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用
よう

 語
ご

 の 解
かい

 説
せつ

 
 

１ ノーマライゼーション（１ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

などの社会的
しゃかいてき

に不利
ふ り

を受
う

けやすい人
ひと

が、社会
しゃかい

の中
なか

で他
ほか

の人々
ひとびと

と同
おな

じように

生活
せいかつ

し、活動
かつどう

することが社会
しゃかい

の本来
ほんらい

あるべき姿
すがた

であるという考
かんが

え方
かた

です。 

 

２ 支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

（１ページ） 

  平成
へいせい

15年
ねん

（2003年
ねん

）４月
がつ

から実施
じ っ し

された、障
しょう

がいのある人
ひと

自
みずか

らが障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを選択
せんたく

し提供者
ていきょうしゃ

と対等
たいとう

な立場
た ち ば

に立
た

ち、契約
けいやく

を交
か

わしてサービスを利用
り よ う

するという、障
しょう

がいのある人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

が尊重
そんちょう

さ

れた仕
し

組
く

みです。                 

それまでは、行政
ぎょうせい

が「行政
ぎょうせい

処分
しょぶん

」として福祉
ふ く し

サービスを決定
けってい

する「措置
そ ち

制度
せ い ど

」により、サービスが提供
ていきょう

されていました。 

 

３ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

（１ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

と就労
しゅうろう

を進
すす

め自立
じ り つ

を支援
し え ん

する観点
かんてん

から、それまで障
しょう

がい種別
しゅべつ

ごとに異
こと

な

る法律
ほうりつ

に基
もと

づいて提供
ていきょう

されてきた福祉
ふ く し

サービスを、共通
きょうつう

の制度
せ い ど

の下
もと

で一元的
いちげんてき

に提供
ていきょう

する仕
し

組
く

みとする

ため平成
へいせい

17年
ねん

（2005年
ねん

）11月
がつ

に制定
せいてい

されました。 

  平成
へいせい

25年
ねん

（2013年
ねん

）４月
がつ

からは、障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

総合支
そうごうし

援法
えんほう

）に改正
かいせい

されています。 

 

４ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス（１ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における、自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

のうち介護
か い ご

給付
きゅうふ

及
およ

び訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

の各種
かくしゅ

サービスのことです。

居宅
きょたく

介護
か い ご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

、同行
どうこう

援護
え ん ご

、行動
こうどう

援護
え ん ご

、療養
りょうよう

介護
か い ご

、生活
せいかつ

介護
か い ご

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

、

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

、自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

及
およ

び共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

があります。 

 

