
とう

の格差
か く さ

及
およ

び障
しょう

がいの有無
う む

や程度
て い ど

による社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

の不均衡
ふきんこう

の是正
ぜ せ い

を図
はか

りながら、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

ましい事項等
じこうとう

の基本的
きほんてき

な指針
し し ん

を定
さだ

めたもので

あり、次
つぎ

の項目
こうもく

が盛
も

り込
こ

まれています。 

１ 地域
ち い き

で暮
く

らす障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の確保
か く ほ

 

２ ネットワークの構築
こうちく

（市町村
しちょうそん

の協議会
きょうぎかい

の設置
せ っ ち

・運営
うんえい

） 

３ 障
しょう

がい者
しゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

の支援
し え ん

に関
かん

する社会
しゃかい

資源
し げ ん

の実態
じったい

把握
は あ く

 

４ 地域
ち い き

住民
じゅうみん

と関係
かんけい

者
しゃ

との連携
れんけい

した障
しょう

がい者
しゃ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の確保
か く ほ

（災害時
さいがいじ

の支援
し え ん

を含
ふく

む） 

５ 障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

６ その他
た

（市町村
しちょうそん

の協議会
きょうぎかい

の機能
き の う

の確保
か く ほ

） 

 

・ 市町村
しちょうそん

における相談
そうだん

支援
し え ん

や権利擁護
け ん り よ う ご

を充実
じゅうじつ

するため、当事者
とうじしゃ

の気持
き も

ちに寄
よ

り添
そ

い、きめ細
こま

やかな支援
し え ん

ができるピアサポーター・ピアスタッフの活動
かつどう

を推進
すいしん

します。 

・ 道
どう

の地域
ち い き

相談
そうだん

員
いん

及
およ

び市町村
しちょうそん

の障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

員
いん

等
とう

に対
たい

する相談
そうだん

技術
ぎじゅつ

向上
こうじょう

のための研修
けんしゅう

を実施
じっし

し、資質
ししつ

の向上
こうじょう

を図
はか

り、障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
かぞく

等
など

が身近
みぢか

な地域
ちいき

で相談
そうだん

できる体制
たいせい

や機能
きのう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り

ます。 

・ 市町村
しちょうそん

職員
しょくいん

においては、適切
てきせつ

な支援
し え ん

の提供
ていきょう

が障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

に資
し

することも

踏
ふ

まえ、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

における障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

及
およ

び介護
か い ご

給付
きゅうふ

費
ひ

等
とう

の支給
しきゅう

決定
けってい

事務
じ む

に係
かか

る業務
ぎょうむ

を適切
てきせつ

かつ主体的
しゅたいてき

に実施
じ っ し

するため、一定
いってい

の専門的
せんもんてき

知見
ち け ん

を身
み

につけるとともに、制度
せ い ど

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め

ることが必要
ひつよう

であることから、その知識
ち し き

の習得
しゅうとく

に向
む

けて支援
し え ん

します。 
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②  専門的
せんもんてき

支援
し え ん

 

・  発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

やその家族
かぞく

に対
たい

する専門的
せんもんてき

な支援
しえん

体制
たいせい

を強化
きょうか

するため、市町村
しちょうそん

や地域
ち い き

の

相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

で対応
たいおう

が困難
こんなん

なケースについては、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

）センターが、市町村
しちょうそん

等
とう

への後方
こうほう

支援
しえん

を行うことで、発達障
はったつしょう

がいに関
かん

する地域
ちいき

の相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

を推進
すいしん

します。 

・ 市町村
しちょうそん

が進
すす

める発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある子
こ

どもの相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

づくりを支援
し え ん

し、市町村
しちょうそん

が指定
し て い

す

る指定
し て い

障害
しょうがい

児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を中心
ちゅうしん

とした支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みます。 

・ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を希望
きぼう

する障
しょう

がいのある人
ひと

に対し
たいし

、就労
しゅうろう

を促進
そくしん

及
およ

び安定
あんてい

を図る
はか  

ため、就労
しゅうろう

面
めん

と生活
せいかつ

面
めん

を一体的
いったいてき

に支援
し え ん

する「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」を中心
ちゅうしん

とした相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り

ます。 

 

図
ず

11 【相談
そうだん

支援
し え ん

の体系
たいけい

】 
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図
ず

12 【基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター】 

 
 

③ 地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

定 着
ていちゃく

の促進
そくしん

 

・ 市町村
しちょうそん

、一般
いっぱん

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

、施設
しせつ

などが連携
れんけい

する地域
ちいき

移行
いこう

、地域
ちいき

定着
ていちゃく

の取組
とりくみ

が円滑
えんかつ

に進
すす

むよ

う、相談
そうだん

支援
しえん

従事者
じゅうじしゃ

の養成
ようせい

や必要
ひつよう

な相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

の指定
してい

などに取
と

り組
く

みます。 

・ 地域
ち い き

づくりコーディネーターの支援
しえん

により、各
かく

地域
ち い き

の基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、ピア

サポーター等
とう

の関係
かんけい

者
しゃ

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

を進
すす

めます。 

・ 関係団体
かんけいだんたい

等
とう

からの協 力
きょうりょく

を得
え

ながら定期的
ていきてき

に施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

者
しゃ

の意向
い こ う

把握
は あ く

が行
おこな

われるような取組
とりくみ

を進
すす

め

ます。 

・ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

と相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が連携
れんけい

し、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

と個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

により的確
てきかく

に入所
にゅうしょ

者
しゃ

の

意向
い こ う

を把握
は あ く

するとともに、市町村
しちょうそん

のサービスの支給
しきゅう

事務
じ む

を進
すす

める上
うえ

においても実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

を

行
おこな

うことを通
つう

じて、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

のための支援
し え ん

を進
すす

めます。 

・ 障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

から障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスへの円滑
えんかつ

な支援
し え ん

の移行
い こ う

については、市町村
しちょうそん

、施設
し せ つ

、学校
がっこう

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所等
じぎょうしょとう

が連携
れんけい

、協議
きょうぎ

する体制
たいせい

を整備
せ い び

し、本人
ほんにん

の意思
い し

を尊重
そんちょう

し、適
てき

した進路
し ん ろ

支援
し え ん

に

取
と

り組
く

んでいきます。 

・ 救護
きゅうご

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

については、関係
かんけい

機関
き か ん

と協議
きょうぎ

、連携
れんけい

しなが

ら取
と

り組
く

んでいきます。 

・ 矯正
きょうせい

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している障
しょう

がいがあって自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることが困難
こんなん

な人
ひと

に対
たい

しては、退所後
たいしょご

、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の支援
しえん

に繫
つな

がるよう、地域
ちいき

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

支援
しえん

センターが、矯正
きょうせい

施設
し せ つ

、保護
ほ ご

観察所
かんさつじょ

、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

・協働
きょうどう

することにより、社会
しゃかい

復帰
ふっき

や地域
ちいき

生活
せいかつ

への定着
ていちゃく

を支援
しえん

します。 

・ 矯正
きょうせい

施設
し せ つ

を退所
たいしょ

した障
しょう

がいのある人
ひと

を受
う

け入
い

れる障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

に対
たい

し、地域
ち い き

生活
せいかつ
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定着
ていちゃく

支援
し え ん

センターによる体制
たいせい

整備
せ い び

の助言
じょげん

や研修
けんしゅう

などを行
おこな

い、地域
ち い き

の支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

を推進
すいしん

します。 

  

(3) 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス・地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ちいき

で安心
あんしん

して暮
く

らせるように、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス・地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 住
す

まいの場
ば

の確保等
とう

 

・ 地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

に配慮
はいりょ

し、重度障
じゅうどしょう

がいのある人
ひと

も利用
りよう

できるグループホームなどの計画的
けいかくてき

な整備
せいび

を

促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が賃貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

などの生活
せいかつ

の場
ば

を確保
かくほ

できるよう、入居
にゅうきょ

受入
うけい

れについて、住宅
じゅうたく

所有者
しょゆうしゃ

や不
ふ

動産業
どうさんぎょう

関係
かんけい

団体
だんたい

などの理解
りかい

が促進
そくしん

されるよう努
つと

めます。 

 

② 日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービスの充 実
じゅうじつ

 

・ 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

などを確保
かくほ

するため、自立
じりつ

訓練
くんれん

や就労
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

等
など

の整備
せいび

を促進します。 

・ 地域
ちいき

の医療
いりょう

機関
きかん

との連携
れんけい

により、医療的
いりょうてき

ケアなどを必要
ひつよう

とする障
しょう

がいのある子
こ

どもや障
しょう

がいのあ

る人
ひと

が日中
にっちゅう

活動
かつどう

に参加
さんか

したり、家族
かぞく

が一時的
いちじてき

な休憩
きゅうけい

（レスパイト）ができるよう、地域
ちいき

の支援
しえん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に向
む

けた取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 

・ 市町村
しちょうそん

が地域
ちいき

の実 情
じつじょう

に応
おう

じ実施
じっし

する地域
ちいき

活動
かつどう

支援
しえん

センターや日中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

などの地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の取組
とりくみ

を支援します。 

 

③ 地域
ちいき

生活
せいかつ

を支
ささ

えるサービス基盤
きばん

の充 実
じゅうじつ

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

なサービスを利用
りよう

しながら、地域
ちいき

での生活
せいかつ

を継続
けいぞく

させるため、入所
にゅうしょ

施設
しせつ

の

有
ゆう

する人材
じんざい

、ノウハウなどを活用
かつよう

する取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

がどこに暮
く

らしていてもニーズや障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた必要
ひつよう

なサービスが受
う

けられ

るよう、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

などの訪問
ほうもん

系
けい

サービスや短期
たんき

入所
にゅうしょ

の計画的
けいかくてき

な基盤
きばん

整備
せいび

を促進
そくしん

しま

す。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の移動
いどう

に関
かん

する支援
しえん

（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

・行動
こうどう

援護
えんご

・同行
どうこう

援護
えんご

・移動
いどう

支援
しえん

）

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、身体障
しんたいしょう

がい者用
しゃよう

自動車
じどうしゃ

の改造
かいぞう

など市町村
しちょうそん

が 行
おこな

う地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

を

支援
しえん

します。 

・ ホームヘルプサービス、ショートステイ、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

の給付
きゅうふ

など、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

を対象
たいしょう

とした在宅
ざいたく

福祉
ふくし

サービスの充 実
じゅうじつ

に努
つと

めるほか、難病
なんびょう

の特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

を促進
そくしん

します。  

・ 高齢化
こうれいか

の進展
しんてん

などにより、介護
かいご

や医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする障
しょう

がいのある人
ひと

が増加
ぞうか

しており、国
くに

の

制度
せいど

見直
みなお

しに合わせ、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

に対応
たいおう

した取組
とりくみ

を進
すす

めます。  

・ 身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

の移動
いどう

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

をサポートする身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほじょ

犬
けん

（盲導犬
もうどうけん

・介助
かいじょ

犬
けん

・

聴
ちょう

導
どう

犬
けん

）の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

め、道民
どうみん

の理解
りかい

や身体
しんたい

に障
しょう

がいのある人
ひと

などの利用
りよう

の促進
そくしん

を図
はか

るととも

に、その育成
いくせい

等
とう

を促進
そくしん

します。 

・ 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

等
など

の割引
わりびき

制度
せいど

などの充実
じゅうじつ

について、国
くに

など関係
かんけい

機関
きかん

等
とう

への
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要請
ようせい

に努
つと

めます。 

 

④ 障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

機能
きのう

の充 実
じゅうじつ

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

において、自立
じりつ

訓練
くんれん

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

、短期
たんき

入所
にゅうしょ

などを実施
じっし

し、地域
ちいき

で生活
せいかつ

する

障
しょう

がいのある人
ひと

を支援
しえん

する取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こうれいか

や重度化
じゅうどか

などに対応
たいおう

した介護
かいご

や医療的
いりょうてき

ケアなどのサービスが確保
かくほ

できる

よう、施設
しせつ

設備
せつび

の充 実
じゅうじつ

などについて国
くに

への要請
ようせい

に努
つと

めます。 

 

⑤ 道立
どうりつ

施設
しせつ

の機能
きのう

強化
きょうか

 

・ 子
こ

ども総合
そうごう

医療
いりょう

・療 育
りょういく

センターにおいて、ハイリスクの胎児
たいじ

や新生児
しんせいじ

に対
たい

する特殊
とくしゅ

な周産期医療
しゅうさんきいりょう

を提
てい

供
きょう

する特定機能周産期母子医療
とくていきのうしゅうさんきぼしいりょう

センター、先天性
せんてんせい

心
しん

疾患
しっかん

等
など

への高度
こうど

医療
いりょう

を提
てい

供
きょう

する循
じゅん

環
かん

器
き

病
びょう

センター、医学的
いがくてき

リハビリテーション等
とう

を提供
ていきょう

する総合発達
はったつ

支援
しえん

センターとして、医療
いりょう

部門
ぶもん

と療
りょう

育
いく

部
ぶ

門
もん

が連携
れんけい

し複合的
ふくごうてき

なサービスの提供
ていきょう

に努めます。 

・ 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

、児童
じどう

相談所
そうだんじょ

、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

センター等
とう

における専門的
せんもんてき

な相談に対応
たいおう

す

る機能
きのう

の充 実
じゅうじつ

や関係
かんけい

相互
そうご

の連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

り、きめ細
こま

かな情報
じょうほう

提供
ていきょう

や支援
しえん

が行
おこな

えるよう努
つと

めます。 

 

⑥ 福祉
ふくし

用具
ようぐ

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

、利用
りよう

支援
しえん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

や介護者
かいごしゃ

の負担
ふたん

を軽減
けいげん

する上
うえ

で、重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を果
は

たす補
ほ

装具
そうぐ

の効果的
こうかてき

な利用
りよう

を

促進
そくしん

するため、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

及
およ

び支所
ししょ

において、多種多様
たしゅたよう

な品目
ひんもく

や給付
きゅうふ

制度
せいど

の活用
かつよう

に関
かん

す

る情報
じょうほう

提供
ていきょう

や相談
そうだん

対応
たいおう

に努
つと

めます。 

・ 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

において、補
ほ

装具
そうぐ

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

情報
じょうほう

などの収 集
しゅうしゅう

を行い、市町村
しちょうそん

や

民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

への情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

に努
つと

めます。 

・ 技術
ぎじゅつ

開発
かいはつ

の進歩
しんぽ

が著しいＩＣＴ（情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）を活用
かつよう

し、重度
じゅうど

の障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

の

利便性
りべんせい

の向上
こうじょう

や社会
しゃかい

参加
さんか

が図
はか

られるよう、市町村
しちょうそん

における障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じたパソコン周辺
しゅうへん

機器
き き

やアプリケーションの普及
ふきゅう

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

 

(4) 生活
せいかつ

安定
あんてい

施策
しさく

の推進
すいしん

 

【推進
すいしん

の視点】 

・障
しょう

がいのある人
ひと

が地域で安心
あんしん

して暮らせるように生活
せいかつ

安定
あんてい

のための支援
しえん

が必要です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ 各種
かくしゅ

年金
ねんきん

等
など

の充 実
じゅうじつ

を国に働
はたら

きかけるとともに、制度
せいど

の周知に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の経済的自立
じりつ

と社会参加
さんか

を支援するため、生活
せいかつ

資金
しきん

、事業
じぎょう

を営むために必要
ひつよう

な資金
しきん

の貸付
かしつ

けを行います。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ちいき

で安心
あんしん

して暮
く

らせるよう、燃料費
ねんりょうひ

など冬
ふゆ

期間
きかん

の増
ぞう

嵩
こう

経費
けいひ

について、市
し

町
ちょう

村
そん

が行
おこな

う経済的
けいざいてき

支援
しえん

の取組
とりくみ

に対
たい

する支援
しえん

に努
つと

めます。 

 

(5) 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の指定
してい

、指導
しどう

監査
かんさ

の実施
じっし

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ちいき

生活
せいかつ

を支
ささ

える障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

が、適切
てきせつ

に提供
ていきょう

される体制
たいせい

を確保
かくほ

する
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ことが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

において適切
てきせつ

で良質
りょうしつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう、指定
してい

の際
さい

に

厳正
げんせい

な審査
しんさ

を実施
じっし

し、指定後
し て い ご

も利用者
りようしゃ

の人権
じんけん

擁護
ようご

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

、意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

のための体制
たいせい

整備
せいび

等
とう

、

適正
てきせい

な事業
じぎょう

運営
うんえい

の指導
しどう

に努めます
つと      

。 

 

 

５ サービス提供
ていきょう

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

 

(1) 住
す

まいの基盤
き ば ん

整備
せ い び

の充実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

において欠
か

かせない住
す

まいを基本
き ほ ん

としたサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 住
す

まいの確保
か く ほ

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が円滑
えんかつ

に地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

できるよう、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

施設
し せ つ

整備
せ い び

事業
じぎょう

などを活用
かつよう

し、グ

ループホームの計画
けいかく

的
てき

な整備
せ い び

を促進
そくしん

するほか、障
しょう

がいのある人
ひと

の安全
あんぜん

を図
はか

るため、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

におけ

る老朽化
ろうきゅうか

施設
し せ つ

に対
たい

する耐震化
たいしんか

整備
せ い び

などの防災
ぼうさい

対策
たいさく

や、ウイルス性
せい

感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

拡大
かくだい

防止
ぼ う し

を図
はか

る整備
せ い び

を

促進
そくしん

します。 

・ 相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や市町村
しちょうそん

等
とう

と連携
れんけい

し、施設
し せ つ

や病院
びょういん

から地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する障
しょう

がいのある人
ひと

の

居住
きょじゅう

の確保
か く ほ

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

います。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の見守
み ま も

り等
とう

を行
おこな

う相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

を活用
かつよう

することにより、公営
こうえい

住宅
じゅうたく

や民間
みんかん

住宅
じゅうたく

における一人暮
ひ と り ぐ

らしが可能
か の う

となる支援
し え ん

をします。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

まいを確保
か く ほ

できるよう、障
しょう

がいのある人
ひと

などの入
にゅう

居
きょ

を拒
こば

まない民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

である「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

（セーフティネット住宅
じゅうたく

）」や入
にゅう

居
きょ

相談
そうだん

、入
にゅう

居後
き ょ ご

の

見守
み ま も

りなどを行
おこな

う「住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

居住
きょじゅう

支援
し え ん

法人
ほうじん

」について、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

するな

どして、障
しょう

がいのある人
ひと

への利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を推進
すいしん

するためにも、グループホームをはじめとする多様
た よ う

な住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

について

市町村
しちょうそん

等
とう

に対
たい

して必要
ひつよう

な助言
じょげん

を行
おこな

います。 

 

② 環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

・ 「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

」などに基
もと

づき、誰
だれ

もが安心
あんしん

で快適
かいてき

に生活
せいかつ

できる福祉
ふ く し

のまちづくり

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

するとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

した建物
たてもの

づくりや、積雪
せきせつ

寒冷
かんれい

な地域
ち い き

に

おける必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

のほか、障
しょう

がいのある人
ひと

を含
ふく

むすべての人々
ひとびと

が、お互
たが

いに理解
り か い

を深
ふか

め、支
ささ

え合
あ

う「心
こころ

のバリアフリー」を推進
すいしん

し、福祉
ふ く し

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

も安心
あんしん

して暮
く

らせるよう、公
こう

営
えい

住宅
じゅうたく

等
とう

におけるユニバーサルデザインの普及
ふきゅう

促進
そくしん

を

進
すす

めます。 

 

(2) 日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービスの充実
じゅうじつ

 



50 

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 地域
ち い き

で生
い

き生
い

きと生活
せいかつ

できるよう、障
しょう

がいのある人
ひと

が希望
き ぼ う

する日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービスを保障
ほしょう

することが

必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 多
た

機能
き の う

型
がた

サービスの基盤
き ば ん

整備
せ い び

 

・ 身近
み ぢ か

な地域
ち い き

に必要
ひつよう

な日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を確保
か く ほ

するため、多
た

機能
き の う

型
がた

サービスの基盤
き ば ん

整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

 

② 日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の整備
せ い び

 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を進
すす

め、能力
のうりょく

や適性
てきせい

に応
おう

じた就労
しゅうろう

ができるよう、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

や、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

等
とう

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を確保
か く ほ

するため、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

施設
し せ つ

整備
せ い び

事業
じぎょう

などを活用
かつよう

し、

整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

・ 地域
ち い き

での自立
じ り つ

した生活
せいかつ

には、日中
にっちゅう

活動
かつどう

及
およ

び地域
ち い き

交流
こうりゅう

の場
ば

の充実
じゅうじつ

も必要
ひつよう

であることから、市町村
しちょうそん

に

おける地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターや日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

などの実施
じ っ し

を推進
すいしん

します。 

・ 地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

と連携
れんけい

し、重症心身障
じゅうしょうしんしんしょう

がいや在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある

人
ひと

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

への参加
さ ん か

や家族
か ぞ く

の休息
きゅうそく

（レスパイト）の確保
か く ほ

など地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

(3) 地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えるサービス基盤
き ば ん

の充実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

 ・障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

なサービスを利用
りよう

しながら、地域
ちいき

で生活
せいかつ

することができるようサービス基盤
きばん

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① サービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

なサービスを利用
り よ う

しながら、地域
ち い き

で生活
せいかつ

することができるよう、施設
し せ つ

機能
き の う

の

転換
てんかん

や介護
か い ご

保険法
ほけんほう

に基
もと

づく通所
つうしょ

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターなどの既存
き そ ん

社会
しゃかい

資源
し げ ん

のほか、地域
ち い き

づ

くり総合
そうごう

交付金
こうふきん

等
とう

を活用
かつよう

した施設
し せ つ

整備
せ い び

や人材
じんざい

育成
いくせい

などにより、地域
ち い き

特性
とくせい

を踏
ふ

まえた、取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

・ 地域
ち い き

での生活
せいかつ

や余暇
よ か

活動
かつどう

に欠
か

かせない移動
い ど う

に関
かん

する支援
し え ん

（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

・行動
こうどう

援護
え ん ご

・同行
どうこう

援護
え ん ご

・移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

）、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 身体
しんたい

障
しょう

がいのある人
ひと

の移動
い ど う

や日常生活
にちじょうせいかつ

をサポートする補助犬
ほじょけん

（盲導犬
もうどうけん

・介助犬
かいじょけん

・聴導犬
ちょうどうけん

）につい

て、道民
どうみん

の理解
り か い

や利用
り よ う

の促進
そくしん

を図
はか

るため普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

めるとともに、その育成
いくせい

等
とう

を推進
すいしん

します。 

・ ノンステップバスの導入
どうにゅう

促進
そくしん

など、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

が公共交通
こうきょうこうつう

機関
き か ん

を円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるよう、

移動
い ど う

・交通
こうつう

のバリアフリーを促進
そくしん

します。 

・ 道
どう

路
ろ

沿
ぞ

いや観光地
かんこうち

などでの車
くるま

いす使用
し よ う

者
しゃ

等
とう

が利用
り よ う

しやすい多
た

機能
き の う

トイレなどの整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する公共交通
こうきょうこうつう

機関
き か ん

の運賃割引
うんちんわりびき

制度
せ い ど

などについて、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

等
とう

も

対象
たいしょう

に加
くわ

えるよう、引
ひ

き続
つづ

き国
くに

や関係
かんけい

機関
き か ん

に要請
ようせい

します。 

 

② 地域
ち い き

の人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう
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・ 共生
きょうせい

の社会
しゃかい

づくりを進
すす

め、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた支援
し え ん

者
しゃ

の育成
いくせい

や市町村
しちょうそん

における地域
ち い き

での見守
み ま も

り活動
かつどう

等
とう

を推進
すいしん

します。 

・ ボランティアの育
いく

成
せい

等
とう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

め、道民
どうみん

や団体
だんたい

によるボランティア活動
かつどう

を促進
そくしん

します。 

・ 子
こ

ども、高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がいのある人
ひと

を問
と

わずだれもが暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくりのため、多様
た よ う

な事業
じぎょう

を

展開
てんかい

する地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。 

 

(4) 共生
きょうせい

型
かた

地域
ち い き

福祉
ふ く し

拠点
きょてん

の取組
とりくみ

推進
すいしん

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 道内
どうない

各
かく

地域
ち い き

において、障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に支
ささ

え合
あ

いながら暮
く

らすことのできる地域
ち い き

づく

りを広
ひろ

げるためには、高齢者
こうれいしゃ

やボランティアなど様々
さまざま

な地域
ち い き

住民
じゅうみん

が参画
さんかく

しながら制度
せ い ど

・分野
ぶ ん や

を超
こ

えて、

住民
じゅうみん

の生
い

きがいづくりや地域
ち い き

づくりに取
と

り組
く

む共生
きょうせい

型
がた

地域
ち い き

福祉
ふ く し

拠点
きょてん

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

することが必要
ひつよう

で

す。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 全国
ぜんこく

に比
くら

べ人口
じんこう

減少
げんしょう

や少
しょう

子
し

高齢化
こうれいか

が急
きゅう

速
そく

に進
すす

む本
ほん

道
どう

の特性
とくせい

を踏
ふ

まえ、複雑
ふくざつ

多様
た よ う

化
か

するニーズに

身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で対応
たいおう

していくため、住民
じゅうみん

同士
ど う し

の支
ささ

え合
あ

いなどにより地域
ち い き

課題
か だ い

の解決
かいけつ

などに取
と

り組
く

む共生
きょうせい

型
がた

地域
ち い き

福祉
ふ く し

拠点
きょてん

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

・ 基盤
き ば ん

整備
せ い び

、相談
そうだん

支援
し え ん

、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

、住
す

まいの場
ば

、就労
しゅうろう

などあらゆる場面
ば め ん

において、住民
じゅうみん

の主体的
しゅたいてき

な支
ささ

え合
あ

いを育
はぐく

み、暮
く

らしに安心
あんしん

感
かん

と生
い

きがいを生
う

み出
だ

していくため、介護
か い ご

保険法
ほけんほう

に基
もと

づく通所
つうしょ

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターなどの既存
き そ ん

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

のほか、地域
ち い き

づくり総合
そうごう

交付金
こうふきん

等
とう

を活用
かつよう

した施設
し せ つ

整備
せ い び

や人材
じんざい

育成
いくせい

などにより、地域
ち い き

特性
とくせい

を踏
ふ

まえた取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

・ 既存
き そ ん

の共生
きょうせい

型
がた

地域
ち い き

福祉
ふ く し

拠点
きょてん

における取組
とりくみ

事例
じ れ い

等
と う

をホームページで紹
しょう

介
かい

するなどして、市町村
しちょうそん

や

関係団体
かんけいだんたい

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

 