   ◆介護
か い ご

給付
きゅうふ

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ） 自宅
じ た く

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

を行
おこな

います。 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

のある人
ひと

又
また

は重度
じゅうど

の知的
ち て き

障
しょう

がい若
も

しくは精神障
せいしんしょう

がいに

より、行動上
こうどうじょう

著
いちじる

しい困難
こんなん

を有
ゆう

する人
ひと

で常
つね

に介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に、自宅
じ た く

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

、外出
がいしゅつ

時
じ

における移動
い ど う

支援
し え ん

などを総合的
そうごうてき

に行
おこな

います。 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 
視覚障
しかくしょう

がいにより、移動
い ど う

に 著
いちじる

しい困難
こんなん

を有
ゆう

する人
ひと

に、移動
い ど う

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

（代筆
だいひつ

・代読
だいどく

を含
ふく

む）、移動
い ど う

の援護
え ん ご

等
とう

の外出
がいしゅつ

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 
自己
じ こ

判断
はんだん

能力
のうりょく

が制限
せいげん

されている人
ひと

が行動
こうどう

するときに、危険
き け ん

を回避
か い ひ

するため

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

や外出
がいしゅつ

支援
し え ん

を行
おこな

います。 
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療養
りょうよう

介護
か い ご

 
医療
いりょう

と常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に、医療
いりょう

機関
き か ん

で機能
き の う

訓練
くんれん

、療養上
りょうようじょう

の管理
か ん り

、看護
か ん ご

、介護
か い ご

及
およ

び日常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 
常
つね

に介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に、昼間
ひ る ま

、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

を行
おこな

う

とともに、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

又
また

は生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（ショートステイ） 

自宅
じ た く

で介護
か い ご

する人
ひと

が病気
びょうき

の場合
ば あ い

などに、短期間
たんきかん

、夜間
や か ん

も含
ふく

め施設
し せ つ

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

を行
おこな

います。 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 
介護
か い ご

の必要性
ひつようせい

がとても高
たか

い人
ひと

に、居宅
きょたく

介護
か い ご

等
とう

複数
ふくすう

のサービスを包括的
ほうかつてき

に行
おこな

います。 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

での夜間
や か ん

ケア等
とう

(施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

） 

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

する人
ひと

に、夜間
や か ん

や休日
きゅうじつ

、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

を行
おこな

い

ます。 

 

 

 ◆訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
き の う

訓練
くんれん

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

ができるよう、一定
いってい

期間
き か ん

、身体
しんたい

機能
き の う

又
また

は

生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 
一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する人
ひと

に、一定
いってい

期間
き か ん

、就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ちしき

及
およ

び

能 力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

Ａ型
がた

＝雇
こ

 用
よう

 型
がた

 

Ｂ型
がた

＝非雇用型
ひ こ よ う が た

 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

での就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な人
ひと

に、働
はたら

く場
ば

を提供
ていきょう

するとともに、知識
ち し き

及
およ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

等
とう

を行
おこな

います。 

雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ぶＡ型
がた

と、雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ばないＢ型
がた

があります。 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

した障
しょう

がいのある人
ひと

に、就労
しゅうろう

に伴
ともな

う生活面
せいかつめん

の課題
か だ い

に対
たい

し､
、

就労
しゅうろう

の継続
けいぞく

を図
はか

るために企業
きぎょう

・自宅
じ た く

等
とう

への訪問
ほうもん

や障
しょう

がいのある人
ひと

の

来所
らいしょ

により必要
ひつよう

な連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や指導
し ど う

・助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

います。 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 
一人
ひ と り

暮
く

らしに必要
ひつよう

な理解力
りかいりょく

や生
せい

活力
かつりょく

を補
おぎな

うために、定期的
ていきてき

な居宅
きょたく

訪問
ほうもん

や

随時
ず い じ

の対応
たいおう

により必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

（グループホーム） 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

を行
おこな

う住居
じゅうきょ

で、相談
そうだん

や日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の援助
えんじょ

を行
おこな

います。また、

入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
しょくじ

の介護
か い ご

等
とう

の必要性
ひつようせい

が認定
にんてい

されている方
かた

には介護
か い ご

サービ

スも提供
ていきょう

します。さらに、グループホームを退居
たいきょ

し、一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

等
とう

への移行
い こ う

を目
め

指
ざ

す人
ひと

のためにサテライト型
がた

住居
じゅうきょ

があります。 

 

５  障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

）（１ページ） 

  障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

する具体的
ぐたいてき

な措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めることにより、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

に定
さだ

める差別
さ べ つ

禁止
き ん し

の基本
き ほ ん

原則
げんそく

を具体化
ぐ た い か

し、すべての国民
こくみん

が障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることな

く、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

解消
かいしょう

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

とし、平成
へいせい

25年
ねん

（2013年
ねん

）６月
がつ

に制定
せいてい

された法律
ほうりつ

です。 
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６ 地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム（２ページ） 

  重度
じゅうど

な介護
か い ご

状態
じょうたい

となっても住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしを人生
じんせい

の最後
さ い ご

まで続
つづ

けることができ

るよう、住
す

まい・医療
いりょう

・介護
か い ご

・予防
よ ぼ う

・生活
せいかつ

支援
し え ん

が一体的
いったいてき

に提供
ていきょう

される、地域
ち い き

の包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

・ サービス

提供
ていきょう

体制
たいせい

のことです。 

 