(5) 地域
ち い き

間
かん

格差
か く さ

の縮 小
しゅくしょう

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

がどこに暮
く

らしていても必要
ひつよう

なサービスが受
う

けられるよう、地域
ち い き

間
かん

の均衡
きんこう

に配慮
はいりょ

し

た基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 居住
きょじゅう

系
けい

サービス（施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

） 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

支援
し え ん

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、現在
げんざい

入所
にゅうしょ

している方
かた

について、円滑
えんかつ

に地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

が図
はか

られるような体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めるとともに、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がいのある人
ひと

の状 況
じょうきょう

を考慮
こうりょ

し、全道
ぜんどう

一
いち

圏域
けんいき

で広域的
こういきてき

に入所
にゅうしょ

定員
ていいん

の調整
ちょうせい

を行
おこな

います。 

 

② 居住
きょじゅう

系
けい

サービス（共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

）及
およ

び日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス 

・ グループホームなどの住
す

まいの場
ば

や、生活
せいかつ

介護
か い ご

及
およ

び就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

などの日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

については、

利用
り よ う

者
しゃ

の生活
せいかつ

圏域
けんいき

（通所
つうしょ

等
とう

によりサービスの相互
そ う ご

利用
り よ う

が可能
か の う

な単位
た ん い

）に着目
ちゃくもく

してサービスの基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進
すす

める必要
ひつよう

があることから、障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

圏域
けんいき

単位
た ん い

で必要
ひつよう

なサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

について調整
ちょうせい

を
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行
おこな

います。 

 

③ 訪問系
ほうもんけい

サービス及
およ

び相談
そうだん

支援
し え ん

 

・ 居宅
きょたく

介護
か い ご

などの訪問系
ほうもんけい

サービスについては、在宅
ざいたく

において提供
ていきょう

することを基本
き ほ ん

とすることから、

市町村
しちょうそん

単位
た ん い

で地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

に合
あ

わせて、必要
ひつよう

なサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

について調整
ちょうせい

を

行
おこな

います。 

・ 相談
そうだん

支援
し え ん

については、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の観点
かんてん

から、市町村
しちょうそん

単位
た ん い

で必要
ひつよう

な体制
たいせい

整備
せ い び

について調整
ちょうせい

を行
おこな

います。 

 

④ 調整
ちょうせい

の方法
ほうほう

 

・ 圏域
けんいき

ごとに設置
せ っ ち

している障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

圏域
けんいき

連絡
れんらく

協議会
きょうぎかい

において、入所
にゅうしょ

（入院
にゅういん

）・通所
つうしょ

・居宅
きょたく

な

どのサービス基盤
き ば ん

全体
ぜんたい

の整備
せ い び

量
りょう

を整理
せ い り

し、計画
けいかく

的
てき

な基盤
き ば ん

整備
せ い び

が行
おこな

えるよう市町村
しちょうそん

との連携
れんけい

を図
はか

ります。 

・ 市町村
しちょうそん

に対
たい

して、新規
し ん き

参入
さんにゅう

事業者
じぎょうしゃ

など指定
し て い

事業者
じぎょうしゃ

の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するほか、不足
ふ そ く

しているサービス

事業者
じぎょうしゃ

の参入
さんにゅう

について、市町村
しちょうそん

による法人
ほうじん

等
とう

への働
はたら

きかけなどを助言
じょげん

します。 

 

⑤ 北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づく地域
ち い き

づくり委員会
いいんかい

の活用
かつよう

 

・ 地域
ち い き

づくり委員会
いいんかい

を活用
かつよう

し、市町村
しちょうそん

や市町村
しちょうそん

の協議会
きょうぎかい

と連携
れんけい

の上、地域
ち い き

で必要
ひつよう

とするサービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

うことにより、障
しょう

がいのある人
ひと

の暮
く

らしづらさを解消
かいしょう

します。 

 

⑥ サービスを担
にな

う人材
じんざい

の確保
か く ほ

 

・ サービス事業者
じぎょうしゃ

の参入
さんにゅう

を進
すす

めるためには、その地域
ち い き

において働
はたら

く人材
じんざい

が供 給
きょうきゅう

されることも重要
じゅうよう

であることから、市町村
しちょうそん

に対
たい

し、人材
じんざい

に関
かん

する情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 

図
ず

13 【サービス基盤
き ば ん

の地域
ち い き

間
かん

格差
か く さ

縮 小
しゅくしょう

のための取組
とりくみ

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区
く

 分
ぶん

 
令和
れいわ

８年度
ねんど

 

（2026年度
ねんど

） 

令和
れいわ

11年度
ねんど

 

（2029年度
ねんど

） 

入 所
にゅうしょ

者
しゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

 235 人
にん

 796 人
にん

 

 入 所 者
にゅうしょしゃ

数
すう

の 

減 少
げんしょう

見込
み こ

み数
すう

 

350 人
にん

 817 人
にん

 

入 院 中
にゅういんちゅう

の精 神 障 害 者
せいしんしょうがいしゃ

の 

地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

 

入 院
にゅういん

３ヶ月
げつ

時点
じてん

の 

平 均
へいきん

退 院 率
たいいんりつ

 

68.9 ％ － ％ 

入 院
にゅういん

６ヶ月
げつ

時点
じてん

の 

平 均
へいきん

退 院 率
たいいんりつ

 

84.5 ％ － ％ 

入 院
にゅういん

１年
ねん

時点
じてん

の 

平 均
へいきん

退 院 率
たいいんりつ

 

91.0 ％ － ％ 

福祉
ふくし

施設
しせつ

から一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行
いこう

 1,335 人
にん

 1,708 人
にん

 

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

 

連携
れんけい

 

 

・第
だい

６期
き

計画
けいかく

の分析
ぶんせき

・評価
ひょうか

 

・現行
げんこう

サービス利用者
りようしゃ

の実態
じったい

把握
は あ く

 

・自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

による地域
ち い き

課題
か だ い

の整理
せ い り

 

北海道
ほ っ か い ど う

 

ニーズ把握
は あ く

 

・在宅者
ざいたくしゃ

 

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

生徒
せ い と

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の 

事業
じ ぎ ょ う

実施
じ っ し

意向
い こ う

の把握
は あ く

 

市町村
しちょうそん

 提示
ていじ

・調 整
ちょうせい

 

目標値
もくひょうち

の設定
せってい

 

・サービス必 要 量
ひつようりょう

の見込
み こ

み 

・サービス基盤
きばん

整備量
せいびりょう

の見込
み こ

み 

・工 程 表
こうていひょう

の作成
さくせい

 

北海道
ほっかいどう

（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

） 

・サービス見込
み こ

み量
りょう

のとりまとめ 

・基盤
き ば ん

整備
せ い び

見込
み こ

み量
りょう

のとりまとめ 

次期
じ き

計画
け い か く

の策定
さ く て い
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  (6) 施設
し せ つ

による支援
し え ん

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

を利用
り よ う

している人
ひと

の暮
く

らしの充実
じゅうじつ

や、地域
ちいき

で暮
く

らす障
しょう

がいのある人
ひと

を支援
し え ん

する

取組
とりくみ

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

を利用
り よ う

している人
ひと

の意向
いこう

に沿
そ

ったサービス等
とう

利用
りよう

計画
けいかく

の作成
さくせい

と、それを踏
ふ

まえた

個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

に基
もと

づき、利用
りよう

している人
ひと

の施設
し せ つ

での暮
く

らしを充実
じゅうじつ

させます。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

において、生活
せいかつ

介護
か い ご

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

などを実施
じ っ し

し、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障
しょう

がいのある人
ひと

を支援
し え ん

する取組
とりくみ

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

施設
しせつ

等
とう

から移行
い こ う

して障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

を利用
り よ う

する人
ひと

に対
たい

しても、必要
ひつよう

な支援
し え ん

が継続
けいぞく

され

るよう支援
し え ん

します。 

 

 

６ 保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

・医療
いりょう

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

 

【現状
げんじょう

と課題】 

・ 生涯
しょうがい

を通
つう

じ、障
しょう

がいの要因
よういん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よぼう

、早期
そうき

発見
はっけん

や治療
ちりょう

の充実
じゅうじつ

に加
くわ

え、障
しょう

がいを軽減
けいげん

するリハビリテーションの充 実
じゅうじつ

が求
もと

められています。 

また、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

の解消
かいしょう

を図
はか

るため地域
ちいき

移行
いこう

の取組
とりくみ

を進
すす

めるとともに

退院後
たいいんご

の地域
ちいき

生活
せいかつ

に支援
しえん

が必要
ひつよう

です。 

さらに、児童
じどう

思春期
ししゅんき

の心
こころ

の問題
もんだい

、うつ病
びょう

をはじめとする精神
せいしん

疾患
しっかん

が関係
かんけい

した自殺
じさつ

予防
よぼう

、高次脳機能障
こうじのうきのうしょう

がいのある人
ひと

に対する支援
しえん

が必要
ひつよう

です。 

 

【考
かんが

え方
かた

】 

・  障
しょう

がいのある人
ひと

が身近
みぢか

な地域
ちいき

において、保健
ほけん

サービス、医療
いりょう

、リハビリテーション等
とう

を受
う

けることが

出来
で き

るよう提 供
ていきょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よぼう

、早期
そうき

発見
はっけん

、治療
ちりょう

の

推進
すいしん

を図
はか

ります。 

また、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

に対し必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

うことにより、地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

と定着
ていちゃく

を促進
そくしん

するとともに、難 病
なんびょう

に関
かん

する施策
しさく

を推進
すいしん

します。 

 

(1) 適切
てきせつ

な保健
ほけん

・医療
いりょう

施策
しさく

の充 実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 公費
こうひ

負担
ふたん

医療
いりょう

制度
せいど

の適正
てきせい

な運営
うんえい

を図
はか

るなど、医療
いりょう

が必要
ひつよう

な障
しょう

がいのある人
ひと

などが安心
あんしん

して適切
てきせつ

な

医療
いりょう

を受
う

けられるよう努
つと

めます。 

・ うつ病
びょう

をはじめとする精神
せいしん

疾患
しっかん

に関
かん

する相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

や自殺
じさつ

対策
たいさく

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

・ 救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

施設
し せ つ

の整備
せ い び

のほか、合併症
がっぺいしょう

の方
かた

や遠隔地
えんかくち

の方
かた

へ対応
たいおう

するため、地域
ち い き

における医療
いりょう

機関
き か ん

の

連携
れんけい

強化
きょうか

を推進
すいしん

します。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 
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① 障
しょう

がい者
しゃ

への保健
ほけん

・医療
いりょう

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

  

・障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

に配慮
はいりょ

した適切
てきせつ

な医療
いりょう

の提供
ていきょう

が図
はか

られるよう努
つと

めます。 

・ 病 状
びょうじょう

に応
おう

じた適切
てきせつ

な精神
せいしん

医療
いりょう

が受
う

けられるよう自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

等
とう

の利用
り よ う

支援
し え ん

・周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

・ うつ病
びょう

等
とう

に対
たい

する保健
ほ け ん

医療
いりょう

福祉
ふ く し

サービスを強化
きょうか

するため、内科等
ないかとう

かかりつけ医
い

に対
たい

する資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、医療
いりょう

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

等
とう

の各
かく

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

・ 対面
たいめん

や電話
で ん わ

による心
こころ

の健康
けんこう

相談
そうだん

を実施
じ っ し

するとともに、自殺
じ さ つ

対策
たいさく

や依存症
いぞんしょう

等
とう

に関
かん

する研修
けんしゅう

や技術
ぎじゅつ

支援
し え ん

により市町村
しちょうそん

等
とう

身近
み ぢ か

な地域
ち い き

における相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

・ 「北海道
ほっかいどう

自殺
じ さ つ

対策
たいさく

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

」や、道立
どうりつ

保健所
ほけんしょ

に設置
せ っ ち

している「自殺
じ さ つ

対策
たいさく

地域
ち い き

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

」を通
つう

じ、保健
ほ け ん

、

医療
いりょう

、福祉
ふ く し

をはじめ、教育
きょういく

、司法
し ほ う

、商工
しょうこう

・労働
ろうどう

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び団体
だんたい

と連携
れんけい

し、「北海道
ほっかいどう

自殺
じ さ つ

対策
たいさく

行動
こうどう

計画
けいかく

」に基
もと

づく施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

します。 

・ 休日
きゅうじつ

、夜間等
やかんとう

における緊急
きんきゅう

な精神科
せいしんか

医療
いりょう

へ対応
たいおう

するため、精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

を整備
せ い び

し、適切
てきせつ

な

医療
いりょう

及
およ

び保護
ほ ご

の機会
き か い

の確保
か く ほ

を図
はか

ります。 

 

② 保健
ほけん

活動
かつどう

の基盤
きばん

整備
せいび

 

・ 市町村
しちょうそん

保健
ほけん

センター（類似
るいじ

施設
しせつ

を含
ふく

む。）を拠点
きょてん

として、市町村
しちょうそん

における一貫
いっかん

した保健
ほけん

サービスが

円滑
えんかつ

に提
てい

供
きょう

されるよう、保健所
ほけんじょ

による専門的
せんもんてき

・技術的
ぎじゅつてき

支援
しえん

に努
つと

めます。 

 

③ 小児
しょうに

に対
たい

する高度
こうど

・専門的
せんもんてき

な医療
いりょう

の提供
ていきょう

 

子
こ

ども総合
そうごう

医療
いりょう

・療 育
りょういく

センターは、ハイリスクの胎児
たいじ

や新生児
しんせいじ

に対
たい

する特殊
とくしゅ

な周産期医療
しゅうさんきいりょう

を提
てい

供
きょう

する特定機能周産期母子医療
とくていきのうしゅうさんきぼしいりょう

センター、先天性
せんてんせい

心
しん

疾患
しっかん

等
など

への高度
こうど

医療
いりょう

を提
てい

供
きょう

する循環器病
じゅんかんきびょう

センタ

ー、医学的
いがくてき

リハビリテーション等
とう

を提 供
ていきょう

する総合
そうごう

発達
はったつ

支援
しえん

センターとして、医療
いりょう

部門
ぶもん

と療育
りょういく

部門
ぶもん

が

連携
れんけい

し複合的
ふくごうてき

なサービスの提 供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 

④ 歯科
し か

保健
ほけん

医療
いりょう

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

歯科
し か

医療
いりょう

協力医
きょうりょくい

制度
せいど

や歯科
し か

保健
ほけん

センターにより、障
しょう

がいのある人
ひと

が身近
みぢか

なところ

で歯科
し か

保健
ほけん

医療
いりょう

サービスが受
う

けられるよう歯科
し か

医師会
い し か い

等
など

と連携
れんけい

し、体制
たいせい

の整
せい

備
び

に努めます。 

 

⑤ 医療
いりょう

給付
きゅうふ

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

関係
かんけい

機関
きかん

・団体
だんたい

と連携
れんけい

し、臓器
ぞうき

移植
いしょく

に関
かん

する正
ただ

しい知識
ちしき

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を一層
いっそう

推進
すいしん

するとともに、骨髄
こつずい

バンクへのドナー登録
とうろく

を促進
そくしん

することなどにより、臓器
ぞうき

及
およ

び骨髄
こつずい

提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せいび

を進めます。 

身体
しんたい

の障
しょう

がいを除去
じょきょ

、軽減
けいげん

するために必要
ひつよう

な更生
こうせい

医療
いりょう

や育成
いくせい

医療
いりょう

の給付
きゅうふ

を行
おこな

います。 
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図
ず

14 【保健
ほ け ん

・医療
いりょう

提供
ていきょう

の取組
とりくみ

】 

 
 

(2) 障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よぼう

・治療
ちりょう

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

の予防
よ ぼ う

・治療
ちりょう

の推進
すいしん

や適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の提供
ていきょう

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 周産期
しゅうさんき

医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

地域
ちいき

において、妊娠
にんしん

、出 産
しゅっさん

から新生児期
しんせいじき

に至
いた

る周産期
しゅうさんき

医療
いりょう

体制
たいせい

を確保
かくほ

するため、周産期
しゅうさんき

母子
ぼ し

医療
いりょう

センターの整備
せいび

や周産期
しゅうさんき

救 急
きゅうきゅう

情 報
じょうほう

システムによる情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うなど、周産期
しゅうさんき

医療
いりょう

体制
たいせい

の

整備
せいび

を進
すす

めることにより、子
こ

どもを安心
あんしん

して産
う

み育
そだ

てられる環境
かんきょう

づくりの推進
すいしん

に努
つと

めます。 

 

② 母子
ぼ し

保健
ほけん

活動
かつどう

の推進
すいしん

等
とう

 

障
しょう

がいの原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
とう

を予防
よぼう

するための妊産婦
にんさんぷ

や新生児
しんせいじ

・未熟児
みじゅくじ

に対
たい

する相談
そうだん

指導
しどう

や、発育
はついく

・

発達
はったつ

の遅
おく

れを可能
かのう

な限
かぎ

り早期
そうき

に発見
はっけん

するための乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

など子
こ

どもと親
おや

に寄
よ

り添
そ

った支援
しえん

の

手
て

がかりを見
み

いだして早期
そうき

の支援
しえん

につなげるよう、乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

や子育
こそだ

て支援
しえん

などの市町村
しちょうそん

におけ

る母子
ぼ し

保健
ほけん

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

を支援
しえん

します。 

 

③ 中
ちゅう

高年期
こうねんき

の予防
よぼう

対策
たいさく

の充 実
じゅうじつ

 

・ がん、循環器
じゅんかんき

疾患
しっかん

、糖 尿 病
とうにょうびょう

、ＣＯＰＤ（慢性
まんせい

閉塞性
へいそくせい

肺
はい

疾患
しっかん

）の生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の発症
はっしょう

予防
よぼう

や

重症化
じゅうしょうか

予防
よぼう

として、適切
てきせつ

な食事
しょくじ

・運動
うんどう

、禁煙
きんえん

など健康
けんこう

に有益
ゆうえき

な生活
せいかつ

習 慣
しゅうかん

や社会
しゃかい

環境
かんきょう

の整備
せいび

の

ほか、がん検診
けんしん

や特
とく

定
てい

健康診査
けんこうしんさ

・特定
とくてい

保健
ほけん

指導
しどう

の実施
じっし

を促進
そくしん

します。 

・ 生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の発 症
はっしょう

を予防
よぼう

し、健康
けんこう

寿命
じゅみょう

を延伸
えんしん

するためには、健康
けんこう

づくりの基本
きほん

要素
ようそ

となる

栄養
えいよう

・食生活
しょくせいかつ

、身体
しんたい

活動
かつどう

・運動
うんどう

、休養
きゅうよう

、飲酒
いんしゅ

、喫煙
きつえん

、歯
し

・口腔
こうくう

などの健康
けんこう

に関
かん

し、生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

の改善
かいぜん

を促進
そくしん

します。 
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(3) 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

や難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

の方
かた

など障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 保健
ほけん

・医療
いりょう

・福祉
ふくし

の関係
かんけい

機関
きかん

が連携
れんけい

し、急性期
きゅうせいき

治療後
ちりょうご

のリハビリテーションから地域
ちいき

リハビリテー

ションまで切
き

れ目
め

のない一貫
いっかん

した体制
たいせい

の確保
かくほ

を図
はか

り、障
しょう

がいのある人
ひと

や難病
なんびょう

のある人
ひと

などに対
たい

し

適切
てきせつ

なリハビリテーションが提 供
ていきょう

されるよう努
つと

めます。 

・ 交通
こうつう

事故
じ こ

等
とう

による頭部
とうぶ

外 傷
がいしょう

や脳血管障
のうけっかんしょう

がい等
とう

によって記憶
きおく

、認知
にんち

、言語
げんご

、判断
はんだん

といった脳
のう

の領域
りょういき

にダメージを受
う

けた、高次脳機能障
こうじのうきのうしょう

がいのある人
ひと

やその家族
かぞく

等
とう

に対
たい

する相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

やリハビ

リテーションの提 供
ていきょう

に努
つと

めます。 

・ 児童
じどう

の精神的
せいしんてき

健康
けんこう

を保持
ほ じ

し、自閉症
じへいしょう

等
とう

の発達障
はったつしょう

がい、ひきこもり、家
か

庭内
ていない

暴力
ぼうりょく

、薬物
やくぶつ

乱用
らんよう

とい

った児童
じどう

思春期
ししゅんき

の心
こころ

の問題
もんだい

への対応
たいおう

に努
つと

めます。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

の対象
たいしょう

とされた、難病
なんびょう

等
とう

である人
ひと

に対
たい

する地域
ち い き

の支援
し え ん

体制
たいせい

づくりが必要
ひつよう

です。 

・ 令和
れ い わ

元年
がんねん

（2019年
ねん

）７月
がつ

から、対象
たいしょう

となる疾病
しっぺい

が 361疾病
しっぺい

に拡大
かくだい

されたため、これらの疾病
しっぺい

をもった

方々
かたがた

が円滑
えんかつ

に制度
せ い ど

を利用
り よ う

できるよう周知
しゅうち

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

等
とう

への支援
しえん

 

・ 日常生活
にちじょうせいかつ

における障
しょう

がいを軽減
けいげん

し、自立
じ り つ

を促進
そくしん

するため、市町村
しちょうそん

等
とう

が行
おこな

う機能
き の う

訓練
くんれん

への支援
し え ん

を

進
すす

めるなど、地域
ち い き

におけるリハビリテーション支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

・ 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

等
とう

に対
たい

する相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

、地域
ちいき

における精神
せいしん

医療
いりょう

対策
たいさく

や精神科
せいしんか

リハビリテーションの充 実
じゅうじつ

に努めます。 

・ 高次脳
こうじのう

機能
き の う

障
しょう

がいへの理解
り か い

を深
ふか

めるため、各
かく

障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

圏域
けんいき

において、講演会
こうえんかい

、研修
けんしゅう

会
かい

の

開催
かいさい

などによる普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を行
おこな

うとともに、保健所
ほけんしょ

における相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

を進
すす

めます。 

・ 支援
し え ん

拠点
きょてん

医療
いりょう

機関
き か ん

において、高次脳
こうじのう

機能
き の う

障
しょう

がいの診断基準
しんだんきじゅん

、リハビリプログラムの普及
ふきゅう

を図
はか

ると

ともに、地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

や相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

や専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

等
とう

を進
すす

めます。 

・ 高次脳
こうじのう

機能
き の う

障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

するリハビリテーションの提供
ていきょう

や地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、

就労
しゅうろう

、就学
しゅうがく

、在宅
ざいたく

生活
せいかつ

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

の利用
り よ う

支援
し え ん

などの支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 「高
こう

次
じ

脳機能障
のうきのうしょう

がい者
しゃ

支援
しえん

連絡
れんらく

会議
かいぎ

」を通
つう

じ、専門性
せんもんせい

の高い医療
いりょう

機関
きかん

などの委託事
い た く じ

業者
ぎょうしゃ

と、

保健所
ほけんじょ

等
とう

の相談
そうだん

対応者
たいおうしゃ

が連携
れんけい

し、高
こう

次
じ

脳機能障
のうきのうしょう

がい者
しゃ

やその家族
かぞく

に対する就学
しゅうがく

・就労
しゅうろう

、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
しせつ

等
とう

の利用
りよう

、在宅
ざいたく

生活
せいかつ

に係
かか

る相談
そうだん

支援
しえん

等
とう

を行
おこな

う関係
かんけい

機関
きかん

とのネットワーク構築
こうちく

を推進
すいしん

し

ます。 

・ クリニック等
とう

を含
ふく

む一次
いちじ

診 療
しんりょう

施設
しせつ

（一般
いっぱん

てんかん診療
しんりょう

施設
しせつ

）と三次
さんじ

診療
しんりょう

施設
しせつ

（専門的
せんもんてき

なてん

かん診療
しんりょう

施設
しせつ

）をつなぐ二次
に じ

診 療
しんりょう

施設
しせつ

を認定
にんてい

し、てんかん診療
しんりょう

の連携
れんけい

を図
はか

り、てんかん支援
しえん

拠点
きょてん

病院
びょういん

が設置
せっち

する「てんかん治療
ちりょう

医療
いりょう

連携協
れんけいきょう

議会
ぎかい

」にて、道
どう

、保健所
ほけんしょ

、医師
い し

、当事者
とうじしゃ

及
およ

び家族
かぞく

等
とう

と

事業
じぎょう

の検証
けんしょう

等
とう

を行
おこな

い、関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

強化
きょうか

を推進
すいしん

します。 

・ てんかん医療
いりょう

は、専門的
せんもんてき

な診 療
しんりょう

を行
おこな

っている機関
きかん

について、患者
かんじゃ

だけでなく医療
いりょう

機関
きかん

において

も十分
じゅうぶん

把握
はあく

されておらず、また、一般
いっぱん

の医師
い し

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

についても充実
じゅうじつ

を図
はか

る必要
ひつよう

があ

ることから、てんかん拠点
きょてん

病 院
びょういん

を中心
ちゅうしん

に、専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援者
しえんしゃ

、他
た

の医療
いりょう

機関
きかん

、自治体
じ ち た い

や患者
かんじゃ

家族
かぞく

等
とう

との連携
れんけい

・整備
せいび

を図
はか

るほか、てんかんについての助言
じょげん

・指導
しどう

、地域
ちいき

におけるてんかんに関
かん

す
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る普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

等
とう

を実施
じっし

し、てんかん診療
しんりょう

における地域
ちいき

連携
れんけい

体制
たいせい

の整備
せいび

を進
すす

めます。 

・ 「北海道
ほっかいどう

ひきこもり成年
せいねん

相談
そうだん

センター」において、ひきこもり当事者
とうじしゃ

や家族
か ぞ く

等
とう

からの相談
そうだん

などに対応
たいおう

するとともに関係
かんけい

機関
き か ん

とのネットワークの構築
こうちく

を進
すす

めます。また、ひきこもりサポーターを養成
ようせい

し、

養成
ようせい

されたサポーターの活動
かつどう

を支援
しえん

します。 

・ ひきこもりの方
かた

に対
たい

して、早期
そ う き

に対応
たいおう

するため、市町村
しちょうそん

や各種
かくしゅ

相談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

、教育
きょういく

機関
きかん

等
など

、横断的
おうだんてき

な連携
れんけい

強化
きょうか

を推進
すいしん

します。 

・ 依存症
いぞんしょう

に関
かん

する知識
ち し き

を普及
ふきゅう

し、当事者
とうじしゃ

・家族
か ぞ く

を地域
ち い き

で支援
し え ん

することができるよう、地域
ち い き

住民
じゅうみん

に対
たい

する啓発
けいはつ

や依存症
いぞんしょう

の自助
じ じ ょ

グループや支援者
しえんしゃ

が実施
じ っ し

しているミーティングの手法
しゅほう

を学
まな

ぶ機会
き か い

の確保
か く ほ

な

ど、依存症
いぞんしょう

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を促進
そくしん

します。 

・ 「北海道
ほっかいどう

アルコール健康
けんこう

障害
しょうがい

対策
たいさく

推進
すいしん

計画
けいかく

」及
およ

び「北海道
ほっかいどう

ギャンブル等
とう

依存症
いぞんしょう

対策
たいさく

推進
すいしん

計画
けいかく

」に

基
もと

づき、予防
よ ぼ う

及
およ

び相談
そうだん

から治療
ちりょう

回復
かいふく

支援
し え ん

に至
いた

る切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

・ 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

及
およ

び関係
かんけい

機関
きかん

への技術的
ぎじゅつてき

支援
しえん

及
およ

び広報
こうほう

、研修
けんしゅう

、

相談
そうだん

など、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

の総合的
そうごうてき

な拠点
きょてん

としての精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

センターの機能
きのう

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

 

図
ず

15  【高次脳
こうじのう

機能
き の う

障
しょう

がいに対
たい

する取組
とりくみ

】 
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図
ず

16 ひきこもり支援
しえん

施策
しさく

の全体像
ぜんたいぞう

 

 

 
 

② 難病
なんびょう

等
とう

である人
ひと

への支援
し え ん

 

・ 身体
しんたい

状 況
じょうきょう

等
とう

に応
おう

じた適切
てきせつ

な福祉
ふ く し

サービスが提供
ていきょう

できるよう、相談
そうだん

体制
たいせい

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 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

センターを中心
ちゅうしん

とした関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

による就 業
しゅうぎょう

及
およ

び生活
せいかつ

支援
し え ん

を

推進
すいしん

します。 

・ 北海道
ほっかいどう

難病
なんびょう

センター、市町村
しちょうそん

及
およ

び関係団体
かんけいだんたい

と連携
れんけい

して、新
あら

たに障害者
しょうがいしゃ

総合的
そうごうてき

支援
し え ん

法
ほう

の対象
たいしょう

とさ

れた疾病
しっぺい

をもった方
かた

を含
ふく

め、難病
なんびょう

等
とう

である人
ひと

への制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

や必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を図
はか

るとともに、

ニーズに応
おう

じた障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の活用
かつよう

を促
うなが

します。 

また、医療
いりょう

機関
き か ん

に対
たい

し、制度
せ い ど

対象
たいしょう

となることなどについて周知
しゅうち

するとともに、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

に対
たい

しては、疾病
しっぺい

の特徴
とくちょう

などの周知
しゅうち

を図
はか

り、難病
なんびょう

等
とう

である人
ひと

を受入
うけいれ

の対象
たいしょう

とするよう求
もと

めるなど、

難病
なんびょう

等
とう

である人
ひと

が円滑
えんかつ

にサービス利用
り よ う

できるように努
つと

めます。 

・ 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

である北海道
ほっかいどう

医療
いりょう

センターを中心
ちゅうしん

に地域
ちいき

の難病
なんびょう

医療
いりょう

協 力
きょうりょく

病院
びょういん

と連携
れんけい

の上、難 病
なんびょう

の医療
いりょう

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せいび

を推進
すいしん

するほか、通院
つういん

が困難
こんなん

な神経
しんけい

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対
たい

し

て医師
い し

や保健師
ほ け ん し

等
とう

による訪問
ほうもん

検診
けんしん

や相談
そうだん

事業
じぎょう

を行
おこな

うなど、在宅
ざいたく

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

対策
たいさく

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めま

す。さらに、難 病
なんびょう

の特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な福祉
ふくし

サービスや福祉
ふくし

サービスを利用
りよう

する上
うえ

で必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めるとともに、難 病
なんびょう

に対
たい

する理解
りかい

を促進
そくしん

します。   

・ 指定
し て い

難病
なんびょう

や特定
とくてい

疾患
しっかん

及び
およ   

小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

の治療
ち りょう

研究
けんきゅう

の推進
すいしん

により、医療
いりょう

の確立
かくりつ

や普及
ふきゅう

を図
はか

るとと

もに、患
かん

者
じゃ

の医
い

療
りょう

費
ひ

負
ふ

担
たん

を軽
けい

減
げん

します。 

・ 難病
なんびょう

のある人
ひと

やその家族
かぞく

等
など

を対 象
たいしょう

とした医療
いりょう

や日常生活
せいかつ

に係る相談
そうだん

、研修を実施
じっし

し、難病
なんびょう

に

対
たい

する不安
ふあん

解 消
かいしょう

など精神的
せいしんてき

負担
ふたん

の軽減
けいげん

を図ります。 

・ 難病
なんびょう

のある人
ひと

や障
しょう

がいのある在宅
ざいたく

療養者
りょうようしゃ

を対象
たいしょう

に、口腔
こうくう

衛生
えいせい

管理
かんり

や口腔
こうくう

機能
きのう

管理
かんり

を促進
そくしん
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し、療養
りょうよう

生活
せいかつ

の質的
しつてき

充 実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

(4) 精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

 

【推進
すいしん

の視点】 

・ 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

を含
ふく

め、「希望
き ぼ う

するすべての障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮
く

らせる社会
しゃかい

づくり」

を進
すす

めるためには、相談
そうだん

支援
し え ん

を中心
ちゅうしん

とする地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に加
くわ

え

自治体
じ ち た い

を中心
ちゅうしん

とした地域
ち い き

の精神
せいしん

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

の一体的
いったいてき

な取組
とりくみ

の推進
すいしん

が必要
ひつよう

です。 

・ 入院中
にゅういんちゅう

の精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を進
すす

めるためには、地域
ち い き

の理解
り か い

と医療
いりょう

機関
き か ん

を含
ふく

めた関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

による継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

 

・ 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

が、地域
ち い き

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをすることができるよう、既
すで

に

圏域
けんいき

ごとに設置
せ っ ち

している保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

関係
かんけい

者
しゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

を市町村
しちょうそん

ごとにも設置
せ っ ち

できるよう、広域
こういき

での調整
ちょうせい

に努
つと

め、重層的
じゅうそうてき

な連携
れんけい

による支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

・ 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

の理解
り か い

促進
そくしん

及
およ

び適切
てきせつ

な初期
し ょ き

支援
し え ん

の実施
じ っ し

に向
む

けて、研修会
けんしゅうかい

を

行
おこな

うなど、地域
ち い き

における受
うけ

入
い

れのための普
ふ

及
きゅう

啓
けい

発
はつ

に努
つと

めます。 

・ 精神科
せいしんか

病院
びょういん

において、退院後
たいいんご

生活
せいかつ

環境
かんきょう

相談
そうだん

員
いん

を中心
ちゅうしん

に地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

やピアサポーター等
とう

と

の連携
れんけい

を図
はか

りながら、本人
ほんにん

への退院
たいいん

に向
む

けた意欲
い よ く

の喚起
か ん き

や本人
ほんにん

の意向
い こ う

に沿
そ

った地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

が促進
そくしん

され

るよう支援
し え ん

に努
つと

めます。 

・ 入院中
にゅういんちゅう

から住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

や新
しん

生活
せいかつ

の準備
じゅんび

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

う「地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

」や、退院
たいいん

し地域
ち い き

生活
せいかつ

を始
はじ

めた人
ひと

への相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

う「地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

」を推進
すいしん

します。 

・ ピアサポーター等
とう

を配置
は い ち

した精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターにおいて、精神科
せいしんか

病院
びょういん

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所等
じぎょうしょとう

との包括的
ほうかつてき

な連携
れんけい

などにより、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

移行
い こ う

を促進
そくしん

します。 

・ 退院後
たいいんご

に安定
あんてい

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
おく

れるよう、精神科
せいしんか

病院
びょういん

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所等
じぎょうしょとう

の専門
せんもん

職
しょく

スタッフによる

訪問等
ほうもんとう

支援
し え ん

を推進
すいしん

します。 

・ 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の地域
ちいき

生活
せいかつ

を支援
しえん

するため、市町村
しちょうそん

の地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

体制
たいせい

づくりを広域的
こういきてき

に

支援
しえん

するとともに、グループホームなどの住
す

まいの場
ば

や就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

などの日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の確保
かくほ

、

自助
じじょ

グループの活動
かつどう

支援
しえん

など、総合的
そうごうてき

な取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 
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図
ず

17 【地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

のイメージ】 

 
 

７ 多様
た よ う

な人材
じんざい

の確保
か く ほ

・定 着
ていちゃく

・養成
ようせい

及
およ

びサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

 

【現状
げんじょう

と課題
かだい

】 

少子
しょうし

高齢化
こうれいか

・人口
じんこう

減 少
げんしょう

の下
もと

で、労働力
ろうどうりょく

の確保
かくほ

は重要
じゅうよう

な課題
かだい

であり、こうした中
なか

、障
しょう

がいのある人
ひと

ひとり一人
ひとり

が、地域
ちいき

で本人
ほんにん

が希望
きぼう

する暮
く

らしを実現
じつげん

していくためには、サービス提供
ていきょう

基盤
きばん

の整備
せいび

はもとよ

り、それを支
ささ

える多様
たよう

な人材
じんざい

の確保
かくほ

・定 着
ていちゃく

・養成
ようせい

を図
はか

ることが必要
ひつよう

です。 

さらには、障
しょう

がいのある人
ひと

の意向
いこう

や障
しょう

がい特性
とくせい

などに応
おう

じた良質
りょうしつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう、サ

ービスの質
しつ

を確保
かくほ

していくことが必要
ひつよう

です。 

 

【考
かんが

え方
かた

】 

身近
みぢか

な地域
ちいき

で必要
ひつよう

なサービスが受
う

けられるよう、障
しょう

がい福祉
ふくし

・医療
いりょう

を支
ささ

える人材
じんざい

の確保
かくほ

・定着
ていちゃく

・養成
ようせい

に努
つと

めるとともに、安心
あんしん

してサービスが受
う

けられるよう質
しつ

の向上
こうじょう

に取
と

り組
く

みます。 

 

(1) 人材
じんざい

の確保
かくほ

・定 着
ていちゃく

・養成
ようせい

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

にあたり基本
き ほ ん

となるのは人材
じんざい

であり、サービス利用
り よ う

の際
さい

の相談
そうだん

や計画
けいかく

策定
さくてい

を担
にな

う相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

やサービス提供
ていきょう

に係
かか

る責任
せきにん

者
しゃ

等
とう

の養成
ようせい

のみならず、サービス提供
ていきょう

に直接
ちょくせつ

必要
ひつよう

な担
にな

い手
て

の確保
か く ほ

を含
ふく

め、求
もと

められる多様
た よ う

な人材
じんざい

を質
しつ

・量
りょう

ともに確保
か く ほ

することが必要
ひつよう

です。 

・ 利用
り よ う

者
しゃ

に適切
てきせつ

で良質
りょうしつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ることが

必要
ひつよう

です。 

・ 当事者
とうじしゃ

の気持
き も

ちに寄
よ

り添
そ

い、きめ細
こま

やかな支援
し え ん

ができるピアサポーターの養成
ようせい

を推進
すいしん

します。 

・ 強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいがある人
ひと

には、適切
てきせつ

で専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を 行
おこな

う必要
ひつよう

があるため、障
しょう

が

い者
しゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

の従事者
じゅうじしゃ

が、専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

を身
み

に付
つ

ける必要
ひつよう

があります。 
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＜強度
きょうど

行動
こうどう

障
しょう

がいとは＞ 

自分
じ ぶ ん

の 体
からだ

や他人
た に ん

を叩
たた

いたり、食
た

べられないものものを口
くち

に入
い

れたり、危険
き け ん

に

つながる飛
と

び出
だ

しなど本人
ほんにん

の健康
けんこう

を損
そこ

ねる行動
こうどう

、物
もの

を壊
こわ

す、大
おお

泣
な

きが何時間
な ん じ か ん

も

続
つづ

くなどの行動
こうどう

が 著
いちじる

しく高
たか

い頻度
ひ ん ど

で起
お

こります。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 福祉
ふくし

・保健
ほけん

・医療
いりょう

関係
かんけい

職 種
しょくしゅ

の養成
ようせい

・確保
かくほ

等
とう

 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

に関
かん

する相談
そうだん

に応
おう

じ、サービス等
とう

利用
りよう

計画
けいかく

策定
さくてい

の中心的
ちゅうしんてき

な役割
やくわり

を担
にな

う

相談
そうだん

支援
しえん

従事者
じゅうじしゃ

や、サービス提 供
ていきょう

プロセスを管理
かんり

するサービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

等
とう

の養成
ようせい

に努
つと

めます。さ

らに、相談
そうだん

支援
しえん

従事者
じゅうじしゃ

とサービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

等
とう

が連携
れんけい

し、チームで支援
しえん

する本人
ほんにん

中心
ちゅうしん

のケアマネジ

メントの確立
かくりつ

と定 着
ていちゃく

を促進
そくしん

します。 

・ 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

士
し

や介護
か い ご

福祉
ふ く し

士
し

などの福祉
ふ く し

関係
かんけい

専門
せんもん

職員
しょくいん

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

を図
はか

るため、修学
しゅうがく

資金
し き ん

の貸付
か し つ

けや

福祉
ふ く し

人材
じんざい

センター及
およ

び福祉
ふ く し

人材
じんざい

バンクを通
つう

じた人材
じんざい

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の健康
けんこう

な生活
せいかつ

を支援
し え ん

するためには、医師
い し

や保健
ほ け ん

師
し

、看護師
か ん ご し

などの保健
ほ け ん

医療
いりょう

関係
かんけい

専門
せんもん

職員
しょくいん

が必要
ひつよう

となることから、修学
しゅうがく

資金
し き ん

の貸付
か し つ

けや、潜在
せんざい

している人材
じんざい

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

などに努
つと

めます。 

 

② サービス提供
ていきょう

の担
にな

い手
て

の確保
かくほ

 

・ サービス提 供
ていきょう

の担
にな

い手
て

となる訪問
ほうもん

系
けい

サービス従事者
じゅうじしゃ

（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

、行動
こうどう

援護
えんご

、同行
どうこう

援護
えんご

）、たん吸 引
きゅういん

従事者
じゅうじしゃ

等
など

の地域
ちいき

での養成
ようせい

を促進
そくしん

します。 

・ 強度
きょうど

行動
こうどう

障
しょう

がいや高次脳
こうじのう

機能
き の う

障
しょう

がいを有
ゆう

する障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

にお

いて適切
てきせつ

な支援
し え ん

ができるよう、人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

を通
つう

じて支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

 

③ 各種
かくしゅ

研修
けんしゅう

の充 実
じゅうじつ

 

・ 福祉
ふくし

関係
かんけい

職 員
しょくいん

の知識
ちしき

・技術
ぎじゅつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

るため、職種
しょくしゅ

や業務
ぎょうむ

経験
けいけん

に応
おう

じた計画的
けいかくてき

、体系的
たいけいてき

な研修
けんしゅう

を行
おこな

い、障
しょう

がいのある人
ひと

を中 心
ちゅうしん

としたケアマネジメントや相談
そうだん

支援
しえん

など、地域
ちいき

で新
あら

たに求
もと

められ

ている機能
きのう

の確保
かくほ

に努
つと

めます。 

・ 福祉
ふくし

と連携
れんけい

した質
しつ

の高
たか

い保健
ほけん

・医療
いりょう

を担
にな

う人材
じんざい

を養成
ようせい

するため、保健
ほけん

・医療
いりょう

関係
かんけい

職種
しょくしゅ

に対
たい

する

研修
けんしゅう

機会
きかい

の拡
かく

大
だい

等
とう

による専門
せんもん

技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

や福祉
ふくし

知識
ちしき

の習
しゅう

得
とく

などの支援
しえん

に努
つと

めます。 

・ 市町村
しちょうそん

における保健
ほけん

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

のため、保健師
ほ け ん し

、栄養士
えいようし

などの研修
けんしゅう

を行
おこな

うなど資質
ししつ

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

・ 児童
じどう

相談所
そうだんじょ

や心身
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

、精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

センター等
とう

、道立
どうりつ

施設
しせつ

職員
しょくいん

の知識
ちしき

・技術
ぎじゅつ

の

向上
こうじょう

を図
はか

るため、研 修
けんしゅう

などの実施
じっし

に努めます。 

・ サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

を作成
さくせい

する相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

、サービス提供
ていきょう

の中
ちゅう

核
かく

を担
にな

うサービス管理責任者
かんりせきにんしゃ

や

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

管理責任者
かんりせきにんしゃ

、相談
そうだん

支援
し え ん

従事
じゅうじ

者
しゃ

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

について、北海道
ほっかいどう

自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

を活用
かつよう

し、研修
けんしゅう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ サービス管理責任者
かんりせきにんしゃ

や相談
そうだん

支援
し え ん

従事
じゅうじ

者
しゃ

等
とう

の資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、地域
ち い き

づくりコーディネーターを

活用
かつよう

し、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

でのフォローアップ研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

・ 市町村
しちょうそん

における相談
そうだん

支援
し え ん

や地域
ちいき

移行
いこう

を促進
そくしん

するため、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事業所
じぎょうしょ

において、障
しょう

がい

当事者
とうじしゃ

としての経験
けいけん

を活
い

かし、相談
そうだん

支援
しえん

を行
おこな

うピアサポーター養成
ようせい

します。 
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・ 強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいある人
ひと

へ適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

う必要
ひつよう

があるため、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業者
じぎょうしゃ

の従事者
じゅうじしゃ

の研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス、障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

及
およ

び障害
しょうがい

児
じ

通
つう

所
しょ

支援
し え ん

等
とう

を提供
ていきょう

する事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

に対
たい

して、

人権
じんけん

の擁護
よ う ご

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

のため、研修
けんしゅう

の機会
き か い

を通
つう

じて指導
し ど う

助言
じょげん

を行
おこな

っていきます。 

・ 利用
り よ う

者
しゃ

に適切
てきせつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

調査
ちょうさ

員
いん

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

・ 福祉
ふ く し

・介護
か い ご

職員
しょくいん

の知識
ち し き

・技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、職種
しょくしゅ

や業務
ぎょうむ

経験
けいけん

に応
おう

じた研修
けんしゅう

を行
おこな

うとともに、

職員
しょくいん

のキャリア形成
けいせい

を支援
し え ん

する研修
けんしゅう

などを推進
すいしん

し、職場
しょくば

への定着
ていちゃく

支援
し え ん

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

の職場
しょくば

に対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

に努
つと

め、多様
た よ う

な人材
じんざい

の参入
さんにゅう

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

④ 就 業
しゅうぎょう

環境
かんきょう

の整備
せいび

 

・ 就 業
しゅうぎょう

環 境
かんきょう

を改善
かいぜん

し、誇
ほこ

りと生
い

きがいをもって業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

することができるよう、福利
ふくり

厚生
こうせい

の

改善
かいぜん

や育児
いくじ

休 業
きゅうぎょう

、介護
かいご

休 業
きゅうぎょう

などの普及
ふきゅう

に努
つと

めます。 

 

(2) サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 利用者
りようしゃ

に適切
てきせつ

で良 質
りょうしつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図る
はか  

ことが

必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 利用
り よ う

者
しゃ

が適切
てきせつ

にサービスを選択
せんたく

できるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業者
じぎょうしゃ

等
とう

の指定
し て い

情報
じょうほう

の公表
こうひょう

を行
おこな

い

ます。 

・ サービス利用
り よ う

に関
かん

する苦情
くじょう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みや福祉
ふ く し

サービスの第
だい

三
さん

者
しゃ

評価
ひょうか

制度
せ い ど

の積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

を推進
すいしん

し、

利用
り よ う

者
しゃ

に対
たい

するサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の活動
かつどう

を推進
すいしん

し、利用者
りようしゃ

の立場
たちば

に立った
た   

サービスが提供
ていきょう

されるよう、利用者
りようしゃ

によ

るサービス評価
ひょうか

の仕組み
し く  

などについて検討
けんとう

します。 

 

 

Ⅲ．自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

 

８ 障
しょう

がい児
じ

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

  

【現状
げんじょう

と課題
かだい

】 

  子
こ

ども・子育
こそだ

て支援法
しえんほう

の「全
すべ

ての子
こ

どもが健
すこ

やかに成長
せいちょう

するように支援
しえん

するものであって、良質
りょうしつ

か

つ適切
てきせつ

なものでなければならない」との基本
きほん

理念
りねん

に基
もと

づき、家庭
かてい

、学校
がっこう

、地域
ちいき

、職域
しょくいき

その他
た

の社会
しゃかい

のあ

らゆる分野
ぶんや

におけるすべての構成員
こうせいいん

が各々
おのおの

の役割
やくわり

を果
は

たすとともに、相互
そうご

に協 力
きょうりょく

を図
はか

り、障
しょう

がいの

ある子
こ

とその家族
かぞく

に対
たい

し、乳幼児期
にゅうようじき

から学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

まで一貫
いっかん

した効果的
こうかてき

な支援
しえん

を身近
みぢか

な場所
ばしょ

で提供
ていきょう

す

る体制
たいせい

を整備
せいび

し、障
しょう

がいのある子
こ

ども本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
りえき

を保障
ほしょう

する必要
ひつよう

があります。 

  関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

により、乳幼児期
にゅうようじき

から学齢期
がくれいき

への円滑
えんかつ

な移行
いこう

をより一層
いっそう

促進
そくしん

し、障
しょう

がいの重度
じゅうど

・

重複
ちょうふく

化
か

、多様化
た よ う か

や障
しょう

がい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した支援
しえん

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るなど、障
しょう

がいのある子
こ

どもの発達
はったつ

の支援
しえん

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

   

【考
かんが

え方
かた

】 
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発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある子
こ

どもに対
たい

する相談
そうだん

支援
しえん

、通所
つうしょ

支援
しえん

、入所
にゅうしょ

支援
しえん

等
とう

のサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せいび

や重層的
じゅうそうてき

な地域
ちいき

支援
しえん

体制
たいせい

の構築
こうちく

、地域
ちいき

社会
しゃかい

への参加
さんか

・包容
ほうよう

を推進
すいしん

し、子
こ

どもと家族
かぞく

へより一層
いっそう

の支援
しえん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、障
しょう

がいのある子
こ

どもの発達
はったつ

を支援
しえん

するため、早期
そうき

発見
はっけん

から早期
そうき

療育
りょういく

、さらには学齢期
がくれいき

への円滑
えんかつ

な移行
いこう

や学校
がっこう

教育
きょういく

におけるインクルーシブ教育
きょういく

システムの推進
すいしん

など

に加
くわ

え、児童
じどう

が 18歳
さい

以
い

降
こう

、環 境
かんきょう

を円滑
えんかつ

に移行
いこう

できるための体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

ります。 

また、医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする子
こ

どもや難聴児
なんちょうじ

への支援
しえん

の充実
じゅうじつ

など、心身
しんしん

の発達
はったつ

の段階
だんかい

や年齢
ねんれい

に応
おう

じた支援
しえん

を地域
ちいき

で一貫
いっかん

して取
と

り組
く

むことができるよう、体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、できるだけ身近
みぢか

な

地域
ちいき

において、専門的
せんもんてき

な療 育
りょういく

や教 育
きょういく

を受
う

けられる体制
たいせい

の整備
せいび

を促進
そくしん

します。 

 

(1) 障
しょう

がいのある子
こ

どもに対
たい

する支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

① 子
こ

どもの発達
はったつ

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもは、他
ほか

の子
こ

どもと異
こと

なる特別
とくべつ

な存在
そんざい

ではなく、同
おな

じ子
こ

どもであるという視点
し て ん

に立
た

って、子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

法
ほう

に基
もと

づく子育
こ そ だ

て一般
いっぱん

施策
し さ く

の育
そだ

ちの支援
し え ん

とともに、発達
はったつ

の段階
だんかい

や個々
こ こ

の障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じて障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

が連携
れんけい

し、障
しょう

がいのあることが大
おお

きな不安
ふ あ ん

や負
ふ

担
たん

とならない

よう、子
こ

どもとして健
けん

全
ぜん

に育
そだ

つ権利
け ん り

を保障
ほしょう

することが必要
ひつよう

です。 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもの支援
し え ん

を行
おこな

うにあたっては、その気
き

づきの段階
だんかい

から、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で子
こ

ども

本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

を考慮
こうりょ

することが重要
じゅうよう

です。 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どものライフステージに沿
そ

って、地域
ち い き

の保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

、

就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

を図
はか

り、切
き

れ目
め

の無
な

い一貫
いっかん

した支援
し え ん

を提供
ていきょう

する体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもが、地域
ち い き

の保育
ほ い く

、教育
きょういく

等
とう

の支援
し え ん

を受
う

けられるようにすることで、障
しょう

がいの

有無
う む

にかかわらず、すべての児童
じ ど う

が共
とも

に成長
せいちょう

できるよう、地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

やインクルージョン

（包容
ほうよう

）を推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 

・  障
しょう

がいのある子
こ

どもへの対応
たいおう

については、可能
か の う

な限
かぎ

り早期
そ う き

に療育
りょういく

を開始
か い し

し、基本的
きほんてき

な生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

の習得
しゅうとく

や運動
うんどう

機能
き の う

の発達
はったつ

を支
ささ

えるとともに、社会性
しゃかいせい

の育成
いくせい

などに配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもとその家族
か ぞ く

への支援
し え ん

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で受
う

けられるよう、乳幼児
にゅうようじ

健康
けんこう

診査
し ん さ

などの

母子
ぼ し

保健
ほ け ん

サービスや子育
こ そ だ

て支援
し え ん

等
とう

の中
なか

での早期
そ う き

相談
そうだん

、家族
か ぞ く

への受容
じゅよう

や気
き

づきに配慮
はいりょ

した申請
しんせい

によらな

いサービスの利用
り よ う

、制度
せ い ど

や資源
し げ ん

につなげるの支援
し え ん

や、障
しょう

がいのある子
こ

どもの発達
はったつ

支援
し え ん

に着目
ちゃくもく

した

専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

など、市町村
しちょうそん

において包括的
ほうかつてき

な子
こ

ども発達
はったつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

が図
はか

られるよう支援
し え ん

します。 

・ 市町村
しちょうそん

において実施
じ っ し

が困難
こんなん

な専門的
せんもんてき

支援
し え ん

については、子
こ

ども総合
そうごう

医療
いりょう

・療育
りょういく

センターや旭川
あさひかわ

子
こ

ど

も総合
そうごう

療育
りょういく

センター、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

）センターが広域的
こういきてき

に実施
じ っ し

するとともに、圏域
けんいき

内
ない

の

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

に対
たい

する研修
けんしゅう

や情報
じょうほう

交換
こうかん

等
とう

の機会
き か い

を通
とお

して、地域
ち い き

の人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

を推進
すいしん

し、支援
し え ん

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもに対
たい

する相談
そうだん

支援
し え ん

、通所
つうしょ

支援
し え ん

、入所
にゅうしょ

支援
し え ん

のサービス提供
ていきょう

基盤
き ば ん

となる施設
し せ つ

や

事業所等
じぎょうしょとう

の整備
せ い び

を促進
そくしん

するとともに、医療
いりょう

、教育
きょういく

との連携
れんけい

はもとより、子育
こ そ だ

て一般
いっぱん

施策
し さ く

における障
しょう
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がい児
じ

支援
し え ん

との連続
れんぞく

・連携
れんけい

した支援
し え ん

や、家庭
か て い

的
てき

な養育
よういく

環境
かんきょう

を提供
ていきょう

する里親
さとおや

制度
せ い ど

の活用
かつよう

などについて

推進
すいしん

します。 

・ 障
しょう

がいへの気
き

づきの段階
だんかい

から身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支援
し え ん

できるように、障
しょう

がい種別
しゅべつ

にかかわらず、質
しつ

の高
たか

い専門的
せんもんてき

な発達
はったつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、どの地域
ち い き

においても等
ひと

しく一定
いってい

の支援
し え ん

が受
う

けられるよ

う地域
ち い き

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

ります。 

・ 発達障
はったつしょう

がいのある子
こ

どもについては、早期
そ う き

に発達
はったつ

の遅
おく

れや偏
かたよ

りに気
き

づき支援
し え ん

につなげるため、

発達障
はったつしょう

がいへの理解
り か い

を促進
そくしん

する取組
とりくみ

を進
すす

めるほか、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

）センターが、地域
ち い き

で直接
ちょくせつ

支援
し え ん

を行
おこな

っている保育所
ほいくしょ

、学校
がっこう

、事業所等
じぎょうしょとう

へ専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

への助言
じょげん

を行
おこな

い、支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

等
とう

を促進
そくしん

します。 

・ 市町村
しちょうそん

で保健
ほけん

・福祉
ふくし

・教 育
きょういく

等
とう

との連携
れんけい

体制
たいせい

を進
すす

めるために、振興局
しんこうきょく

が行
おこな

う発達
はったつ

支援
しえん

に関
かか

わる

関係
かんけい

職員
しょくいん

の研 修
けんしゅう

と教 育 局
きょういくきょく

が行
おこな

う特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

に関
かか

わるセミナーとを合同
ごうどう

で開催
かいさい

するなど

し、関係
かんけい

機関
きかん

が情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

を図
はか

るよう努
つと

めます。 

・ 幼児期
よ う じ き

から学齢期
がくれいき

、就労期
しゅうろうき

へと一貫
いっかん

した支援
しえん

が行
おこな

われるよう、乳幼児期
にゅうようじき

からの支援
しえん

ファイルと

学校
がっこう

等
とう

で作成
さくせい

される個別
こべつ

の教 育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

とを一体的
いったいてき

に活用
かつよう

し、また、サービス利用
りよう

の際
さい

の障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

計画
けいかく

等
とう

や事業所
じぎょうしょ

で作成
さくせい

される個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

等
とう

を含
ふく

めて連動
れんどう

した支援
しえん

となるよう努
つと

めま

す。 

・ 市町村
しちょうそん

における協
きょう

議会
ぎかい

と市町村
しちょうそん

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

、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

と

各教育局
かくきょういくきょく

に設置
せっち

している特別
とくべつ

支援
しえん

連携協
れんけいきょう

議会
ぎかい

、道
どう

本庁
ほんちょう

に設置
せっち

する発達
はったつ

支援
しえん

推進協
すいしんきょう

議会
ぎかい

と

広域
こういき

特別
とくべつ

支援
しえん

連携
れんけい

協
きょう

議会
ぎかい

がそれぞれ連携
れんけい

した、福祉
ふくし

と教育
きょういく

及
およ

び関係
かんけい

機関
きかん

による重層的
じゅうそうてき

な支援
しえん

体制
たいせい

を推進
すいしん

します。 

・ 障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

に入 所
にゅうしょ

している児童
じどう

が 18歳
さい

以降
いこう

、環境
かんきょう

を円滑
えんかつ

に移行
いこう

できるように、移行
いこう

調整
ちょうせい

に係
かか

る協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せっち

を進
すす

めます。 

 

②  家族
かぞく

への支援
しえん

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもの家族
か ぞ く

の子育
こ そ だ

て不安
ふ あ ん

を軽減
けいげん

し、子育
こ そ だ

てに自信
じ し ん

が持
も

てるよう、発達
はったつ

の各
かく

段階
だんかい

に

応
おう

じて子
こ

どもの発達
はったつ

を支援
し え ん

するとともに、家族
か ぞ く

を含
ふく

めたトータルな支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

・ 家族
か ぞ く

への支援
し え ん

に当
あ

たっては、子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

法
ほう

に基
もと

づく子育
こ そ だ

て一般
いっぱん

施策
し さ く

との緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

る

必要
ひつよう

があります。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ 発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいを可能
かのう

な限
かぎ

り早期
そうき

に発見
はっけん

し、早期
そうき

支援
しえん

へつなげるため、子
こ

育
そだ

てをする親
おや

の

思
おも

いに寄
よ

り添
そ

い、支援
しえん

する視点
してん

から乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めるなど、市町村
しちょうそん

における母子
ぼ し

保健
ほけん

活動
かつどう

を支援
しえん

します。 

・ 障
しょう

がいの受
う

け止
と

めや将来
しょうらい

に対
たい

する不安
ふ あ ん

などを抱
かか

えている家族
か ぞ く

に対
たい

して、保健
ほ け ん

センターや保健所
ほけんしょ

、

児童
じ ど う

相談
そうだん

所
しょ

、療育
りょういく

機関
き か ん

など関
かか

わりを持
も

つ機関
き か ん

の専門
せんもん

家
か

が、心理
し ん り

的
てき

なケアやカウンセリング等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

うほか、ペアレントメンターによる相談
そうだん

活動
かつどう

や親
おや

の会
かい

活動
かつどう

などと有機的
ゆうきてき

な連携
れんけい

を図
はか

り、家族
か ぞ く

へ

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

や理解
りかい

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

・ 身近
み ぢ か

な場
ば

所
しょ

において、子育
こ そ だ

てに関
かん

する相談
そうだん

支援
し え ん

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

を総合的
そうごうてき

に行
おこな

うとともに、地域
ち い き

の
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子育
こ そ だ

て親
おや

子
こ

の交流
こうりゅう

などが図
はか

られるよう、支援
し え ん

に努
つと

めます。 

・ 家族
か ぞ く

の精神
せいしん

的
てき

・肉体
にくたい

的
てき

負
ふ

担
たん

を軽減
けいげん

するため、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で短期
た ん き

入所
にゅうしょ

等
とう

が利用
り よ う

できる体制
たいせい

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

・ 子
こ

どもに障
しょう

がいがあることによって就労
しゅうろう

が制限
せいげん

されることのないよう、家族
か ぞ く

の就労
しゅうろう

のための

支援
し え ん

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもを持
も

つ家族
かぞく

の子
こ

育
そだ

ての不安
ふあん

を軽減
けいげん

するため、同
おな

じ障
しょう

がいを持
も

つ子
こ

の保護者
ほ ご し ゃ

が相談
そうだん

対応
たいおう

を行
おこな

うとともに、日 中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

や短期
たんき

入所
にゅうしょ

等
とう

の利用
りよう

を進
すす

めます。 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どものきょうだいの支援
し え ん

も重要
じゅうよう

であることから、きょうだい支援
し え ん

の活動
かつどう

をしてい

る団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

した心
こころ

の支援
し え ん

の取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

・ 子
こ

どもを育
そだ

てる保護
ほ ご

者
しゃ

が、子
こ

どもとのよりよい関
かか

わり方
かた

を学
まな

びながら日常
にちじょう

の子育
こ そ だ

ての困
こま

り事
ごと

を

解消
かいしょう

し、楽
たの

しく子育
こ そ だ

てが出来
で き

るよう、地域
ち い き

での保護
ほ ご

者
しゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

③ 福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した支援
し え ん

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもへの発達
はったつ

支援
し え ん

は、子
こ

ども本人
ほんにん

が支援
し え ん

の輪
わ

の中心
ちゅうしん

となり、様々
さまざま

な関係
かんけい

者
しゃ

や関係
かんけい

機関
き か ん

が関
かん

与
よ

して行
おこな

われる必要
ひつよう

があり、連携
れんけい

を密
みつ

にし、情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

することにより、障
しょう

がいのある

子
こ

どもに対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めることが必要
ひつよう

です。 

・ 就学
しゅうがく

前
まえ

、学齢期
がくれいき

、卒業
そつぎょう

時
じ

などを通
つう

じて一貫
いっかん

した指導
し ど う

や支援
し え ん

が行
おこな

われるよう、教育
きょういく

委員会
いいんかい

、学校
がっこう

等
とう

と、福祉
ふ く し

や就労
しゅうろう

との連携
れんけい

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ 発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある子
こ

どもの、子
こ

どもとしての育
そだ

ちを保障
ほしょう

し、必要
ひつよう

な支援
しえん

や適切
てきせつ

な療育
りょういく

を行
おこな

うため、児童
じどう

相談所
そうだんじょ

、保健所
ほけんじょ

、市町村
しちょうそん

、教育
きょういく

委員会
いいんかい

、医療
いりょう

機関
きかん

、児童
じどう

福祉
ふくし

施設
しせつ

、学校
がっこう

など、

地域
ちいき

の関係機関
かんけいきかん

が連携
れんけい

し、乳幼児期
にゅうようじき

から学齢期
がくれいき

、学齢期
がくれいき

から成人期
せいじんき

へ一貫
いっかん

した支援
しえん

に努
つと

めます。 

・ 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

と地域
ちいき

自立
じりつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎかい

が、個別
こべつ

の教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

とサービス等
とう

利用
りよう

計画
けいかく

と

の情報
じょうほう

の共有化
きょうゆうか

を図
はか

り、連携
れんけい

した支援
しえん

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 

・ 市町村
しちょうそん

の障害
しょうがい

児
じ

支援
し え ん

担当
たんとう

部局
ぶきょく

、母子
ぼ し

保健
ほ け ん

や子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

、社会的
しゃかいてき

養護
よ う ご

等
とう

の児童
じ ど う

福祉
ふ く し

担当
たんとう

部局
ぶきょく

、

保健
ほ け ん

センター、病院
びょういん

・診療
しんりょう

所
しょ

、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

ステーション、児童
じ ど う

相談
そうだん

所
しょ

、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、障害
しょうがい

児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、保育所
ほいくしょ

、認定
にんてい

こども園
えん

、幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

、児童
じ ど う

委員
い い ん

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

り、支援
し え ん

が必要
ひつよう

な子
こ

どもと保護
ほ ご

者
しゃ

の支援
し え ん

が保育所
ほいくしょ

や学校
がっこう

そして就労
しゅうろう

等
とう

に適切
てきせつ

に移行
い こ う

され、適切
てきせつ

な支援
し え ん

が引
ひ

き継
つ

がれていく体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

・ 子
こ

どもの発達
はったつ

の遅
おく

れ、偏
かたよ

りについては、乳幼児
にゅうようじ

健康
けんこう

診査
し ん さ

、市町村
しちょうそん

保健
ほ け ん

センター等
とう

の発達
はったつ

相談
そうだん

、保育所
ほいくしょ

、

幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

等
とう

の利用
り よ う

等
とう

を通
とお

して気
き

づく場合
ば あ い

があり、気
き

づきの段階
だんかい

から継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

を行
おこな

うため、

母子
ぼ し

保健
ほ け ん

や子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

等
とう

の関係
かんけい

者
しゃ

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した支援
し え ん

を進
すす

めます。 

・ 障
しょう

がいの早期
そ う き

の発見
はっけん

及
およ

び支援
し え ん

並
なら

びに健全
けんぜん

な育成
いくせい

を進
すす

めるため、乳幼児
にゅうようじ

健康
けんこう

診査
し ん さ

等
とう

の母子
ぼ し

保健
ほ け ん

施策
し さ く

との緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

るとともに、日頃
ひ ご ろ

から障
しょう

がいのある子
こ

どもに関
かか

わる部局
ぶきょく

と、子育
こ そ だ

て支援
し え ん

担当
たんとう

部局
ぶきょく

、

保健
ほ け ん

医療
いりょう

担当
たんとう

部局
ぶきょく

や教育
きょういく

委員会
いいんかい

との連携
れんけい

を密
みつ

に図
はか

る体制
たいせい

づくりを進
すす

めます。 

・ 市町村
しちょうそん

で保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

等
とう

との連携
れんけい

を促進
そくしん

するため、振興局
しんこうきょく

が行
おこな

う発達
はったつ

支援
し え ん

に関
かか

わる関係
かんけい

職員
しょくいん
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の研修
けんしゅう

と教育
きょういく

局
きょく

が行
おこな

う特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かか

わるセミナーを合同
ごうどう

で開催
かいさい

するなどし、関係
かんけい

機関
き か ん

にお

ける情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

化
か

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもへの支援
し え ん

が適切
てきせつ

に行
おこな

われるために、学校
がっこう

、障害
しょうがい

児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

、障害
しょうがい

児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所等
じぎょうしょとう

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを提供
ていきょう

する

事業所等
じぎょうしょとう

が緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

り、就学
しゅうがく

時
じ

及
およ

び卒業
そつぎょう

時
じ

において、支援
し え ん

が円滑
えんかつ

に引
ひ

き継
つ

がれる体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

・ 幼
よう

児
じ

期
き

から学齢期
がくれいき

、就労
しゅうろう

期
き

へと一貫
いっかん

した支援
し え ん

が行
おこな

われるよう、乳幼児期
にゅうようじき

からの支援
し え ん

ファイルと

学校
がっこう

等
とう

で作成
さくせい

される個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

を一体的
いったいてき

に活用
かつよう

するとともに、サービス利用
り よ う

の際
さい

の障害
しょうがい

児
じ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

等
とう

や事業所
じぎょうしょ

で作成
さくせい

される個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

等
とう

とも連動
れんどう

した支援
し え ん

を進
すす

めます。 

・ 市町村
しちょうそん

における自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

と市町村
しちょうそん

特別
とくべつ

支援
し え ん

連携
れんけい

協議会
きょうぎかい

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

圏域
けんいき

連絡
れんらく

協議会
きょうぎかい

 

と各
かく

教育
きょういく

局
きょく

に設置
せ っ ち

している特別
とくべつ

支援
し え ん

連携
れんけい

協議会
きょうぎかい

、道本庁
どうほんちょう

に設置
せ っ ち

する発達
はったつ

支援
し え ん

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

と広域
こういき

特別
とくべつ

支援
し え ん

連携
れんけい

協議会
きょうぎかい

がそれぞれ連携
れんけい

した、福祉
ふ く し

と教育
きょういく

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

による重層的
じゅうそうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を推進
すいしん

します。 

 

④  地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・インクルージョン（包容
ほうよう

)の推進
すいしん

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもが地域
ち い き

の保育
ほ い く

、教育
きょういく

等
とう

の支援
し え ん

を受
う

けられるようにすることで、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、すべての子
こ

どもが共
とも

に成長
せいちょう

できるよう、地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

やインクルージョン（包容
ほうよう

）

を推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 

・ 可能
か の う

な限
かぎ

り、地域
ち い き

の保育
ほ い く

、教育
きょういく

等
とう

の支援
し え ん

を受
う

けられるようにしていくとともに、同
どう

年
ねん

代
だい

の子
こ

ども

との仲間作
なかまづく

りを図
はか

っていくことが求
もと

められます。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ 障害
しょうがい

児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター等
とう

が保育所
ほいくしょ

や認定
にんてい

こども園
えん

、放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ

（放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

健全
けんぜん

育成
いくせい

事業
じぎょう

）、幼稚園
ようちえん

、小
しょう

学校
がっこう

及
およ

び特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の育
そだ

ちの場
ば

での支援
し え ん

に協 力
きょうりょく

でき

るような体制
たいせい

を構築
こうちく

することにより、障
しょう

がいのある子
こ

どもの地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

の推進
すいしん

を図
はか

る

とともに、保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

による、障
しょう

がいのない子
こ

どもとの集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

、障
しょう

がいのある

子
こ

ども本人
ほんにん

への支援
し え ん

や訪問先
ほうもんさき

施設
し せ つ

等
とう

の職員
しょくいん

に対
たい

する支援
し え ん

方法
ほうほう

等
とう

の指導
し ど う

等
とう

を行
おこな

います。 

・ 昼間
ひるま

、保護者
ほ ご し ゃ

がいない児童
じどう

に生活
せいかつ

と遊
あそ

びの場
ば

を提供
ていきょう

する放課後
ほ う か ご

児童
じどう

クラブでの障
しょう

がいのある

児童
じどう

の受入
うけい

れを促進
そくしん

します。 

 

⑤  障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

体制
たいせい

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 発達
はったつ

の遅
おく

れ、偏
かたよ

りや障
しょう

がいのある子
こ

どもの心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、自立
じ り つ

の支援
し え ん

と日常生活
にちじょうせいかつ

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることが重要
じゅうよう

です。このため、発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある子
こ

どもとその家族
か ぞ く

が、発達
はったつ

の遅
おく

れ等
とう

に気
き

づいた段階
だんかい

から、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で利用
り よ う

しやすい支援
し え ん

が受
う

けられるよう、障害
しょうがい

児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

や、障害
しょうがい

児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

、障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。 

・ 広域
こういき

分散
ぶんさん

型
かた

の北海道
ほっかいどう

にあって、どこに暮
く

らしていても、より身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支援
し え ん

が受
う

けられるととも

に、どの障
しょう

がいにも対応
たいおう

できるようにする一方
いっぽう

で、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

です。 
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・ 障害
しょうがい

児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

、障害
しょうがい

児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

における障
しょう

がい児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

について、障
しょう

が

い種別
しゅべつ

や年齢
ねんれい

別
べつ

等
とう

のニーズに応
おう

じて、身近
み ぢ か

な場
ば

所
しょ

で提供
ていきょう

できるよう、地域
ち い き

における支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。 

・ 障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

では、小規模
しょうきぼ

なグループによる支援
し え ん

や心理
し ん り

ケアを提供
ていきょう

することにより、障
しょう

がい

のある子
こ

どもの状 況
じょうきょう

に応
おう

じたきめ細
こま

やかな支援
し え ん

を行
おこな

う必要
ひつよう

があります。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ 市町村
しちょうそん

が関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

のもとで、ライフステージに応
おう

じた支援
し え ん

体制
たいせい

が確保
か く ほ

できるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の育成
いくせい

、資質
し し つ

及
およ

び専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

に向
む

け取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 

・ 家族
か ぞ く

の子育
こ そ だ

てに対
たい

する不安
ふ あ ん

感
かん

に寄
よ

り添
そ

い、早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

支援
し え ん

が促進
そくしん

されるよう、ペアレントメン

ターの養成
ようせい

等
とう

、家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るほか、障
しょう

がいのある子
こ

どもが待機
た い き

することなく

適切
てきせつ

な診療
しんりょう

、療育
りょういく

を受
う

けることができる体制
たいせい

づくりを支援
し え ん

します。 

・  児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

を推進
すいしん

するほか、施設
し せ つ

基準
きじゅん

を満
み

たせずに同
どう

センターを設置
せ っ ち

できない

場合
ば あ い

には、保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

、障害
しょうがい

児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

の指定
し て い

を受
う

け児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターと同等
どうとう

の機能
き の う

を有
ゆう

する市町村
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

センターの整備
せ い び

を進
すす

めます。 

  その市町村
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

センターの整備
せ い び

に当
あ

たっては、地域
ちいき

の障
しょう

がい児
じ

の健全
けんぜん

な発達
はったつ

に

おいて中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を果
は

たす機関
きかん

として認定
にんてい

し、発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある子
こ

どもとその家族
か ぞ く

、

その子
こ

どもが通
かよ

う保育所
ほいくしょ

、幼稚園
ようちえん

、学校
がっこう

や認定
にんてい

こども園
えん

その他
た

集団
しゅうだん

生活
せいかつ

を営
いとな

む施設
し せ つ

からの相談
そうだん

対応
たいおう

や助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

  また、障害
しょうがい

児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

事業所等
じぎょうしょとう

と緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

るとともに子
こ

ども総合
そうごう

医療
いりょう

・療育
りょういく

センター、

旭川
あさひかわ

子
こ

ども総合
そうごう

療 育
りょういく

センター、児童相談所
じどうそうだんしょ

及
およ

び発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

（地域
ち い き

）センター等
とう

による後方
こうほう

支援
し え ん

を行
おこな

うなど重層的
じゅうそうてき

に障
しょう

がいのある子
こ

どもへの支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

・ 障
しょう

がいの重度
じゅうど

・重複化
ちょうふくか

や多様
た よ う

化
か

に対応
たいおう

する専門的
せんもんてき

機能
き の う

の強化
きょうか

を図
はか

ったうえで、地域
ち い き

における

中核的
ちゅうかくてき

な支援
し え ん

施設
し せ つ

として、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターや市町村
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

センターを活用
かつよう

し、

障害
しょうがい

児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

等
とう

を実施
じ っ し

する事業所
じぎょうしょ

と緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

り、重層的
じゅうそうてき

な障害
しょうがい

児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

体制
たいせい

を推進
すいしん

し

ます。 

・ 障害
しょうがい

児
じ

通所
つうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、関連
かんれん

施設
し せ つ

との連携
れんけい

を促進
そくしん

するとともに、事業所
じぎょうしょ

の

指定
し て い

、指導
し ど う

監査
か ん さ

、人材
じんざい

育成
いくせい

の研修
けんしゅう

等
とう

のあらゆる機会
き か い

に「児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

ガイドライン」等
とう

を活用
かつよう

し、

より一層
いっそう

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 地域
ち い き

における重層的
じゅうそうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

するため、道立
どうりつ

施設
し せ つ

や発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

（地域
ち い き

）センターな

どからの専門的
せんもんてき

支援
し え ん

のシステムづくり及
およ

び地域
ち い き

支援
し え ん

を進
すす

めます。 

・ 障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を利用
り よ う

する子
こ

どもとその家族
か ぞ く

への支援
し え ん

については、自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

等
とう

の場
ば

を活用
かつよう

し、市町村
しちょうそん

、障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

、児童
じ ど う

相談
そうだん

所
しょ

、保健
ほ け ん

センター、医療
いりょう

機関
き か ん

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、学校
がっこう

及
およ

び

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

と連携
れんけい

し、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を利用
り よ う

する前
まえ

からそれぞれの支援
し え ん

体制
たいせい

を確認
かくにん

し、

退所後
たいしょご

の支援
し え ん

を見据
み す

え、連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を図
はか

っていきます。 

・ 施設
し せ つ

を利用
り よ う

する子
こ

どもの中
なか

には虐待
ぎゃくたい

を受
う

けた子
こ

どもが多
おお

くいることから、その支援
し え ん

に当
あ

たっては、

より細
こま

やかな対応
たいおう

を行
おこな

う必要
ひつよう

があり、施設
し せ つ

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、小規模
しょうきぼ

グループケアの導入
どうにゅう

を検討
けんとう

す

るとともに、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の専門
せんもん

機能
き の う

の強化
きょうか

を支援
し え ん

します。 
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・ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は様々
さまざま

なニーズに対応
たいおう

する機関
き か ん

として位置
い ち

づけられている一方
いっぽう

、北海道
ほっかいどう

では、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が設置
せ っ ち

されていない圏域
けんいき

がある現状
げんじょう

から、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じ、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で家庭
か て い

的
てき

な生活
せいかつ

が提供
ていきょう

される環境
かんきょう

づくりを推進
すいしん

します。 

・ 18歳
さい

を迎
むか

える子
こ

どもが、退所後
たいしょご

も安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、入所
にゅうしょ

中
ちゅう

から、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の体験
たいけん

利用
り よ う

や宿泊
しゅくはく

体験
たいけん

、自立
じ り つ

支援
し え ん

協議会
きょうぎかい

等
とう

の場
ば

を活用
かつよう

し、市町村
しちょうそん

、障害
しょうがい

児
じ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

、児童
じ ど う

相談
そうだん

所
しょ

、保健
ほ け ん

センタ

ー、医療
いりょう

機関
き か ん

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、学校
がっこう

及
およ

び障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

の職員
しょくいん

等
とう

の連携
れんけい

のもと、その

子
こ

に適
てき

した進路
し ん ろ

支援
し え ん

を行
おこな

う体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

・ 社会的
しゃかいてき

養護
よ う ご

の必要
ひつよう

な障
しょう

がいのある子
こ

どもの措置
そ ち

に関
かん

しては、障
しょう

がいの程度
て い ど

や地域
ち い き

特性
とくせい

等
とう

により、

障
しょう

がいのない子
こ

どもを含
ふく

めた集団
しゅうだん

の中
なか

での育
そだ

ちをできるだけ支援
し え ん

することも含
ふく

めて対応
たいおう

します。 

 

⑥  特別
とくべつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

な子
こ

どもへの支援
し え ん

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 被
ひ

虐待
ぎゃくたい

や社会的
しゃかいてき

養護
よ う ご

等
とう

の特別
とくべつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

な障
しょう

がいのある子
こ

どもへの支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ 児童
じ ど う

養護
よ う ご

施設
し せ つ

や里親
さとおや

等
とう

を活用
かつよう

している障
しょう

がいのある子
こ

ども、あるいは、家庭
か て い

で養育
よういく

されている障
しょう

が

いのある子
こ

どもに対
たい

し、児童
じ ど う

相談
そうだん

所
しょ

や市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の専門性
せんもんせい

を活
い

かした支援
し え ん

の提供
ていきょう

について検討
けんとう

します。 

 

図
ず

18 【障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の地域
ち い き

連携
れんけい

】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 学校
がっこう

教育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいのある子
こ

どもが、地域
ちいき

の保育
ほいく

、教育
きょういく

等
とう

の支援
しえん

を受
う

けられるようにすることで、障
しょう

がいの

有無
う む

にかかわらず、すべての児童
じどう

が共
とも

に成長
せいちょう

できるよう、地域
ちいき

社会
しゃかい

への参加
さんか

や包容
ほうよう

（インクルージョ

ン）を推
すい

進
しん

する必要
ひつよう

があります。 

北海道
ほっかいどう

 

障
しょう

がい 

保健
ほけん

福祉
ふくし

 

圏域
けんいき

 

市町村
しちょうそん

 
障

しょう

がい児
じ

 

（家族
かぞく

） 

市町村
しちょうそん

保健
ほけん

ｾﾝﾀｰ等
とう

 

学校
がっこう

 

放課後
ほ う か ご

等
とう

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所
じぎょうしょ

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

 児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

 

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

 

 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 

児童
じどう

発達
はったつ

支援
しえん

ｾﾝﾀｰ 

障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

 

児童
じどう

相談所
そうだんじょ

 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

ｾﾝﾀｰ 

医療
いりょう

機関
きかん

 

保健所
ほけんじょ

 

障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の地域
ち い き

連携
れんけい

（イメージ） 
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・ 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

の理念
りねん

を踏
ふ

まえたインクルーシブ教育
きょういく

システム構築
こうちく

のための特別
とくべつ

支援
しえん

教 育
きょういく

を推進
すいしん

し、障
しょう

がいのある子ども
こ   

と障
しょう

がいのない子ども
こ   

が可能
かのう

な限
かぎ

りともに教 育
きょういく

を受けられる
う     

ようにするとともに、 障
しょう

がいのある子ども
こ   

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

を

見据え
み す  

、子
こ

ども一人一人
ひとりひとり

の教育的
きょういくてき

ニーズに最も
もっと 

的確
てきかく

に応える
こた    

指導
しどう

を提供
ていきょう

できるよう、連続性
れんぞくせい

のあ

る多様
たよう

な学び
まな  

の場
ば

の一層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

・整備
せいび

を進める
すす   

必要
ひつよう

があります。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 教育
きょういく

相談
そうだん

・支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

 

・ 教育
きょういく

委員会
いいんかい

や学校
がっこう

などにおいて、保健
ほけん

・医療
いりょう

・福祉
ふくし

等
とう

の関係
かんけい

機関
きかん

や道立
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

等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、保護者
ほ ご し ゃ

に対し
たい  

適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

い、発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある子
こ

ど

もへの早期
そうき

からの教 育
きょういく

相談
そうだん

・支援
しえん

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

・ 教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

作成
さくせい

の意義
い ぎ

について普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、学校間
がっこうかん

はもとより、学校
がっこう

と保育所
ほいくしょ

や幼稚園
ようちえん

、

子
こ

ども発達
はったつ

支援
しえん

センター等
とう

の関係
かんけい

機関
きかん

、卒業後
そつぎょうご

の就労先
しゅうろうさき

などとの間
あいだ

で、個別
こべつ

の教育
きょういく

支援
しえん

計画
けいかく

等
とう

の

引継
ひきつ

ぎが円滑
えんかつ

に行
おこな

われるよう、相互
そうご

の連携
れんけい

を促進
そくしん

します。 

・ 就学
しゅうがく

にあたって、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に対
たい

し、十分
じゅうぶん

情報
じょうほう

提供
ていきょう

をしつつ、その意見
いけん

を最大限
さいだいげん

尊重
そんちょう

し、

本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

と市町村
しちょうそん

教 育
きょういく

委員会
いいんかい

、学校
がっこう

等
とう

が教育的
きょういくてき

ニーズと必要
ひつよう

な支援
しえん

について合意
ごうい

形成
けいせい

が行
おこな

わ

れるよう、関係
かんけい

機関
きかん

と連携
れんけい

の下
もと

、早期
そうき

からの教育
きょういく

相談
そうだん

・支援
しえん

の充実
じゅうじつ

に努め
つと  

ます。 

 

② 幼児
ようじ

・義務
ぎ む

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

・ 発達
はったつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある幼児
ようじ

に対
たい

して、保健
ほけん

・医療
いりょう

・福祉
ふくし

関係
かんけい

機関
きかん

等
とう

が連携
れんけい

して、教育
きょういく

相談
そうだん

を推進
すいしん

するとともに、 小
しょう

・ 中
ちゅう

学校
がっこう

における児童
じどう

生徒
せいと

に対
たい

する指導
しどう

や支援
しえん

の充実
じゅうじつ

のための教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せいび

、並
なら

びに就 学
しゅうがく

動向
どうこう

や障
しょう

がいの状態
じょうたい

に応
おう

じた特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

の整備
せいび

など義務
ぎ む

教育
きょういく

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

 

③ 後期
こうき

中等
ちゅうとう

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

・ 障
しょう

がいのある生徒
せいと

の後期
こうき

中 等
ちゅうとう

教 育
きょういく

の機会
きかい

を確保
かくほ

するため、職 業
しょくぎょう

学科
がっか

を設置
せっち

する特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

高等部
こうとうぶ

など、受入
うけいれ

体制
たいせい

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 

 

④ キャリア教育
きょういく

・職 業
しょくぎょう

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

 

・ 将来
しょうらい

の自立
じりつ

に向
む

けて、勤労
きんろう

観
かん

や職 業
しょくぎょう

観
かん

の育成
いくせい

を図
はか

るキャリア教育
きょういく

を推進
すいしん

するとともに、卒業後
そつぎょうご

の進路
しんろ

を円滑
えんかつ

に確保
かくほ

するため、学校
がっこう

、児童
じどう

相談所
そうだんじょ

、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

、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

（ハ

ローワーク）、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、企業
きぎょう

等
とう

の連携
れんけい

のもとに、個々
こ こ

の希望
きぼう

や障
しょう

がい

特性
とくせい

等
とう

に応
おう

じた進路
しんろ

指導
しどう

や就 労
しゅうろう

支援
しえん

を計画的
けいかくてき

、組織的
そしきてき

に進
すす

めます。 

 

⑤ 交流
こうりゅう

及
およ

び共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

・ 障
しょう

がいのある児童
じどう

生徒
せいと

と障
しょう

がいのない児童
じどう

生徒
せいと

が体験的
たいけんてき

な学習
がくしゅう

を通
とお

して互
たが

いに理解
りかい

を深
ふか

める交
こう

流
りゅう

及
およ

び共同
きょうどう

学 習
がくしゅう

を一層
いっそう

推進
すいしん

するとともに、児童
じどう

生徒
せいと

のボランティア活動
かつどう

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

し、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がいのある人
ひと

とのふれあいや交 流
こうりゅう

など教育
きょういく

活動
かつどう

を充実
じゅうじつ

します。 

・ 特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

等
とう

の教 育
きょういく

活動
かつどう

の公開
こうかい

やホームページによる情報
じょうほう

発信
はっしん

などを通
とお

して、特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

に対
たい

する理解
りかい

・啓発
けいはつ

を進
すす

めます。 
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⑥ 障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した教 育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

・ 障
しょう

がいの重度
じゅうど

・重複化
ちょうふくか

、多様化
た よ う か

に対応
たいおう

するため、医療
いりょう

機関
きかん

等
とう

との密接
みっせつ

な連携
れんけい

を図
はか

るとともに、自立
じりつ

活
かつ

動
どう

担当
たんとう

教 員
きょういん

の育成
いくせい

・確保
かくほ

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた指導
しどう

やＩＣＴ（情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）を活用
かつよう

した指導
しどう

等
とう

を効果的
こうかてき

に行
おこな

うための

施設設
しせつせつ

備
び

の整備
せいび

や、医療的
いりょうてき

ケアに対応
たいおう

するための看護師
か ん ご し

の配置
はいち

など、教育
きょういく

環境
かんきょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 

・ 訪問
ほうもん

教育
きょういく

を充 実
じゅうじつ

するため、指導
しどう

内容
ないよう

・方法
ほうほう

等
とう

の改善
かいぜん

や教材
きょうざい

・教具
きょうぐ

の開発
かいはつ

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 

・ 幼稚園
ようちえん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

における発達障
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

の特性
とくせい

に応
おう

じた指導
しどう

や支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

  また、特別
とくべつ

支援
しえん

教 育
きょういく

支援員
しえんいん

の配置
はいち

など、教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せいび

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 

 

⑦ 研修
けんしゅう

、調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

の充 実
じゅうじつ

 

・ 児童
じどう

相談所
そうだんじょ

などの関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

を図
はか

りながら、道立
どうりつ

特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

センターにおける特別
とくべつ

支援
しえん

教
きょう

育
いく

に関
かん

する総合的
そうごうてき

研 究
けんきゅう

、相談
そうだん

事業
じぎょう

、特別
とくべつ

支援
しえん

教育
きょういく

関係
かんけい

職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

等
とう

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

・ 幼稚園
ようちえん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

の教 職 員
きょうしょくいん

の専門性
せんもんせい

を高
たか

めるため、特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

等
とう

と連携
れんけい

を

図
はか

り、特
とく

別
べつ

支援
しえん

教 育
きょういく

に関
かん

する研 修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

 

(3) 医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする子
こ

どもや難聴児
なんちょうじ

への支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

① 医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする子
こ

どもへの支援
しえん

の充実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 重 症
じゅうしょう

心
しん

身
しん

障
しょう

がい児
じ

や医療的
いりょうてき

ケア児
じ

とその家族
かぞく

が身近
みぢか

な地域
ちいき

において安心
あんしん

して生活
せいかつ

することがで

きるよう、充 実
じゅうじつ

した支援
しえん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

ることが必要
ひつよう

です。 

・ 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

やその家族
かぞく

に対
たい

して保健
ほけん

、医療
いりょう

、 福祉
ふくし

、保育
ほいく

、教育
きょういく

、労
ろう

働
どう

等
とう

を総合的
そうごうてき

に支援
しえん

する

体制
たいせい

を構築
こうちく

するため、関連
かんれん

分野
ぶんや

の支援
しえん

をコーディネートする役割
やくわり

を担
にな

う人材
じんざい

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ 常時
じょうじ

介護
かいご

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がいのある子
こ

どもが自
みずか

らが選択
せんたく

した地域
ちいき

で生活
せいかつ

できるよう日中
にっちゅう

及
およ

び

夜間
やかん

における医療的
いりょうてき

ケアを含
ふく

む支援
しえん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、体調
たいちょう

の変化
へんか

等
とう

に応
おう

じて一時的
いちじてき

に利用
りよう

す

ることができる社会
しゃかい

資源
しげん

の整備
せいび

を促進
そくしん

します。 

・ 本人
ほんにん

やその家族
かぞく

等
とう

への適切
てきせつ

な支援
しえん

が図
はか

られるよう、北海道
ほっかいどう

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援
しえん

センターが中心
ちゅうしん

と

なり、医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

なこどもを持
も

つご家族
かぞく

や関係
かんけい

機関
きかん

からの相談
そうだん

に対応
たいおう

するほか、支援
しえん

を総合的
そうごうてき

に調
ちょう

整
せい

する医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーターを養成
ようせい

するなど、支援
しえん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

・ 医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする子
こ

どもへの支援
しえん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、各圏域
かくけんいき

、各市町村
かくしちょうそん

における協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せっち

を進
すす

めるなど、地域
ちいき

や関係
かんけい

機関
きかん

における連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努
つと

めます。 

・ 重症心身障
じゅうしょうしんしんしょう

がい児
じ

を含めた
ふく   

医療
いりょう

的
てき

ケアの必要
ひつよう

な子
こ

どもの受入
う け い

れを行
おこな

う地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

を把握
は あ く

するほか、地域
ち い き

において関連
かんれん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

の調整
ちょうせい

を行
おこな

う医療
いりょう

的
てき

ケア児
じ

等
とう

コ

ーディネーターが全
ぜん

市町村
しちょうそん

に配置
は い ち

できるよう人材
じんざい

の育成
いくせい

を行
おこな

い、医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

が円滑
えんかつ

に

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられる環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 

  また、その人材
じんざい

育成
いくせい

に当
あ

たっては、コーディネーターに求
もと

められる役割
やくわり

に沿
そ

った内容
ないよう

の研
けん

修
しゅう

を行
おこな
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います。 

・ 広域
こういき

分散
ぶんさん

の地域
ちいき

特性
とくせい

を有
ゆう

する本道
ほんどう

において、重 症
じゅうしょう

心
しん

身
しん

障
しょう

がいや医療的
いりょうてき

ケアの必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある子
こ

どもへの支援
しえん

の推進
すいしん

を図
はか

るため、道
どう

、圏域
けんいき

、市町村
しちょうそん

において、関係者
かんけいしゃ

の協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せっち

を進
すす

めるほか、関係
かんけい

機関
きかん

や「特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

における医療的
いりょうてき

ケア連絡協
れんらくきょう

議会
ぎかい

」等
とう

との連携
れんけい

促進
そくしん

を図
はか

り、

その支援
しえん

が学齢期
がくれいき

から成人期
せいじんき

に円滑
えんかつ

に引
ひ

き継
つ

がれるよう努
つと

めます。 

・ 地域
ちいき

の医療
いりょう

機関
きかん

、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

や市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がいや医療的
いりょうてき

ケ

アの必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある子
こ

どもの家族
かぞく

の休息
きゅうそく

（レスパイト）の確保
かくほ

など、地域
ちいき

生活
せいかつ

を支援
しえん

す

る体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めるとともに、できるだけ身近
みぢか

な地域
ちいき

において必要
ひつよう

なサービスが受
う

けられるよう、

短期
たんき

入所
にゅうしょ

等
とう

のサービス提 供
ていきょう

を行
おこな

う事業所
じぎょうしょ

の増加
ぞうか

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

・ 重症心身障
じゅうしょうしんしんしょう

がいや医療
いりょう

的
てき

ケアの必要
ひつよう

な子
こ

どもの家庭
か て い

等
とう

を訪問
ほうもん

し、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うほか、市町村
しちょうそん

において実施
じ っ し

が困難
こんなん

な専門的
せんもんてき

支援
し え ん

なども含
ふく

め、重層的
じゅうそうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

 

② 難聴児
なんちょうじ

への支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 難聴
なんちょう

児
じ

については、早期
そ う き

に聞
き

こえにくさに気
き

づき、ことばや知識
ち し き

を学
まな

ぶための適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

うこ

とが重要
じゅうよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

・ コミュニケーションを築
きず

くうえで必要
ひつよう

な集団
しゅうだん

適応
てきおう

を早期
そ う き

に身
み

につけるため、新生児
しんせいじ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

から

療育
りょういく

につなげる体制
たいせい

整備
せ い び

のための協
きょう

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

や新生児
しんせいじ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

から療育
りょういく

までを遅滞
ち た い

なく円滑
えんかつ

に

実施
じ っ し

するための手引書
てびきしょ

の周知
しゅうち

等
とう

、新
しん

生
せい

児
じ

聴覚
ちょうかく

スクリーニングや乳幼児
にゅうようじ

健康
けんこう

診査
し ん さ

の際
さい

になるべく早
はや

く

難聴
なんちょう

に気
き

づき、療育
りょういく

につなげる取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

・ 難聴
なんちょう

児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

が、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において適切
てきせつ

な相談
そうだん

支援
し え ん

及
およ

び療育
りょういく

を受
う

けることができるよう、

市町村
しちょうそん

、医療
いりょう

機関
き か ん

、道立
どうりつ

聾
ろう

学校
がっこう

等
とう

が連携
れんけい

し、難聴
なんちょう

に起因
き い ん

することばの遅
おく

れや、コミュニケーションへ

の影響
えいきょう

、知的
ち て き

、社会的
しゃかいてき

発達
はったつ

の遅
おく

れを未
み

然
ぜん

に防
ふせ

ぐ、または最小限
さいしょうげん

にとどめるため、可能
か の う

な限
かぎ

り早期
そ う き

に療育
りょういく

につなげ、専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

による乳幼児期
にゅうようじき

の発達
はったつ

の促進
そくしん

を図
はか

るなど、難聴児
なんちょうじ

支援
し え ん

のための中核的
ちゅうかくてき

機能
き の う

を

有
ゆう

する体制
たいせい

の確保
か く ほ

を進
すす

めます。 

・ 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある子
こ

どもの早期
そうき

療育
りょういく

体制
たいせい

を図
はか

るため、道立聾
どうりつろう

学校
がっこう

において聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある

乳幼児
にゅうようじ

を対象
たいしょう

とした相談
そうだん

・支援
しえん

を行
おこな

います。 

 

 

９  発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

や在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

への支援
しえん

 

【現状
げんじょう

と課題
かだい

】 

・ 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

やその家族
かぞく

への支援
しえん

が推進
すいしん

されるよう、関係
かんけい

機関
きかん

等
とう

の連携
れんけい

の下
もと

に切
き

れ目
め

のない

支援
しえん

が必要
ひつよう

です。 

また、在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

とその家族
かぞく

が安心
あんしん

して地域
ちいき

で暮
く

らしていくには、在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

するため

の様々
さまざま

な支援
しえん

が必要
ひつよう

です。 

 

【考
かんが

え方
かた

】 
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・ 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

やその家族
かぞく

への支援
しえん

が推進
すいしん

されるよう、医療
いりょう

、保健
ほけん

、福祉
ふくし

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

等
とう

の

各分野
かくぶんや

の関係
かんけい

機関
きかん

が相互
そうご

に連携
れんけい

し、可能
かのう

な限
かぎ

り身近
みぢか

な場所
ばしょ

で切
き

れ目
め

のない支援
しえん

を受
う

けられるよう、施策
しさく

を推進
すいしん

します。 

また、在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

とその家族
かぞく

が安心
あんしん

して地域
ちいき

で暮
く

らしていくことができるよう、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス等
とう

の福祉
ふくし

制度
せいど

、訪問
ほうもん

看護
かんご

等
など

の医療
いりょう

制度
せいど

など、在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

するための支援
しえん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

 

 (1) 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

ヘの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 発達障
はったつしょう

がいは、個々
こ こ

によりその特性
とくせい

が異
こと

なり、できるだけ早期
そ う き

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

うことが重要
じゅうよう

で

あり、障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

と、特性
とくせい

に応
おう

じた援助
えんじょ

並
なら

びにその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を進
すす

めることが

必要
ひつよう

です。 

・ 身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において、必要
ひつよう

な支援
し え ん

が得
え

られるよう取組
とりくみ

を推進
すいしん

するとともに、多
おお

くの道民
どうみん

が発達障
はったつしょう

が

いを正
ただ

しく理解
り か い

のするための普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

ることが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 発達障
はったつしょう

がいに関
かん

する課題
か だ い

について、関係
かんけい

機関
き か ん

と情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を図
はか

り、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた支援
し え ん

体制
たいせい

等
とう

について、発達
はったつ

支援
し え ん

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

において、意見
い け ん

交換
こうかん

を行
おこな

い充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

について、乳幼児期
にゅうようじき

、学齢期
がくれいき

、就労
しゅうろう

期
き

等
とう

、一貫
いっかん

し

た切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

が行
おこな

えるよう、適切
てきせつ

に引
ひ

き継
つ

ぎを行
おこな

うなど、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を促進
そくしん

します。 

・ 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が、可能
か の う

な限
かぎ

り身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において必要
ひつよう

な支援
し え ん

が受
う

けられるよう、

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

）センターが地域
ち い き

づくりコーディネーターと協働
きょうどう

し、地域
ち い き

の医療
いりょう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、

教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

や民間
みんかん

団体
だんたい

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

、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

を実施
じ っ し

するとともに、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

）センターにおいて、発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

に対
たい

し、市町村
しちょうそん

等
とう

では対応
たいおう

が困難
こんなん

な

真
しん

に必要
ひつよう

な相談
そうだん

について、地域
ち い き

の支援
し え ん

者
しゃ

と一緒
いっしょ

に個別
こ べ つ

の相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

い、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

づくり

を推進
すいしん

します。 

・ 発達障
はったつしょう

がいの特性
とくせい

などに対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

るため、フォーラムやパネル展
てん

の開催
かいさい

など道民
どうみん

の

方々
かたがた

への幅
はば

広
ひろ

い啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

し、相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

や、発達障
はったつしょう

がいに関
かん

する診療
しんりょう

を行
おこな

っている医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

の情報
じょうほう

をホームページ等
とう

により提供
ていきょう

します。 
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図
ず

19 【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

）センターの支援
し え ん

対象
たいしょう

エリア】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人等
とう

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 重症心身障
じゅうしょうしんしんしょう

がいや在宅
ざいたく

の障
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

して生活
せいかつ

するためには、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じた支援
し え ん

を受
う

けることが重要
じゅうよう

であり、支援
し え ん

を行
おこな

うに当
あ

たって、その人数
にんずう

や

受
う

けているサービスなどの現状
げんじょう

等
とう

を把握
は あ く

するとともに関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

を図
はか

り、子
こ

どもから大人
お と な

まで切
き

れ目
め

の無
な

い一貫
いっかん

した支援
し え ん

を提供
ていきょう

する地域
ち い き

の支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

が必要
ひつよう

です。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が自立
じ り つ

した日常生活
にちじょうせいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むためには、育成
いくせい

医療
いりょう

をはじめとする自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

等
とう

の適切
てきせつ

な提供
ていきょう

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

・ 地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

や市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、重症心身障
じゅうしょうしんしんしょう

がいや在宅
ざいたく

の障
しょう

が

いのある人
ひと

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

への参加
さ ん か

や家族
か ぞ く

の休息
きゅうそく

（レスパイト）の確保
か く ほ

など、地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

に努
つと

めるとともに、できるだけ身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において必要
ひつよう

なサービスが受
う

けられるよう、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

等
とう

のサービス提供
ていきょう

を行
おこな

う事業所
じぎょうしょ

の増加
ぞ う か

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

・ 直接
ちょくせつ

的
てき

なサービス提供
ていきょう

の担
にな

い手
て

となる看護師
か ん ご し

等
とう

従事
じゅうじ

者
しゃ

の育成
いくせい

、確保
か く ほ

を図
はか

るため、地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

や

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

の職員
しょくいん

を対象
たいしょう

に、重症心身障
じゅうしょうしんしんしょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

方法
ほうほう

等
とう

に関
かん

する

研修
けんしゅう

や、適切
てきせつ

な医療
いりょう

的
てき

ケアを行
おこな

うために必要
ひつよう

な知識
ち し き

、技術
ぎじゅつ

などに関
かん

する研修
けんしゅう

を関係団体
かんけいだんたい

等
とう

と連携
れんけい

し

実施
じ っ し

します。 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所等
じぎょうしょとう

で喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

等
とう

業務
ぎょうむ

を行
おこな

う介護
か い ご

職員
しょくいん

等
とう

の計画
けいかく

的
てき

な養成
ようせい

を図
はか

ります。 

 

② 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

等
とう

の提供
ていきょう
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・ 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

した日常生活
にちじょうせいかつ

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

である自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

を適切
てきせつ

に受
う

けられるよう、道
どう

、市町村
しちょうそん

及
およ

び医療
いりょう

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

や利用
り よ う

者
しゃ

の支援
し え ん

に努
つと

めます。 

・ 重度
じゅうど

心身
しんしん

障
しょう

がいのある人
ひと

の健康
けんこう

保持
ほ じ

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

に対
たい

し、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

による支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

 

10 自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

・取組
とりくみ

定 着
ていちゃく

  

【現状
げんじょう

と課題
かだい

】 

・  障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ちいき

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、町内会
ちょうないかい

活動
かつどう

や地域
ちいき

づくり活動
かつどう

、文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

、当
とう

事
じ

者
しゃ

による自主的
じしゅてき

活動
かつどう

など、地域
ちいき

の様々
さまざま

な活動
かつどう

へ参加
さんか

し、生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

や自己
じ こ

実現
じつげん

を図
はか

る機会
きかい

の充実
じゅうじつ

と参加
さんか

を促進
そくしん

する環 境
かんきょう

づくりが求
もと

められています。 

さらに、障
しょう

がいのある人
ひと

が主体的
しゅたいてき

に地域
ちいき

の活動
かつどう

に参加
さんか

するための情報
じょうほう

提供
ていきょう

や、スポーツ・文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

、生涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

の拡
かく

大
だい

とともに、意思
い し

疎通
そつう

手段
しゅだん

の確保
かくほ

や移動
いどう

支援
しえん

などの充実
じゅうじつ

を図
はか

る必要
ひつよう

があ

ります。 

 

【考
かんが

え方
かた

】 

・  障
しょう

がいのある人
ひと

が自
みずか

らの選択
せんたく

と決定
けってい

により、参加
さんか

することができる様々
さまざま

な活動
かつどう

の機会
きかい

を増
ふ

やすと

ともに、障
しょう

がいのある人
ひと

が社会
しゃかい

参加
さんか

の主体
しゅたい

として活躍
かつやく

できるよう、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ばめん

でのアクセシ

ビリティの向 上
こうじょう

をはじめとする環 境
かんきょう

整備
せいび

を促進
そくしん

します。 

さらに、障
しょう

がいのある人
ひと

と地域
ちいき

住 民
じゅうみん

等
とう

が交流
こうりゅう

する場
ば

の整備
せいび

、意思
い し

疎通
そつう

手段
しゅだん

の確保
かくほ

、移動
いどう

に関
かん

する

支援
しえん

の利用
りよう

促進
そくしん

などに努
つと

めます。 

 

(1) 社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が、自主的
じしゅてき

に行動
こうどう

し、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶんか

その他
た

のあら

ゆる分野
ぶんや

の活動
かつどう

に参加
さんか

し、生
い

きがいを持
も

って生活
せいかつ

できるような地域
ちいき

づくりが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 社会
しゃかい

参加
さんか

促進
そくしん

対策
たいさく

の推進
すいしん

等
とう

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さんか

を促進
そくしん

するため、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

と協 力
きょうりょく

しながら各種
かくしゅ

事業
じぎょう

を

実施
じっし

するとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ちいき

で様々
さまざま

な活動
かつどう

に参加
さんか

し、生
い

きがいを持
も

って生活
せいかつ

できる

よう、市町村
しちょうそん

が実施
じっし

する意思
い し

疎通
そつう

支援者
しえんしゃ

の派遣
はけん

や、移動
いどう

の支援
しえん

、生活
せいかつ

訓練
くんれん

、スポーツ・文化
ぶんか

活動
かつどう

な

どの市町村
しちょうそん

地域
ちいき

生活支
せいかつし

援
えん

事業
じぎょう

を推進
すいしん

し、障
しょう

がいのある人
ひと

のニーズに応
おう

じた社会
しゃかい

参加
さんか

の促進
そくしん

に努
つと

め

ます。 

 ・ 障
しょう

がいのある人
ひと

自
みずか

らの社会
しゃかい

参加
さんか

を促進
そくしん

するため、北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

社会
しゃかい

参加
さんか

推進
すいしん

センターが行
おこな

う、社会
しゃかい

参加
さんか

活動
かつどう

に関
かん

する相談
そうだん

や、情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

・提供
ていきょう

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

します。 

 ・ 選挙
せんきょ

において、郵便
ゆうびん

等
とう

による不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

制度
せいど

や点字
てんじ

による投票
とうひょう

制度
せいど

の活用
かつよう

の周知
しゅうち

や、投票所
とうひょうじょ

においても障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した支援
しえん

が行
おこな

われるよう、市町村
しちょうそん

選挙
せんきょ

管理
かんり

委員会
いいんかい

に対
たい

し働
はたら

きか

けます。 
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 ・ 地域
ちいき

で行
おこな

われる 様
さまざま

々な行
ぎょう

事
じ

や住民
じゅうみん

活動
かつどう

について、地域
ちいき

社会
しゃかい

の一員
いちいん

である障
しょう

がいのある人
ひと

たちが参加
さんか

しやすいよう、主催者
しゅさいしゃ

が企画
きかく

の段階
だんかい

から障
しょう

がいのある人
ひと

の参画
さんかく

や合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

が促進
そくしん

されるよう、様々
さまざま

な機会
きかい

をとらえ周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

と地域
ちいき

住 民
じゅうみん

がともに地域
ちいき

のコミュニティづくりを推進
すいしん

する観点
かんてん

から、共生型
きょうせいがた

事業
じぎょう

を活
かつ

用
よう

し、障
しょう

がいのある人
ひと

と地域
ちいき

住民
じゅうみん

等
とう

が交流
こうりゅう

する場
ば

の整備
せいび

を促進
そくしん

します。 

 ・ 地域
ちいき

活動
かつどう

を行
おこな

おうとする障
しょう

がいのある人
ひと

たちを支援
しえん

するため、ＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

の設立
せつりつ

等
とう

に関
かん

する

相談
そうだん

や助
じょ

言
げん

に努
つと

めます。 

 

② 移動
いどう

支援
しえん

の確保
かくほ

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さんか

を促進
そくしん

する観点
かんてん

から、移動
いどう

に関
かん

する支援
しえん

（行動
こうどう

援護
えんご

・同行
どうこう

援護
えんご

、移動支
い ど う し

援
えん

等
とう

）の利用
りよう

を促進
そくしん

するとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

の移動
いどう

手段
しゅだん

の必要性
ひつようせい

や合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

について、

市
し

町村
ちょうそん

、イベントや住 民
じゅうみん

活動
かつどう

の主催者
しゅさいしゃ

、交通事
こうつうじ

業者
ぎょうしゃ

など広
ひろ

く周知
しゅうち

し、移動
いどう

支援
しえん

等
とう

の確保
かくほ

を促進
そくしん

します。 

 

③ ボランティアとの連携
れんけい

 

 ・ ボランティアの養成
ようせい

・派遣
はけん

を通
つう

じて障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さんか

を推進
すいしん

する市町村
しちょうそん

の取組
とりくみ

の支援
しえん

に努
つと

めます。 

 ・ 市町村
しちょうそん

がボランティアセンターへの支援
しえん

やボランティア活動
かつどう

に参加
さんか

しやすい体制
たいせい

の整備
せいび

を行
おこな

う

取組
とりくみ

を支援
しえん

します。 

 

④ 社会
しゃかい

参加
さんか

のための生活
せいかつ

訓練
くんれん

の実施
じっし

 

 ・ 入所
にゅうしょ

、通所
つうしょ

又
また

は訪問
ほうもん

による各種
かくしゅ

訓練
くんれん

（日常
にちじょう

生活
せいかつ

動作
どうさ

訓練
くんれん

、歩行
ほこう

訓練
くんれん

、点字
てんじ

訓練
くんれん

、福祉
ふくし

用具
ようぐ

の

使用
しよう

訓練
くんれん

等
とう

）を実施
じっし

し、中
ちゅう

途
と

視
し

覚
かく

障
しょう

がい者
しゃ

への支援
しえん

に努
つと

めます。 

 ・ 食道
しょくどう

発音
はつおん

訓練
くんれん

、人工
じんこう

咽頭
いんとう

による発音
はつおん

訓練
くんれん

等
とう

を行
おこな

い、疾病
しっぺい

等
とう

により喉頭
こうとう

を摘出
てきしゅつ

した人
ひと

への支援
しえん

に努
つと

めます。 

 ・ 健康
けんこう

、文化
ぶんか

、防災
ぼうさい

など社会
しゃかい

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な知識
ちしき

習得
しゅうとく

のための講座
こうざ

を開催
かいさい

し、視覚
しかく

や聴覚
ちょうかく

に障
しょう

が

いのある人
ひと

などへの支援
しえん

に努
つと

めます。 

 

(2) スポーツ・文化
ぶんか

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の振興
しんこう

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

  障
しょう

がいのある人
ひと

が、円滑
えんかつ

に文化
ぶんか

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

，スポーツ又
また

はレクリエーションを行
おこな

うことができる

よう，環
かん

境
きょう

の整備
せいび

等
とう

を推進
すいしん

することが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

①  スポーツ・レクリエーションの振興
しんこう

 

・  関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

し、障
しょう

がい者
しゃ

スポーツの体験
たいけん

等
とう

により、社会
しゃかい

に対する
たい   

障
しょう

がい者
しゃ

スポーツの

理解
りかい

促進
そくしん

と多様
たよう

な主体
しゅたい

による支援
しえん

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツに関
かん

する指導者
しどうしゃ

やボランティア等
とう

の人材
じんざい

拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツを行う
おこな

ことができる施設
しせつ

や場
ば

の拡大
かくだい

を図ります
はか     

。 

・ スポーツ施設
しせつ

のバリアフリー化
か

やユニバーサルデザインの導入
どうにゅう

等
とう

を含
ふく

め、障
しょう

がい者
しゃ

を含め誰
ふく だれ
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もが利用
りよう

しやすい施設
しせつ

の充 実
じゅうじつ

を図ります
はか     

。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ関係
かんけい

団体
だんたい

の活性化
かっせいか

及び
およ  

相互
そうご

連携
れんけい

を促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツの競技力
きょうぎりょく

向 上
こうじょう

のための環境
かんきょう

改善
かいぜん

・支援
しえん

方策
ほうさく

を検討
けんとう

します。 

・ 「
あい’

Ｉ
’

'ｍ
む

 ＰＯＳＳＩＢＬＥ
ぽ っ し ぶ る

」の活用
かつよう

等
とう

によるパラリンピック教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図り
はか  

ます。 

 

② 文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の振興
しんこう

 

 ・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の美術
びじゅつ

、演劇
えんげき

、音楽
おんがく

等
とう

をはじめとする多様
たよう

な文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を支援
しえん

する拠点
きょてん

と

して位置
い ち

づけられている「障
しょう

がい者
しゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶんか

活動
かつどう

支援
しえん

センター」の設置
せっち

について検
けん

討
とう

します。 

 ・ 市町村
しちょうそん

や関係
かんけい

機関
きかん

及
およ

び関係
かんけい

団体
だんたい

との連携
れんけい

により、障
しょう

がいのある人
ひと

が障
しょう

がいのない人
ひと

と同様
どうよう

に、芸術作
げいじゅつさく

品
ひん

や演劇
えんげき

等
とう

を鑑 賞
かんしょう

し、また、障
しょう

がいのある人
ひと

自
みずか

らの創造
そうぞう

や活動
かつどう

の成果
せいか

等
とう

を発表
はっぴょう

する機会
きかい

の確保
かくほ

を図
はか

り、生
い

きがいを持
も

って日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう支援
しえん

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の文化
ぶんか

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

を通
つう

じて、多様
たよう

な人々
ひとびと

との交流
こうりゅう

が促進
そくしん

され、障
しょう

がいのある

人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の文化
ぶんか

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の実態
じったい

把握
はあく

や情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

を行
おこな

うとともに広
ひろ

く発信
はっしん

するこ

とに努
つと

めます。 

 ・ 関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

により、意見
いけん

交換
こうかん

や情報
じょうほう

共有
きょうゆう

に努
つと

めながら、障
しょう

がいのある人
ひと

の文化
ぶんか

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を支
し

援
えん

します。 

  

(3) 読書
どくしょ

バリアフリーの推進
すいしん

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、等
ひと

しく読書
どくしょ

を通
つう

じて文字
も じ

・活字
かつじ

文化
ぶんか

の恩恵
おんけい

を享受
きょうじゅ

することができ 

る社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めていくことが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

の施策
しさく

】 

① 読書
どくしょ

バリアフリーに関
かん

する各種
かくしゅ

取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

・ 点字
てんじ

図書館
としょかん

や地域
ちいき

の公 共
こうきょう

図書館
としょかん

など関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

を図
はか

るとともに、点字
てんじ

や音声
おんせい

で書籍
しょせき

等
とう

の

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

する視覚
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）について、その内容
ないよう

や利用
りよう

方法
ほうほう

等
とう

を周知
しゅうち

することで活用
かつよう

を促進
そくしん

し、視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

等
とう

が身近
みぢか

な地域
ちいき

において情報
じょうほう

提供
ていきょう

が受
う

けら

れる体制
たいせい

づくりを進
すす

めます。 

 ・ 画面
がめん

読
よ

み上
あ

げソフトや拡大
かくだい

読書器
どくしょき

など、障
しょう

がいのある人
ひと

が情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

しやすくする用具
ようぐ

の普及
ふきゅう

を促進
そくしん

するとともに、電子
でんし

書籍
しょせき

等
とう

のアクセシブルな資料
しりょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るなど、情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

や操作
そうさ

が

困難
こんなん

な障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

 ・ 関係
かんけい

機関
きかん

が行
おこな

う点訳
てんやく

図書
としょ

、ＤＡＩＳＹ
で い じ ー

図書
としょ

作成
さくせい

のためのボランティア育成
いくせい

・確保
かくほ

について、支援
しえん

し

ます。 

 

(4) 生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

機会
きかい

の充 実
じゅうじつ

 

 【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、すべての人
ひと

が、より良
よ

く生
い

きるためにそれぞれが必要
ひつよう

とする学習
がくしゅう

を

生涯
しょうがい

にわたって継続
けいぞく

することのできる社会
しゃかい

を形成
けいせい

していくことが必要
ひつよう

です。 
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【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 学習
がくしゅう

機会
きかい

の充 実
じゅうじつ

 

 ・ 学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

の学 習
がくしゅう

活動
かつどう

を推進
すいしん

するため、関係
かんけい

機関
きかん

との連携
れんけい

により学習
がくしゅう

機会
きかい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めま

す。 

 ・ インターネットからの配信
はいしん

による学校
がっこう

情報
じょうほう

などの活用
かつよう

による学習
がくしゅう

活動
かつどう

を推進
すいしん

するため、Ｉ
あい

Ｃ
しー

Ｔ
てぃー

（情
じょう

報
ほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）の普及
ふきゅう

・促進
そくしん

に努
つと

めます。 

 

② 情報
じょうほう

提供
ていきょう

・相談
そうだん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

・ 生涯
しょうがい

学 習
がくしゅう

への積極的
せっきょくてき

な参加
さんか

を促進
そくしん

するため、道
どう

・市町村
しちょうそん

はもとより、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

関連
かんれん

施設
しせつ

や

高等
こうとう

教育
きょういく

機関
きかん

が持
も

つ学 習
がくしゅう

情 報
じょうほう

のネットワーク化
か

により、学習
がくしゅう

情報
じょうほう

提供
ていきょう

と相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せいび

を

促進
そくしん

します。 

 

③ 指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

 

 ・ 多様
たよう

な学 習
がくしゅう

ニーズに対応
たいおう

するため、地域
ちいき

における生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

を推進
すいしん

する指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

・確保
かくほ

に

努
つと

めます。 

 

 

Ⅳ バリアフリー社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

11 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

の施策
しさく

の推進
すいしん

 

【現状
げんじょう

と課題
かだい

】 

・ 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

に加
くわ

えて、令和
れいわ

４年
ねん

５月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

び利
り

用
よう

並
なら

びに意思
い し

疎通
そつう

に係
かか

る施策
しさく

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

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニ

ケーション施策
しさく

推進法
すいしんほう

）が施行
しこう

され、障
しょう

がいのある人
ひと

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
りよう

、障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

などに関
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

することが求
もと

められています。 

そのため、障
しょう

がいの特性
とくせい

に対応
たいおう

したＩ
あい

Ｃ
しー

Ｔ
てぃー

（情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）の利用
りよう

の促進
そくしん

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

のほか、障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した意思
い し

疎通
そつう

手段
しゅだん

の確保
かくほ

や意思
い し

疎通
そつう

支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

・派遣
はけん

等
とう

を行い
おこな 

、障
しょう

が

いのある人
ひと

が障
しょう

がいのない人
ひと

と実質的
じっしつてき

に同等
どうとう

の情報
じょうほう

を得
え

られるように情報
じょうほう

保障
ほしょう

の確保
かくほ

を図
はか

ること

が必要
ひつよう

です。 

また、手話
しゅわ

が独自
どくじ

の体系
たいけい

を持
も

つ言語
げんご

であることについて、広
ひろ

く道民
どうみん

への普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進
すす

めるほか、手話
しゅわ

を習
しゅう

得
とく

するために必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

う必要
ひつよう

があります。 

 

【考
かんが

え方
かた

】 

・ Ｉ
あい

Ｃ
しー

Ｔ
てぃー

（情 報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）の活用
かつよう

により、情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

に取
と

り組
く

むとともに、情報
じょうほう

提供
ていきょう

や意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

等
とう

、意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

条例
じょうれい

に基
もと

づく各種
かくしゅ

施策
しさく

等
とう

を推進
すいしん

することで、障
しょう

がい

のある人
ひと

の意思
い し

疎通
そつう

手段
しゅだん

を拡 充
かくじゅう

し自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

を促進
そくしん

します。 

また、手話
しゅわ

言語
げんご

条 例
じょうれい

に基
もと

づき、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、聴
ちょう

覚
かく

に

障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

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

の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。 

 

(1) 情報
じょうほう

通信
つうしん

における情 報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 
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・ ＩＣＴ（情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）の活用
かつよう

により、障
しょう

がいのある人
ひと

が円滑
えんかつ

に情報
じょうほう

を取得
しゅとく

・利用
りよう

できるよう、

情報
じょうほう

アクセシビリティの向 上
こうじょう

に取
と

り組
く

むことが必要
ひつよう

です。 
 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

①  情報
じょうほう

バリアフリー化
か

の促進
そくしん

 

・ Ｉ
あい

Ｃ
しー

Ｔ
てぃー

（情 報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）の発展
はってん

による誰
だれ

もが使
つか

いやすい技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した情報
じょうほう

バリアフリー化
か

を促進
そくしん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の情報
じょうほう

の利用
り よ う

におけるバリアフリー化
か

を推進
すいしん

するため、情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

等
とう

に関
かん

す

る情報
じょうほう

提供
ていきょう

や好
こう

事
じ

例
れい

の周
しゅう

知
ち

などに努
つと

め、普及
ふきゅう

や利用
り よ う

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
かぞく

からの情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

の利用
りよう

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

を実施
じっし

する障
しょう

がい者
しゃ

 

ＩＴ
あいてぃー

サポートセンターの設置
せっち

により、情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

の利用
りよう

及
およ

び活用
かつよう

の機会
きかい

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

 

(2) 意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障
しょう

がいのある人の意思
い し

疎通
そ つ う

の妨
さまた

げとなる社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を解消
かいしょう

して、障
しょう

がいの有無
う む

に関
かか

わらず、全
すべ

ての道民
どうみん

がみんなで共生
きょうせい

する暮
く

らしやすい社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目的
もくてき

に意思
い し

疎通
そつう

の支援
しえん

に関
かん

する各種
かくしゅ

施策
し さ く

等
とう

の取組
とりくみ

を進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 理解
り か い

の促進
そくしん

 

・ 障
しょう

がいや障
しょう

がいのある人
ひと

への理解
り か い

が深
ふか

まるよう、広報誌
こうほうし

やＤ Ｖ Ｄ
でぃーぶいでぃー

（映像
えいぞう

）、インターネット

（動画
ど う が

配信
はいしん

）などの様々
さまざま

な情報
じょうほう

媒体
ばいたい

を活用
かつよう

し、ノーマライゼーションの理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

を図
はか

ります。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

や家族
か ぞ く

、地域
ち い き

の支援
し え ん

者
しゃ

、就 職
しゅうしょく

先
さき

となる企業
きぎょう

等
とう

へ正
ただ

しい情報
じょうほう

をわかりやすく伝
つた

え

るため、映像
えいぞう

資料
しりょう

等
とう

を活用
かつよう

し、当事者
とうじしゃ

、支援
し え ん

者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

の仕組
し く

みづくりを進
すす

めま

す。 

 

② 意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

等
とう

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

など、コミュニケーションが図
はか

りやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

め

ます。 

・ 点字
て ん じ

、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、触手話
しょくしゅわ

、代筆
だいひつ

・代読
だいどく

、コミュニケーションボード等
とう

、障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

ツールの確保
か く ほ

のため、意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

の習得
しゅうとく

の取組
とりくみ

を支援
し え ん

するほか、意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

が使
つか

いやすい環境
かんきょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 

・ 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の不在
ふざい

地域
ちいき

や、災害
さいがい

や緊
きん

急事態
きゅうじたい

等
とう

で手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の派遣
はけん

が困難
こんなん

な場合
ばあい

でも、円滑
えんかつ

な支援
しえん

を提供
ていきょう

できる環 境
かんきょう

を整備
せいび

するため、遠隔
えんかく

手話
しゅわ

通訳
つうやく

の実施
じっし

を推進
すいしん

します。 

 

③ 情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

 

・ 点訳
てんやく

奉仕員
ほうしいん

や手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

等
とう

の意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

人材
じんざい

の育成
いくせい

・派遣
は け ん

、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の情報
じょうほう

発信
はっしん

拠点
きょてん

等
とう

のた

め、道内
どうない

の視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

及
およ

び聴覚障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

に係
かか

る情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

を支援
し え ん

します。 

・ 点字
てんじ

やインターネットによる新聞
しんぶん

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や、広報紙
こうほうし

「ほっかいどう」の点字版
てんじばん

・Ｃ Ｄ 版
しぃーでぃーばん

の作成
さくせい

や道政
どうせい

広報
こうほう

番組
ばんぐみ

へのテロップ（字幕
じまく

）・手話
しゅわ

通訳
つうやく

の利用
りよう

、道
どう

公式
こうしき

ホームページへの自動
じどう
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読み上げ
よ  あ  

機能
きのう

の搭載
とうさい

などにより、道政
どうせい

の話題
わだい

や生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

します。 

・  選挙
せんきょ

管理
かんり

委員会
いいんかい

が発行
はっこう

する選挙
せんきょ

公報
こうほう

について、市町村
しちょうそん

選挙
せんきょ

管理
かんり

委員会
いいんかい

に対
たい

し、点字版
てんじばん

や音声版
おんせいばん

等
とう

の発
はっ

行
こう

、手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

等
とう

、障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

保障
ほしょう

に努
つと

めるよう働
はたら

きかけます。 

・ 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

があることについて、道民
どうみん

の理解
り か い

促進
そくしん

や普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

 

④ 意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

の養
よう

成
せい

及
およ

び派
は

遣
けん

の推進
すいしん

 

・ 点訳
てんやく

奉仕員
ほうしいん

、朗読
ろうどく

奉仕員
ほうしいん

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

（手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

）、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

（要約
ようやく

筆記
ひ っ き

奉仕員
ほうしいん

）、盲
もう

ろう者
しゃ

通訳
つうやく

・

介助員
かいじょいん

、失
しつ

語
ご

症
しょう

者
しゃ

向
む

け意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

者
しゃ

等
とう

、意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

・派遣
は け ん

については、道
どう

、市町村
しちょうそん

が

それぞれの役割
やくわり

を担
にな

った上
うえ

で関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、道内
どうない

の意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

・ 市町村
しちょうそん

に対
たい

し、障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

者
しゃ

の養成
ようせい

及
およ

び派遣
は け ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を促
うなが

すともに、

体制
たいせい

が整備
せいび

されていない市町村
しちょうそん

について、課題
かだい

の把握
はあく

に努め
つと  

、体制
たいせい

の整備
せいび

に向けた
む   

働きかけ
はたら    

に

努めます
つと     

。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーションを確保
か く ほ

するため、市町村
しちょうそん

や関係団体
かんけいだんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、手話通訳
しゅわつうやく

者
しゃ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

者
しゃ

等
とう

の養成
ようせい

や資質
し し つ

の向上
こうじょう

などを図
はか

り、その基盤
き ば ん

となる人材
じんざい

の育成
いくせい

に努
つと

めます。 

 

(3) 言語
げんご

としての手話
しゅわ

の理解
りかい

促進
そくしん

等
とう

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 道民
どうみん

に手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることを広
ひろ

く認識
にんしき

していただくことや手話
し ゅ わ

を習得
しゅうとく

する機会
き か い

の確保
か く ほ

に取
と

り組
く

む

ことにより、これらを広
ひろ

め、手話
し ゅ わ

を使
つか

いやすい社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目的
もくてき

に北海道
ほっかいどう

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

に基
もと

づく各種
かくしゅ

施策
し さ く

等
とう

の取組
とりくみ

を進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

① 道民
どうみん

の理解
り か い

促進
そくしん

等
とう

 

・ 手話
し ゅ わ

が独自
ど く じ

の言語
げ ん ご

であることについて、広報誌
こうほうし

やインターネット等
とう

の様々
さまざま

な情報
じょうほう

媒体
ばいたい

を通
つう

じて周
しゅう

知
ち

し、道民
どうみん

の理解
り か い

促進
そくしん

や普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

・ 市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

して、小 中
しょうちゅう

学生
がくせい

への手話
し ゅ わ

講座
こ う ざ

等
とう

の実施
じ っ し

により、児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の時期
じ き

に手話
し ゅ わ

を知
し

る機会
き か い

の確
かく

保
ほ

に努
つと

めます。 

・  経済
けいざい

団体
だんたい

、建築
けんちく

団体
だんたい

など道内
どうない

の関係
かんけい

団体
だんたい

に対
たい

して、手話
し ゅ わ

が独自
ど く じ

の言語
げ ん ご

であることについての情報
じょうほう

提供
ていきょう

などを行
おこな

います。 

・  道民向
どうみんむ

けにインターネット（動画
ど う が

配信
はいしん

）を活用
かつよう

した手話
し ゅ わ

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

するなど、道民
どうみん

が広
ひろ

く手話
し ゅ わ

を

習得
しゅうとく

する機会
き か い

を設
もう

けます。 

・  道
どう

職員
しょくいん

を対象
たいしょう

にした手話
し ゅ わ

講座
こ う ざ

の実施
じ っ し

により、道
どう

職員
しょくいん

が率先
そっせん

して手話
し ゅ わ

を用
もち

いるよう取
と

り組
く

みます。 

 

②  手話
し ゅ わ

を習得
しゅうとく

する機会
き か い

の確保
か く ほ

 

・ 道
どう

教委
きょうい

と連携
れんけい

して、聴覚
ちょうかく

に障
しょう

がいのある人
ひと

が、乳幼児期
にゅうようじき

からその家族
か ぞ く

等
とう

とともに手
しゅ

話
わ

を習得
しゅうとく

す

る機会
き か い

を確保
か く ほ

します。 
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12 安全
あんぜん

確保
か く ほ

に備
そな

えた地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

 

【現状
げんじょう

と課題
かだい

】 

・ 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

に加
くわ

え、国
くに

においても「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
いどう

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（以下
い か

「バリアフリー新法
しんぽう

」という。）などの法
ほう

整備
せいび

が進
すす

んでいますが、積雪
せきせつ

・寒冷
かんれい

と

いった本道
ほんどう

の地域
ちいき

特性
とくせい

などを踏
ふ

まえ、誰
だれ

もが安全
あんぜん

で快適
かいてき

に生活
せいかつ

できる福祉
ふくし

のまちづくりを推進
すいしん

し、住
す

ま

いや公共的
こうきょうてき

施設
しせつ

、交通
こうつう

機関
きかん

、歩行
ほこう

空間
くうかん

などのバリアフリー化
か

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

  また、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

が地域
ちいき

社会
しゃかい

において、安全
あんぜん

・安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができるよう，防災
ぼうさい

・

防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

等
とう

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

 

【考
かんが

え方
かた

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、すべての人
ひと

が地域
ちいき

社会
しゃかい

において、安全
あんぜん

に生活
せいかつ

できるよう、住
す

まいから

交
こう

通
つう

機関
きかん

、まちなかまで連続
れんぞく

し、安全
あんぜん

で快適
かいてき

な道路
どうろ

交通
こうつう

の確保
かくほ

と防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

を推進
すいしん

します。 
 

(1) 住
す

まい・まちづくりの推進
すいしん

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じりつ

と社会
しゃかい

参加
さんか

を支援
しえん

し、誰
だれ

もが快適
かいてき

で暮
く

らしやすい生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せいび

を推進
すいしん

するため、障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる住
す

まいの確保
かくほ

、建築物
けんちくぶつ

等
とう

のバリアフリー化
か

を推進
すいしん

するとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

に配慮
はいりょ

した福祉
ふくし

のまちづくりの推進
すいしん

が必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 住
す

まいの整備
せいび

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の在宅
ざいたく

志向
しこう

の高
たか

まりや高齢化
こうれいか

等
とう

により、バリアフリー化
か

された住宅
じゅうたく

への需要
じゅよう

が

増加
ぞうか

していることから、立地上
りっちじょう

の利便性
りべんせい

や地域
ちいき

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

に配慮
はいりょ

しながら公営
こうえい

住宅
じゅうたく

等
とう

におけ

るユニバーサルデザインの普及
ふきゅう

促進
そくしん

を進
すす

めます。 

・  障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

み慣
な

れた自宅
じたく

や地域
ちいき

で安心
あんしん

して暮
く

らし続
つづ

けることができるよう、市町村
しちょうそん

と

関係
かんけい

団体
だんたい

との連携
れんけい

促進
そくしん

により、市町村
しちょうそん

における住宅
じゅうたく

改善
かいぜん

に関
かん

する相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の整備
せいび

を図
はか

りま

す。 

・ 障
しょう

がいや障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する理解
りかい

の促進
そくしん

などに努
つと

め、障
しょう

がいのある人
ひと

が、賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

等
とう

に円滑
えんかつ

に入 居
にゅうきょ

できるよう支援
しえん

します。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

の利便性
りべんせい

を高める
たか    

ため、入浴
にゅうよく

補助
ほじょ

用具
ようぐ

や住宅内
じゅうたくない

の手
て

すりなどの日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

の利用
りよう

を促進
そくしん

します。 

 

② 福祉
ふくし

のまちづくりの推進
すいしん

 

・ 多
おお

くの人
ひと

が利用
りよう

する建築物
けんちくぶつ

、道路
どうろ

など公共的
こうきょうてき

な施設
しせつ

において北海道
ほっかいどう

福祉
ふくし

のまちづくり条例
じょうれい

に

基
もと

づき、障
しょう

がいのある人
ひと

に配慮
はいりょ

した福祉
ふくし

環境
かんきょう

の整備
せいび

を促進
そくしん

します。 

・ 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

などに基
もと

づき、障
しょう

がいのある人
ひと

をはじめ、誰
だれ

もが安全
あんぜん

で快適
かいてき

に

生活
せいかつ

できる福祉
ふくし

のまちづくりを総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

するため、公共的
こうきょうてき

施設
しせつ

や公園
こうえん

、道路
どうろ

、住宅
じゅうたく

などが誰
だれ

にも利用
りよう

しやすいものとなるよう、設置者
せっちしゃ

、建築
けんちく

技術者
ぎじゅつしゃ

などへの広報
こうほう

活動
かつどう

や普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

、研修
けんしゅう

に努
つと

めるとともに、北海道
ほっかいどう

福祉
ふくし

のまちづくり推進
すいしん

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎかい

において、建築
けんちく

、経済
けいざい

、労働
ろうどう

、金融
きんゆう

、交通
こうつう

、

福祉
ふくし

、医療
いりょう

などの幅広
はばひろ

い分野
ぶんや

の構成
こうせい

団体
だんたい

と一体
いったい

となって福祉
ふくし

のまちづくりに取組
とりく

みます。 
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・ 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

施設
しせつ

整備
せいび

マニュアルの活用
かつよう

促進
そくしん

やまちづくり表 彰
ひょうしょう

の実施
じっし

などに

より、積雪
せきせつ

寒冷
かんれい

な地域
ちいき

で必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

など、わかりやすい整備
せいび

内容
ないよう

の普及
ふきゅう

を図
はか

ります。 

・ 公共的
こうきょうてき

施設
しせつ

や道路
どうろ

、公園
こうえん

等
とう

について、障
しょう

がいの特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した適切
てきせつ

な整備
せいび

を進
すす

めるため、福祉
ふくし

環境
かんきょう

アドバイザーの活用
かつよう

を促進
そくしん

し設置者
せっちしゃ

等
とう

への技術的
ぎじゅつてき

な助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

います。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が、盲導犬
もうどうけん

や介助
かいじょ

犬
けん

などの身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほじょ

犬
けん

を同伴
どうはん

して、公共
こうきょう

施設
しせつ

や商 業
しょうぎょう

施設
しせつ

、公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

などを円滑
えんかつ

に利用
りよう

できるよう、理解
りかい

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 

 

(2) 移動
いどう

・交通
こうつう

のバリアフリーの促進
そくしん

 

【推進
すいしん

の視点
してん

】 

公共的
こうきょうてき

施設
しせつ

のバリアフリー化
か

に止
とど

まらず、障
しょう

がいのある人
ひと

の円滑
えんかつ

な移動
いどう

に資
し

するため、公共
こうきょう

交通機
こうつうき

関
かん

等
とう

の整備
せいび

や歩行
ほこう

空間
くうかん

等
とう

のバリアフリー化
か

などを促進
そくしん

することが必要
ひつよう

です。 

 

【推進
すいしん

施策
しさく

】 

① 交通
こうつう

機関
きかん

等
とう

の整備
せいび

促進
そくしん

 

・ 駅舎
えきしゃ

等
とう

の建築物
けんちくぶつ

については、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

に沿
そ

った整備
せいび

が行
おこな

われるよう設置者
せっちしゃ

に働
はたら

きかけるとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

が公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

を円滑
えんかつ

に利用
りよう

できるよう、低床
ていしょう

バス

の導入
どうにゅう

の促進
そくしん

等
とう

について働
はたら

きかけます。 

・ 公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きかん

を利用
りよう

する上
うえ

で制約
せいやく

が多
おお

い重度
じゅうど

の障
しょう

がいのある人
ひと

の移動
いどう

手段
しゅだん

を確保
かくほ

するため、

道路
どうろ

運送法
うんそうほう

に基
もと

づく福祉
ふくし

有 償
ゆうしょう

運送
うんそう

制度
せいど

や移動
いどう

に関
かん

する支援
しえん

（行動
こうどう

援護
えんご

・同行
どうこう

援護
えんご

、移動
いどう

支援
しえん

等
とう

）

を促進
そくしん

します。 

 

② 歩行
ほこう

空間
くうかん

等
とう

のバリアフリー化
か

の推進
すいしん

 

・ 視
し

覚
かく

に 障
しょう

がいのある人
ひと

や 車
くるま

いす使用者
しようしゃ

などの移動
いどう

の 妨
さまた

げとなる路上
ろじょう

放置物
ほうちぶつ

の撤去
てっきょ

や迷惑
めいわく

駐車
ちゅうしゃ

の是正
ぜせい

などについて、関係
かんけい

機関
きかん

等
とう

との連携
れんけい

により、啓発
けいはつ

・広報
こうほう

に努
つと

めます。 

・ 安全
あんぜん

で円滑
えんかつ

な移動
いどう

ができるよう、音響式
おんきょうしき

信号機
しんごうき

設置
せっち

等
とう

によるバリアフリー化
か

を推進
すいしん

します。 

・ 鉄道
てつどう

駅
えき

周 辺
しゅうへん

、中 心
ちゅうしん

市街地
し が い ち

、通学
つうがく

路
ろ

等
とう

を中心
ちゅうしん

とした、日常
にちじょう

生活
せいかつ

における移動
いどう

の支援
しえん

のため歩
ほ

道
どう

除
じょ

排
はい

雪
せつ

の充
じゅう

実
じつ

を関係
かんけい

機関
きかん

等
とう

に働
はたら

きかけます。 

 

③ 観光
かんこう

へのアクセス 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

などが気軽
きがる

に旅行
りょこう

などを楽
たの

しむことができるよう、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

に沿
そ

った観光
かんこう

施設
しせつ

等
とう

のバリアフリー化
か

の促進
そくしん

や移動
いどう

支援
しえん

を充実
じゅうじつ

するとともに、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

のそれぞれの障
しょう

がい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

された観光
かんこう

施設
しせつ

や宿泊
しゅくはく

施設
しせつ

などの観光
かんこう

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 

(3) 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすためには、平常
へいじょう

時
じ

から、災
さい

害
がい

や集団
しゅうだん

感染
かんせん

の発生
はっせい

時
じ

による

生活
せいかつ

環境
かんきょう

の変化
へ ん か

などに対応
たいおう

でき、必要
ひつよう

なときにその障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な支援
し え ん

が受
う

けられる

地域
ち い き

の体制
たいせい

づくりを進
すす

めることが必要
ひつよう

です。 
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【推進
すいしん

施策
し さ く

】  

①  市町村
しちょうそん

における災害時
さいがいじ

要
よう

配慮
はいりょ

者
しゃ

支援
し え ん

策
さく

の充実
じゅうじつ

 

・ 災害
さいがい

時
じ

における障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

の実効性
じっこうせい

の確保
か く ほ

に向
む

け、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

作成
さくせい

が進
すす

むよう、市
し

町
ちょう

村
そん

を支
し

援
えん

するとともに、道
どう

が策定
さくてい

した「災害
さいがい

時
じ

における高齢者
こうれいしゃ

・障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の支援
し え ん

対策
たいさく

の手引
て び

き」などにより、市
し

町
ちょう

村
そん

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

や関係
かんけい

団体
だんたい

の取
とり

組
くみ

を促
そく

進
しん

します。 

・ 市町村
しちょうそん

に対
たい

して、災害時
さいがいじ

における障
しょう

がいのある人
ひと

への情報
じょうほう

伝達
でんたつ

やコミュニケーション方法
ほうほう

などを

取
と

りまとめた「災害時
さいがいじ

の障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

対策
たいさく

等
とう

の事例集
じれいしゅう

」や「障
しょう

がいのある方
かた

への配慮
はいりょ

と情報
じょうほう

保障
ほしょう

のための指針
し し ん

」の一層
いっそう

の周知
しゅうち

を図
はか

り、災
さい

害
がい

や集団
しゅうだん

感染
かんせん

の発生
はっせい

時
じ

における障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

が避
ひ

難所
なんじょ

において、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた支援
しえん

を受
う

け安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、

市町村
しちょうそん

における福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の確保
か く ほ

を促進
そくしん

するとともに、その設
せっ

置
ち

・運
うん

営
えい

に必
ひつ

要
よう

な資
し

器
き

材
ざい

の確
かく

保
ほ

への

支援
しえん

や道
どう

による独自
ど く じ

の支援
し え ん

制度
せ い ど

である被災者
ひさいしゃ

相談
そうだん

や福祉的
ふくしてき

支援
し え ん

を行
おこな

うことを目的
もくてき

とした「北海道
ほっかいどう

災害
さいがい

派遣
は け ん

ケアチーム（ＤＣＡＴ
でぃーきゃっと

）」等
とう

による人材
じんざい

の確保
か く ほ

を行
おこな

います。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

へ必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

・提供
ていきょう

を迅
じん

速
そく

かつ的確
てきかく

に行
おこな

えるよう、日常生活
にちじょうせいかつ

用具
よ う ぐ

等
とう

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

を図
はか

るため、市町村
しちょうそん

に対
たい

する情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

機器
き き

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 

② 共生
きょうせい

による地域
ち い き

の体制
たいせい

づくりの推進
すいしん

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

、高齢者
こうれいしゃ

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

などが共
とも

に支
ささ

え合
あ

いながら暮
く

らすことができる共生
きょうせい

型
がた

の地域
ち い き

づくりを支援
し え ん

するとともに、各種
かくしゅ

サービスを安心
あんしん

して利用
り よ う

できるよう安全
あんぜん

の確保
か く ほ

を図
はか

りながら、障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられる地域
ち い き

の体制
たいせい

づくりを推進
すいしん

します。 

・ 障
しょう

がいのため判断
はんだん

能 力
のうりょく

の不十分
ふじゅうぶん

な人
ひと

などが、犯罪
はんざい

などに遭
あ

わないよう、関係
かんけい

機関
きかん

等
とう

との連携
れんけい

による各種
かくしゅ

相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

・ 被災
ひ さ い

した障
しょう

がいのある人
ひと

の中
なか

には、一時
い ち じ

的
てき

に施設
し せ つ

等
とう

への避難
ひ な ん

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

があることから、市町村
しちょうそん

と施設
し せ つ

等
とう

の間
あいだ

における連携
れんけい

を図
はか

っていきます。 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

への日常的
にちじょうてき

な情 報
じょうほう

の提供
ていきょう

や意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

などを充実
じゅうじつ

させながら、災
さい

害
がい

や集団
しゅうだん

感染
かんせん

の発生
はっせい

時
じ

における支援
し え ん

体制
たいせい

づくりを進
すす

めます。 

  また、感染症
かんせんしょう

に備
そな

えた取組
とりくみ

については、「北
ほっ

海
かい

道
どう

感
かん

染
せん

症
しょう

予
よ

防
ぼう

計
けい

画
かく

」や「北海道
ほっかいどう

新型
しんがた

インフルエン

ザ等
とう

対策
たいさく

行動
こうどう

計画
けいかく

」等
とう

を踏
ふ

まえ、支援
し え ん

体制
たいせい

づくりを進
すす

めます。 

 ・ 災害
さいがい

時
じ

に、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

の福祉
ふ く し

ニーズに的確
てきかく

に対応
たいおう

し、避難
ひ な ん

生活中
せいかつちゅう

におけ

る生活
せいかつ

機能
き の う

の低下等
ていかとう

を防止
ぼ う し

するため、一般
いっぱん

避難所
ひなんじょ

で災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

に対
たい

する福祉
ふ く し

支援
し え ん

を行
おこな

う「災害
さいがい

派遣
は け ん

福祉
ふ く し

チーム（ＤＷＡＴ
で ぃ ー わ っ と

）」を組成
そ せ い

するとともに、必要
ひつよう

な支援
し え ん

体制
たいせい

を確保
か く ほ

することを目的
もくてき

に、官民
かんみん

協働
きょうどう

による「災害
さいがい

福祉
ふ く し

支援
し え ん

ネットワーク」を構築
こうちく

します。 

 

③ 施設
し せ つ

利用
り よ う

者
しゃ

などに対
たい

する災害時
さいがいじ

等
とう

の支援
し え ん

策
さく

の推進
すいしん

 

・ 道
どう

が策定
さくてい

した「社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

における非常
ひじょう

災害
さいがい

対策
たいさく

計画
けいかく

の策定
さくてい

の手引
て び

き」を活用
かつよう

し、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

における非常
ひじょう

災
さい

害
がい

対策
たいさく

計画
けいかく

の策定
さくてい

を進
すす

めます。 

・ 道
どう

と施設
し せ つ

関係団体
かんけいだんたい

の間
あいだ

で締結
ていけつ

した「災害時
さいがいじ

における社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

の相互
そ う ご

支援
し え ん

協定
きょうてい

」に基
もと

づき、

災害時
さいがいじ

における施設
し せ つ

利用
り よ う

者
しゃ

の避難先
ひなんさき

の確保
か く ほ

や、被災
ひ さ い

施設
し せ つ

などへの人
じん

的
てき

・物的
ぶってき

支援
し え ん

を行
おこな

っていきます。 
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  また、個々
こ こ

の施設
し せ つ

に対
たい

しても、災害時
さいがいじ

において、直接
ちょくせつ

避難
ひ な ん

できる同種
どうしゅ

・類似
る い じ

の施設
し せ つ

を確保
か く ほ

できる

よう、施設
し せ つ

間
かん

相互
そ う ご

の協定
きょうてい

の締結
ていけつ

について働
はたら

きかけます。 

・ 感染症
かんせんしょう

や災害
さいがい

が発生
はっせい

した場合
ばあい

でも必要
ひつよう

なサービスを提供
ていきょう

できるよう、障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

等
とう

にお

ける業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

（ＢＣＰ
びぃしーぴー

）の策定
さくてい

、研修
けんしゅう

・訓練
くんれん

の実施
じっし

などを支援
しえん

します。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

を利用
り よ う

する障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるように、防犯
ぼうはん

に係
かか

る安全
あんぜん

確保
か く ほ

のための施設
し せ つ

整備
せ い び

や防犯
ぼうはん

に係
かか

る職員
しょくいん

の対応
たいおう

に関
かん

する点検
てんけん

等
とう

の取組
とりくみ

を促進
そくしん

するとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

や

地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

と連携
れんけい

し安全
あんぜん

確保
か く ほ

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努
つと

めます。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

に対
たい

する集団
しゅうだん

指導
し ど う

において、非常
ひじょう

災害
さいがい

対策
たいさく

の取組
とりくみ

の強化
きょうか

について指導
し ど う

するととも

に、実地
じ っ ち

指導
し ど う

の実施
じ っ し

等
とう

により、消火
しょうか

設備
せ つ び

その他
た

の非常
ひじょう

災害
さいがい

に際
さい

して必要
ひつよう

な設備
せ つ び

の設置
せ っ ち

状 況
じょうきょう

や、非常
ひじょう

災害
さいがい

対策
たいさく

計画
けいかく

及び業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

（ＢＣＰ
びぃしーぴー

）の策定
さくてい

状 況
じょうきょう

、避難
ひ な ん

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

等
とう

について確認
かくにん

し、適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こう

じていない施設
し せ つ

等
とう

に対
たい

しては、改善
かいぜん

が図
はか

られるよう指導
し ど う

します。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

に対
たい

する集団
しゅうだん

指導
し ど う

において、感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

に関
かん

する国
くに

からの関係
かんけい

通知
つ う ち

を周知
しゅうち

し、

感染
かんせん

予防
よ ぼ う

とまん延
えん

防止
ぼ う し

の重要性
じゅうようせい

を説明
せつめい

するとともに、実地
じ っ ち

指導
し ど う

の実施
じ っ し

等
とう

により、研修
けんしゅう

・訓練
くんれん

や業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

の策定
さくてい

等
とう

、適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こう

じているかを確認
かくにん

し、適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こう

じていない施設
し せ つ

等
とう

に対
たい

しては、改善
かいぜん

が図
はか

られるよう指導
し ど う

します。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

において、感染症
かんせんしょう

の集団
しゅうだん

感染
かんせん

の発生
はっせい

など、早急
さっきゅう

に感染
かんせん

拡大
かくだい

防止
ぼ う し

策
さく

を講
こう

じる

必要
ひつよう

がある場合
ば あ い

には、医療
いりょう

機関
きかん

と連携
れんけい

し、基本的
きほんてき

な感染
かんせん

対策
たいさく

や、施設
しせつ

の状 況
じょうきょう

に応じた
おう   

ゾーニング

等
とう

、感染
かんせん

対策
たいさく

に関する
かん    

助言
じょげん

を行う
おこな 

ことができるよう平
へい

時
じ

から準
じゅん

備
び

を進
すす

めます。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

で集団
しゅうだん

感染
かんせん

が疑
うたが

われる事例
じ れ い

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

、利用者
りようしゃ

の健康
けんこう

管理
か ん り

や支援
し え ん

を維持
い じ

するため、初
し ょ

動
どう

対
たい

応
おう

に係
かか

る相
そう

談
だん

や感
かん

染
せん

制
せい

御
ぎょ

に係
かか

る助
じ ょ

言
げん

を行
おこな

います。 

・ 近年
きんねん

の災害
さいがい

や感染症
かんせんしょう

の発生
はっせい

状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

に対
たい

し防災
ぼうさい

や感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

につい

て周知
しゅうち

を行
おこな

います。 
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第
だい

５ 計画
けいかく

の推進
すいしん

管理
か ん り

 
 

１ 制度
せ い ど

の円滑
えんかつ

な推進
すいしん

 

・ 国
くに

及
およ

び市町村
しちょうそん

との連携
れんけい

のもとに、この計画
けいかく

の着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

により、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

や児童
じ ど う

福祉
ふ く し

法等
ほうとう

に

基
もと

づく制度
せ い ど

の円滑
えんかつ

な運営
うんえい

が図
はか

られるよう努
つと

めるとともに、市町村
しちょうそん

が作成
さくせい

した障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

に基
もと

づき各
かく

市町村
しちょうそん

が主体的
しゅたいてき

、計画
けいかく

的
てき

にその推進
すいしん

を図
はか

ることができるよう障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

圏域
けんいき

連絡
れんらく

協議会
きょうぎかい

を通
つう

じた

支援
し え ん

に努
つと

めます。 

・ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の立案
りつあん

及
およ

び推進
すいしん

に当
あ

たっては、障
しょう

がいのある人
ひと

の意見
い け ん

の反映
はんえい

や、ニーズに配慮
はいりょ

すると

ともに、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

との協働
きょうどう

に努
つと

めます。 

  また、施策
し さ く

の推進
すいしん

にあたっては、関係
かんけい

する協議会
きょうぎかい

や審議
し ん ぎ

会
かい

等
とう

との連携
れんけい

を図
はか

りながらその展開
てんかい

に努
つと

めます。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

や児童
じ ど う

福祉
ふ く し

法
ほう

においては、計画
けいかく

に定
さだ

める事項
じ こ う

について定期的
ていきてき

に調査
ちょうさ

、分析
ぶんせき

及
およ

び評価
ひょうか

を行
おこな

い、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、計画
けいかく

を変更
へんこう

することその他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じることとされたこ

とから、ＰＤＣＡ
ぴーでぃーしーえー

サイクルを導入
どうにゅう

します。 

 

２ 計画
けいかく

の推進
すいしん

管理
か ん り

 

・ 圏域
けんいき

ごとに設置
せ っ ち

している障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

圏域
けんいき

連絡
れんらく

協議会
きょうぎかい

において、各年度
かくねんど

のサービス供 給 量
きょうきゅうりょう

のほ

か、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

などの成果
せ い か

目標
もくひょう

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

、「第
だい

４ 計画
けいかく

推進
すいしん

のための

具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

」に関
かん

する推進
すいしん

上
じょう

の課題
か だ い

等
とう

について、分析
ぶんせき

、評価
ひょうか

し、わかりやすくその情報
じょうほう

を地域
ち い き

に提供
ていきょう

しながら、意見聴取
いけんちょうしゅ

を行
おこな

うなどして、「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

推進
すいしん

審議
し ん ぎ

会
かい

」に、進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を報告
ほうこく

し、そ

の意見等
いけんとう

を踏
ふ

まえて、計画
けいかく

の効率的
こうりつてき

な推進
すいしん

に努
つと

めます。 

・ 「地域
ち い き

生活
せいかつ

」を始
はじ

めた障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

実態
じったい

やサービス利用
り よ う

希望
き ぼ う

の実態
じったい

把握
は あ く

に努
つと

め、地域
ち い き

におけ

る関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

体制
たいせい

強化
きょうか

や次期
じ き

計画
けいかく

への反映
はんえい

に努
つと

めます。 

・ 北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づく北海道
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

幹事会
かんじかい

の積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

など、雇用
こ よ う

、教育
きょういく

、経済
けいざい

、建設
けんせつ

など関連
かんれん

する部局
ぶきょく

による横断的
おうだんてき

な施策
し さ く

の検討
けんとう

を進
すす

めます。 

・ 計画
けいかく

に定
さだ

める事項
じ こ う

について、定期的
ていきてき

にその実績
じっせき

を把握
は あ く

し、障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

や関連
かんれん

施策
し さ く

の動向
どうこう

も踏
ふ

まえな

がら、計画
けいかく

の中間
ちゅうかん

評価
ひょうか

として分析
ぶんせき

・評価
ひょうか

を行
おこな

い、必要
ひつよう

がある場合
ば あ い

は、計画
けいかく

の変更
へんこう

などの措置
そ ち

を行
おこな

うこ

ととします。 

また、評価
ひょうか

などについては、「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

推進
すいしん

審議
し ん ぎ

会
かい

」などにより行
おこな

うこととします。 

 

図
ず

20 【ＰＤＣＡ
ぴーでぃーしーえー

サイクル】 

 

計画
けいかく

（Plan
ぷ ら ん

） 目標
もくひょう

を設定
せってい

し、目標
もくひょう

達成
たっせい

に向
む

けた活動
かつどう

を立案
りつあん

する 

実行
じっこう

（Do
どぅ

） 計画
けいかく

に基
もと

づき活動
かつどう

を実行
じっこう

する 

評価
ひょうか

（Check
ち ぇ っ く

） 活動
かつどう

を実施
じ っ し

した結果
け っ か

を把握
は あ く

・分析
ぶんせき

し、考察
こうさつ

する（学
まな

ぶ） 

改善
かいぜん

（Act
あくと

） 考察
こうさつ

に基
もと

づき、計画
けいかく

の目標
もくひょう

、活動
かつどう

などを見直
み な お

しする 
 

 

 

 

Plan
ぷ ら ん

 

Do
ど ぅ

 

Check
ち ぇ っ く

 

Act
あ く と

 

（Ｐ Ｄ Ｃ Ａ
ぴーでぃーしーえー

サイクルイメージ） 
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第
だ い

６ 令和
れ い わ

８年
ね ん

度
ど

（2026年
ね ん

度
ど

）・令和
れ い わ

11年
ね ん

度
ど

（2029年
ね ん

度
ど

）の成果
せ い か

目標
もくひょう

 
 

障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

を支援
し え ん

する観点
かんてん

から、「地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

」、「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

の整備
せ い び

」や「就労
しゅうろう

支援
し え ん

」及
およ

び「障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

」といった課題
か だ い

に対応
たいおう

するために、令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

（2026年度
ね ん ど

）及び令和
れ い わ

11年
ねん

度
ど

（2029

年度
ね ん ど

）の成果
せ い か

目標
もくひょう

を設定
せってい

します。 

この成果
せ い か

目標
もくひょう

の設定
せってい

については、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

で示
しめ

す目標値
もくひょうち

やこれまでの実績
じっせき

等
とう

を踏
ふ

まえ、設定
せってい

するこ

ととしています。 

また、成果
せ い か

目標
もくひょう

の設定
せってい

にあたっての「地域
ち い き

生活
せいかつ

」、「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

」及
およ

び「一般
いっぱん

就労
しゅうろう

」についての

考
かんが

え方
かた

は、次
つぎ

のとおりとしています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《地域
ち い き

生活
せいかつ

とは》 

障
しょう

がいのある人
ひと

が、障
しょう

がいの程度
て い ど

や種別
しゅべつ

、年齢
ねんれい

などに関
かか

わらず、希望
き ぼ う

する地域
ち い き

の中
なか

で自分
じ ぶ ん

の

意志
い し

に基
もと

づき、自
みずか

らの生
い

き方
かた

を決
き

めて、地域
ち い き

の方々
かたがた

とともに支
ささ

え合
あ

いながら暮
く

らすことと考
かんが

え

ています。 

そのため、計画
けいかく

においては、「地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

」を進
すす

めるにあたり地域
ち い き

で必要
ひつよう

とするサービス

基
き

盤
ばん

を整備
せ い び

するため、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

が見
み

込
こ

まれる利
り

用
よう

者
しゃ

の数
かず

を目標値
もくひょうち

として整理
せ い り

していま

す。 

《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

とは》 

障
しょう

がいのある人
ひと

が高齢化
こうれいか

、重度化
じゅうどか

した場合
ば あ い

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

においても住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

ができるよう、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で支
ささ

えるシステムが必要
ひつよう

であると考
かんが

えていま

す。 

そのため、計画
けいかく

においては、居住
きょじゅう

支援
し え ん

機能
き の う

と、相談
そうだん

などの地域
ち い き

支援
し え ん

機能
き の う

を持
も

ち合
あ

わせた「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

」の整備数
せいびすう

を目標値
もくひょうち

として整理
せ い り

しています。 

 

《一般
いっぱん

就労
しゅうろう

とは》 

障
しょう

がいのある人
ひと

の意欲
い よ く

や障
しょう

がい特性
とくせい

等
とう

に応
おう

じた、フルタイム、パートタイム、常勤
じょうきん

、非常勤
ひじょうきん

、

季節
き せ つ

労働
ろうどう

などの多様
た よ う

な働
はたら

き方
かた

があると考
かんが

えています。 

そのため、計画
けいかく

においては、１年
ねん

間
かん

に在宅
ざいたく

就労者
しゅうろうしゃ

を含
ふく

む雇
こ

用
よう

契
けい

約
やく

を結
むす

んだ新規
し ん き

就労者
しゅうろうしゃ

（就
しゅう

労
ろう

継
けい

続
ぞく

支
し

援
えん

Ａ型
がた

事
じ

業
ぎょう

の利用者
りようしゃ

を除
のぞ

く。）及
およ

び創
そう

業
ぎょう

した者
もの

の数
かず

を目標値
もくひょうち

として整理
せ い り

しています。 
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１ 福祉
ふくし

施設
しせつ

の入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

目標
もくひょう

 

令和
れいわ

８年度
ねんど

（2026年度
ねんど

）の道内
どうない

の福祉
ふくし

施設
しせつ

からの地域
ちいき

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

の目標値
もくひょうち

は令和
れいわ

５年
ねん

（2023年
ねん

）３

月
がつ

末
まつ

の施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

数
すう

9,354人
にん

の約
やく

2.5％にあたる 235人
にん

を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

しています。また、施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

の減少
げんしょう

見込数
みこみすう

の目標値
もくひょうち

については、令和
れいわ

５年
ねん

（2023年
ねん

）３月
がつ

末
まつ

の施設
しせつ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の約
やく

3.7％に

あたる 350人
にん

を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

しています。 

なお、令和
れいわ

９年度
ねんど

（2027年度
ねんど

）から令和
れいわ

11年度
ねんど

（2029年度
ねんど

）にかけての各目標値
かくもくひょうち

については、国
くに

の基本
きほん

指針
ししん

に基
もと

づき設定
せってい

しています。 

【福祉
ふくし

施設
しせつ

の入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標
もくひょう

値
ち

 R11目標
もくひょう

値
ち

 備考
び こ う

 

地域生活移行
ちいきせいかついこう

者数
しゃすう

 235人
にん

 796人
にん

 国
くに

基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく目標値
もくひょうち

６％ 

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の減少
げんしょう

見込数
みこみすう

 350人
にん

 817人
にん

 国
くに

基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく目標値
もくひょうち

５％ 

 

２ 精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

に係
かか

る目標
もくひょう

 

精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

を目
め

指
ざ

すため、入院
にゅういん

後
ご

３か月
げつ

時点
じ て ん

、６か月
げつ

時点
じ て ん

と１年
ねん

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

及
およ

び精神科
せいしんか

病 床
びょうしょう

における 65歳
さい

以上
いじょう

及
およ

び 65歳
さい

未満
み ま ん

の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

について、国
くに

の

基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づき設定
せってい

しています。 

 

【精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

に係
かか

る目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

 備考
び こ う

 

入院
にゅういん

後
ご

３か月
げつ

時点
じ て ん

の退
たい

院
いん

率
りつ

 68.9％ 
令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

（2026年
ねん

度
ど

）における入院後
にゅういんご

３か月
げつ

時
じ

点
てん

の

退院率
たいいんりつ

（R1の退院率
たいいんりつ

62.2％） 

入院
にゅういん

後
ご

６か月
げつ

時
じ

点
てん

の退院率
たいいんりつ

 84.5％ 
令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

（2026年
ねん

度
ど

）における入院後
にゅういんご

６か月
げつ

時
じ

点
てん

の

退院率
たいいんりつ

（R1の退院率
たいいんりつ

77.1％） 

入院
にゅういん

後
ご

１年
ねん

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

 91.0％ 
令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

（2026年
ねん

度
ど

）における入院
にゅういん

後
ご

１年
ねん

時点
じ て ん

の

退院率
たいいんりつ

（R1の退院率
たいいんりつ

85.2％） 

精神
せいしん

病 床
びょうしょう

から退院後
たいいんご

の１年
ねん

以
い

内
ない

の地域
ち い き

における平
へい

均
きん

生
せい

活
かつ

日
にっ

数
すう

(地
ち

域
いき

平
へい

均
きん

生
せい

活
かつ

日
にっ

数
すう

) 

330.1日
にち

以上
いじょう

 

令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

（2026年
ねん

度
ど

）の退院者
たいいんしゃ

における退院
たいいん

後
ご

１

年時点
ねんじてん

の地域
ち い き

での平均
へいきん

生活
せいかつ

日数
にっすう

（R1 の地域
ち い き

平均
へいきん

生活
せいかつ

日数
にっすう

330.1日
にち

） 

精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における 65歳
さい

以上
いじょう

及
およ

び 65歳
さい

未満
み ま ん

の入院
にゅういん

１年
ねん

以上
いじょう

の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

 

65歳
さい

以上
いじょう

 

5,304人
にん

以下
い か

 

（現
げん

状
じょう

以
い

下
か

） 

65歳
さい

未満
み ま ん

 

2,514人
にん

以下
い か

 

（現
げん

状
じょう

以
い

下
か

） 

令和
れ い わ

８年
ねん

度
ど

（2026年
ねん

度
ど

）末
まつ

時点
じ て ん

における入院
にゅういん

後
ご

１年
ねん

以上
いじょう

の 65歳
さい

以上
いじょう

及
およ

び 65歳
さい

未満
み ま ん

の患者数
かんじゃすう

 

（R4の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

） 

65歳
さい

以上
いじょう

 6,786人
にん

 

65歳
さい

未満
み ま ん

 2,848人
にん

 

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による

協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

圏域
けんいき

   21か所
しょ

 

市町村
しちょうそん

  179か所
しょ

 
各障
かくしょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

及
およ

び各市町村
かくしちょうそん

に設置
せ っ ち

 

※R11目標値
もくひょうち

は、「北海道
ほっかいどう

医療
いりょう

計画
けいかく

」との整合
せいごう

を図り
はか  

、令和
れいわ

８年度
 ね ん ど

を目標
もくひょう

年次
ねんじ

とし、令和
れいわ

９年度
 ね ん ど

以降
いこう

の目標値
もくひょうち

は達成
たっせい

状 況
じょうきょう

等
とう

を考慮
こうりょ

し、別途
べっと

決定
けってい

。 
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３ 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

の整備
せいび

目 標
もくひょう

 

「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

」については、すべての市町村
しちょうそん

に整備
せ い び

することを目標
もくひょう

とします。 

また、年
ねん

1回以上
いじょう

、支援
しえん

の実績
じっせき

等
とう

を踏
ふ

まえ、運用
うんよう

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

・検討
けんとう

を行
おこな

います。 

 

【地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 Ｒ8目標
もくひょう

値
ち

 R11目標
もくひょう

値
ち

 備考
び こ う

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

 179市
し

町村
ちょうそん

 179市
し

町村
ちょうそん

 全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

 

 

４ 就労
しゅうろう

支援
し え ん

に関
かん

する目
もく

標
ひょう

 

(1) 就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への年間
ねんかん

移行者数
いこうしゃすう

については、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づき 1,335人
にん

(令和
れいわ

３年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）実績
じっせき

1,043人
にん

の 1.28倍
ばい

）を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

しています。 

 

【就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 目標値
もくひょうち

 備考
び こ う

 

年間
ねんかん

一般
いっぱん

就労者数
しゅうろうしゃすう

 1,335人
にん

 令和
れいわ

３年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）実績
じっせき

（1,043人
にん

）の 1.28倍
ばい

を設定
せってい

 

 

(2) 各事業
かくじぎょう

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業
じぎょう

及
およ

び就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

における令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

（2026年度
ね ん ど

）

中
ちゅう

に一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

する者
もの

については、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づき、774人
にん

（令和
れいわ

３年
ねん

度
ど

（2021年
ねん

度
ど

）実績
じっせき

（591人
にん

）の 1.31倍
ばい

）、238人
にん

（令和
れいわ

３年
ねん

度
ど

（2021年
ねん

度
ど

）実績
じっせき

の 1.29倍
ばい

）、341人
にん

（令和
れいわ

３年
ねん

度
ど

（2021年
ねん

度
ど

）

実績
じっせき

の 1.28倍
ばい

）を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

しています。 

 

【各事業
かくじぎょう

の一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう

】 

 

(3) 就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

に関
かん

する目標
もくひょう

 

就労
しゅうろう

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

については、就 労
しゅうろう

支援
しえん

事業
じぎょう

利用
りよう

修 了 者
しゅうりょうしゃ

に占
し

める一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
いこう

した者
もの

の割合
わりあい

が５割
わり

以
い

上
じょう

の事業所
じぎょうしょ

を全体
ぜんたい

の５割
わり

以上
いじょう

とすることを基本
きほん

とします。 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

については、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づき、令和
れいわ

３年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）の利用
りよう

実績
じっせき

788人
にん

の 1.41倍
ばい

以上
いじょう

を目標
もくひょう

値
ち

として設定
せってい

しています。 

また、就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

については、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づき、事業所
じぎょうしょ

全体
ぜんたい

のうち就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

が７割
わり

以上
いじょう

の

事業所
じぎょうしょ

が２割
わり

５分以上
いじょう

となるよう目標
もくひょう

を設定
せってい

しています。 

なお、就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

とは、前年度末
ぜんねんどまつ

から過去
か こ

６年間
ねんかん

に就労定着支
しゅうろうていちゃくし

援
えん

の利用
りよう

を終 了
しゅうりょう

した者
もの

に占
し

める        

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行先
いこうさき

での雇用
こよう

継続
けいぞく

期間
きかん

が前年度
ぜんねんど

において３年
ねん

６ヶ月
かげつ

以上
いじょう

６年
ねん

６ヶ月
かげつ

未満
みまん

に該当
がいとう

した

者
もの

の割合
わりあい

をいいます。 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

 R11目標値
もくひょうち

 備考
び こ う

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 774人
にん

 1,014人
にん

 令和
れいわ

３年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）実績
じっせき

（591人
にん

）の 1.31倍
ばい

を設定
せってい

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業
じぎょう

 238人
にん

 307人
にん

 令和
れいわ

３年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）実績
じっせき

（185人
にん

）の 1.29倍
ばい

を設定
せってい

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

 341人
にん

 437人
にん

 令和
れいわ

３年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）実績
じっせき

（267人
にん

）の 1.28倍
ばい

を設定
せってい

 



88 

 

 

【就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

に関
かん

する目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

 R11目標値
もくひょうち

 備考
び こ う

 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

 
1,111人

にん

 1,566人
にん

 
就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
しえん

事業
じぎょう

の 利用
りよう

者数
しゃすう

( 令和
れいわ

３年
  ねん

度
ど

（2021年
ねん

度
ど

）実績
じっせき

の 1.41倍
ばい

を設定
せってい

) 

就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

７割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

の割合
わりあい

 
25% 25% 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

のうち、 就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

が 7割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

の割合
わりあい

 
 

(4) 障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターの整備
せ い び

目標
もくひょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターについては、国
くに

の方針
ほうしん

に基
もと

づき、すべての障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

（21か所
しょ

）に設置
せ っ ち

することを目標
もくひょう

としますが、本道
ほんどう

の広域
こういき

分散型
ぶんさんがた

の地域
ち い き

特性
とくせい

やサービス見
み

込
こ

み量
りょう

等
とう

を

考慮
こうりょ

し、第
だい

７期
き

計
けい

画
かく

期
き

間
かん

中
ちゅう

においては、14か所
しょ

の整
せい

備
び

目
もく

標
ひょう

とします。 

また、サテライトセンターの設置
せ っ ち

など未設置圏域
み せ っ ち け ん いき

をカバーしているセンター等
とう

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

策
さく

に取
とり

組
く

んで

いきます。 

 

  【障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターの整備
せ い び

目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 R11目標値
もくひょうち

 備考
び こ う

 

障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターの

整備
せ い び

 
14か所

しょ

 
令
れい

和
わ

11年
ねん

度
ど

末
まつ

までに整
せい

備
び

 

 

(5) 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

に関
かん

する目標
もくひょう

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

所
しょ

における目標
もくひょう

工賃
こうちん

（道
どう

における平均
へいきん

工賃
こうちん

月額
げつがく

）については、21,209円
えん

（令和
れいわ

３年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）実績
じっせき

19,523円
えん

から 8.64％増
ぞう

）を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

しています。 

なお、すべての市町村
しちょうそん

が優
ゆう

先調達
せんちょうたつ

推進法
すいしんほう

に基
もと

づく「調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

」を策定
さくてい

することを目標
もくひょう

とします。 

 

【福
ふく

祉
し

的
てき

就
しゅう

労
ろう

に関
かん

する目
もく

標
ひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

  R11目標値
もくひょうち

  備考
び こ う

 

平均
へいきん

工賃
こうちん

月額
げつがく

 

(対象
たいしょう

事業所
じぎょうしょ

：就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所
じぎょうしょ

） 

 21,209円
えん

 23,041円
えん

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じぎょう

所
しょ

における平均
へいきん

工賃
こうちん

月額
げつがく

。令和
れいわ

３年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）実績
じっせき

値 19,523

円
えん

、令和
れいわ

３年度
ねんど

（2021年度
ねんど

）実績
じっせき

値伸び
ち の

率
りつ

1.67％（５年
ねん

で 8.64％）から設定
せってい

 

工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

を策定
さくてい

す

る対象
たいしょう

事業所
じぎょうしょ

の割合
わりあい

 
100％ 100％ 

令
れい

和
わ

３年
ねん

度
ど

（2021年
ねん

度
ど

）実
じっ

績
せき

90％ 

すべての就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所
じぎょうしょ

が「工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

」を策定
さくてい

することを目標
もくひょう

とする 

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

登録
とうろく

企業数
きぎょうすう

 
236社

しゃ

 262社
しゃ

 

令和
れいわ

４年度
ねんど

（2022年度
ねんど

）実績
じっせき

210社
しゃ

 

直近
ちょっきん

（H30年度
ねんど

～R4年度
ねんど

）の年間
ねんかん

登録
とうろく

増加
ぞ う か

企業数
きぎょうすう

の平均値
へいきんち

（6.5社
しゃ

）から設定
せってい

 

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

を策定
さくてい

す

る市町村数
しちょうそんすう

 
179市

し

町 村
ちょうそん

 179市町村
ちょうそん

 全市
ぜんし

町村
ちょうそん
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(6) その他
た

の就労
しゅうろう

関連
かんれん

の目標
もくひょう

 

庁内
ちょうない

関係課
かんけいか

や労働
ろうどう

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

で構成
こうせい

されている北海道
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

でまとめた目標
もくひょう

は

次
つぎ

のとおりで、これまでの実績
じっせき

などに基
もと

づき設定
せってい

しています。 

 

【その他
た

の就
しゅう

労
ろう

関
かん

連
れん

目
もく

標
ひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

  R11目標値
もくひょうち

  備考
び こ う

 

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

の受講者数
じゅこうしゃすう

 
76人

にん

   96人
にん

 
令和
れいわ

３年
ねん

度
ど

（2021年度
ね ん ど

）実績
じっせき

（60人
にん

）の 1.27

倍
ばい

を設定
せってい

 

就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

から公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

への誘導者数
ゆうどうしゃすう

 
4,135人

にん

 4,135人
にん

 
第
だい

６期
き

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

の目標値
もくひょうち

より

継続
けいぞく

して設定
せってい

 

就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

から障
しょう

害
がい

者
しゃ

 

就
しゅう

業
ぎょう

・生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

センター

への誘
ゆう

導
どう

者
しゃ

数
すう

 

264人
にん

 264人
にん

 
第
だい

６期
き

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

の目標値
もくひょうち

より

継続
けいぞく

して設定
せってい

 

公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

における

就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

利用者
りようしゃ

の

支援者数
しえんしゃすう

 

881人
にん

   987人
にん

 
令和
れいわ

３年
ねん

度
ど

（2021年度
ね ん ど

）実績
じっせき

（787人
にん

）の 1.12

倍
ばい

を設定
せってい

 

 

５ 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

目標
もくひょう

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターの設置数
せっちすう

、保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所数
じぎょうしょすう

、主
おも

に重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

を受
う

け入
い

れる

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

及
およ

び放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスについては、設置
せ っ ち

する区域
く い き

を 21の障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

とし

１か所
しょ

以上
いじょう

設置
せ っ ち

することを基本
き ほ ん

とします。 

なお、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター及
およ

び保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

については、できる限
かぎ

り身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支援
し え ん

を

受
う

けられるよう、利便性
りべんせい

に配慮
はいりょ

するとともに、職員
しょくいん

が訪問
ほうもん

支援
し え ん

をするための移動
い ど う

距離
き ょ り

等
など

を考慮
こうりょ

の上
うえ

、整備
せ い び

を進
すす

めることとします。（例
たとえ

えば、市町村
しちょうそん

子
こ

ども発達
はったつ

支援
し え ん

センターのサービス提供
ていきょう

市町村
しちょうそん

区域
く い き

を参考
さんこう

とし

ます。） 

 

【障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

 R11目標値
もくひょうち

 備考
び こ う

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター又
また

は

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

センターの設置数
せっちすう

 

21か所
しょ

以上
いじょう

 21か所
しょ

以上
いじょう

 障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

に１か所
しょ

以上
いじょう

整備
せ い び

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所数
じぎょうしょすう

 21か所
しょ

以上
いじょう

 21か所
しょ

以上
いじょう

 障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

に１か所
しょ

以上
いじょう

整備
せ い び

 

主
おも

に重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

を

支援
し え ん

する児
じ

童
どう

発
はっ

達
たつ

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

所
しょ

数
すう

 

21か所
しょ

以上
いじょう

 21か所
しょ

以上
いじょう

 障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

に１か所
しょ

以上
いじょう

整備
せ い び

 

主
おも

に重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

を

支援
し え ん

する放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサー

ビス事業所数
じぎょうしょすう

 

21か所
しょ

以上
いじょう

 21か所
しょ

以上
いじょう

 障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

に１か所
しょ

以上
いじょう

整備
せ い び
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６ 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援
し え ん

に関
かん

する目
もく

標
ひょう

 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援
し え ん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

については、21の障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

及
およ

び市町村
しちょうそん

に

おいて設置
せ っ ち

することを基本
き ほ ん

とします。 

 

【医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援
し え ん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

 R11目標値
もくひょうち

 備考
び こ う

 

道
どう

 1か所
しょ

 1か所
しょ

  

圏域
けんいき

 21か所
しょ

 21か所
しょ

 既存
きそん

の会議体
かいぎたい

を活用
かつよう

している場合
ばあい

を含む
ふく  

。 

市町村
しちょうそん

 123か所
しょ

 179か所
しょ

 既存
きそん

の会議体
かいぎたい

を活用
かつよう

している場合
ばあい

を含
ふく

む。 

 

また、地域
ち い き

における医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

に対
たい

する支援
し え ん

の総合
そうごう

調整
ちょうせい

を行
おこな

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

については、市町村
しちょうそん

において配置
は い ち

することを基本
き ほ ん

とします。 

【医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーターの配置
は い ち

目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

 R11目標値
もくひょうち

 備考
び こ う

 

市町村
しちょうそん

 125か所
しょ

 179か所
しょ

 
市町村
しちょうそん

における医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネ

ーターの配置
はいち

 
 

７ 難聴児
なんちょうじ

支援
し え ん

に関
かん

する目
もく

標
ひょう

 

難聴
なんちょう

のある乳幼児
にゅうようじ

及
およ

びその家族
か ぞ く

の支援
し え ん

のため、市町村
しちょうそん

、医療
いりょう

機関
き か ん

、道立
どうりつ

聾
ろう

学校
がっこう

等
とう

が連携
れんけい

し、専門的
せんもんてき

な

支援
し え ん

による乳幼児期
にゅうようじき

の発達
はったつ

の促進
そくしん

を図
はか

るなど、中核的
ちゅうかくてき

機能
き の う

を有
ゆう

する体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

   【難聴児
なんちょうじ

支援
しえん

における中核的
ちゅうかくてき

機能
きのう

を有
ゆう

する体制
たいせい

整備
せいび

目標
もくひょう

】 

  項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

 R11目標値
もくひょうち

 備考
び こ う

 

中核的
ちゅうかくてき

機能
きのう

を有
ゆう

する 

体
たい

制
せい

の整備
せいび

 
1か所

しょ

 1か所
しょ

 北海道
ほっかいどう

 

 

８ 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

等
とう

に関
かん

する目標
もくひょう

 

地域
ち い き

における総合
そうごう

相談
そうだん

や専門
せんもん

相談
そうだん

の役割
やくわり

を担
にな

う基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターにについては、すべての市町村
しちょうそん

に設置
せっち

することを目 標
もくひょう

とします。また、設置
せ っ ち

・運営
うんえい

等
とう

について、市町村
しちょうそん

へ支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、地域
ち い き

に

おいて障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

に関
かん

する指導的
しどうてき

役割
やくわり

を担
にな

う主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門
せんもん

員
いん

を計画的
けいかくてき

に養成
ようせい

します。 

 

【基幹
きかん

相談
そうだん

支援
しえん

センターの設置
せっち

目 標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 Ｒ8目標
もくひょう

値
ち

 R11目標
もくひょう

値
あたい

 備考
び こ う

 

基幹
きかん

相談
そうだん

支援
しえん

センターの

設置
せっち

 
179市

し

町村
ちょうそん

 179市
し

町村
ちょうそん

 全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

 

 

９ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の質
しつ

の向上
こうじょう

 

指定障害福祉
していしょうがいふくし

サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び指定
し て い

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

に対
たい

する指
し

導
どう

監
かん

査
さ

の適正
てきせい

な実施
じ っ し

とそ

の成果
せ い か

を関係
かんけい

自治体
じ ち た い

と共
きょう

有
ゆう

する体制
たいせい

を継続
けいぞく

します。 