７ 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（２ページ） 

  「福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の底
そこ

上
あ

げ」を目
め

指
ざ

し、工賃
こうちん

向上
こうじょう

に向
む

けた道
どう

の５か年
ねん

の目標
もくひょう

と、具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

等
とう

を定
さだ

め

た「北海道
ほっかいどう

働
はたら

く障
しょう

がい者
しゃ

応援
おうえん

プラン―工賃
こうちん

向上
こうじょう

５か年
ねん

戦略
せんりゃく

－」を平成
へいせい

20年
ねん

（2008年
ねん

）３月
がつ

に策定
さくてい

しま

した。 

 

８ 相談
そうだん

支援
し え ん

（５ページ）   

  障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における、自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

のうち計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

及
およ

び地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

の各
かく

種
しゅ

サー

ビスのことです。サービス利用
り よ う

支援
し え ん

、継続
けいぞく

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

、地域
ち い き

移行
い こ う

支
し

援
えん

及
およ

び地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

があります。 

 

   ◆計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

 

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の申請
しんせい

に係
かか

る支給
しきゅう

決定前
けっていまえ

に、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を作成
さくせい

し、支給
しきゅう

決定後
けっていご

に、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

を行
おこな

うとともに、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

を行
おこな

います。 

継続
けいぞく

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

 
支給
しきゅう

決定
けってい

されたサービス等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

（モニタリング）を行
おこな

い、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などを行
おこな

います。 

 

   ◆地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

給付
きゅうふ

 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、精神科
せいしんか

病院
びょういん

、保護
ほ ご

施設
し せ つ

、矯正
きょうせい

施設
し せ つ

等
とう

を退所
たいしょ

する障
しょう

がいのある人
ひと

、児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を利用
り よ う

する18歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

等
とう

を対象
たいしょう

として

、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

、相談
そうだん

による不安
ふ あ ん

解消
かいしょう

、外出
がいしゅつ

への同行
どうこう

支援
し え ん

、住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

、関係
かんけい

機関
き か ん

との調整
ちょうせい

等
とう

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 
居宅
きょたく

において単身
たんしん

で生活
せいかつ

している障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

を対象
たいしょう

に常時
じょうじ

の

連絡
れんらく

体制
たいせい

を確保
か く ほ

し、緊急
きんきゅう

時
じ

には必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

９ 障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

（１０ページ） 

  児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づくサービスについては、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

及
およ

び障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

があり、障
しょう

がいのある

子
こ

どもに対
たい

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス、保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

、福祉型
ふくしがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

及
およ

び医療型
いりょうがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

があります。なお、平成
へいせい

30年
ねん

（2018年
ねん

）４月
がつ

から居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

が新設
しんせつ

されます。 

 

 

 



119 

 

   ◆障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 
就学前
しゅうがくまえ

の障
しょう

がいのある子
こ

どもに日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

の

指導
し ど う

、知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適用
てきよう

訓練
くんれん

などを行
おこな

います。 

医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

及
およ

び治療
ちりょう

を提供
ていきょう

します。 

居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、医療型
いりょうがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスを受
う

けるた

めに外出
がいしゅつ

する事
こと

が困難
こんなん

な重度
じゅうど

の障
しょう

がいを持
も

つ障
しょう

がいのある子
こ

どもに

対
たい

し、居宅
きょたく

を訪問
ほうもん

して日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

の指導
し ど う

、知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

への適応
てきおう

訓練
くんれん

などの支援
し え ん

を行
おこな

います。 

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 

就学中
しゅうがくちゅう

の障
しょう

がいのある子
こ

どもに対
たい

して、放課後
ほ う か ご

や夏
なつ

休
やす

み等
とう

の長期
ちょうき

休暇中
きゅうかちゅう

において、生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

等
とう

を継続的
けいぞくてき

に提供
ていきょう

しま

す。 

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

保育所
ほいくしょ

等
とう

を現在
げんざい

利用中
りようちゅう

の障
しょう

がいのある子
こ

ども、又
また

は今後
こ ん ご

利用
り よ う

する予定
よ て い

の障
しょう

がいのある子
こ

どもが、保育所
ほいくしょ

等
とう

における集団
しゅうだん

生活
せいかつ

の適応
てきおう

のための

専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする場合
ば あ い

に、保育所
ほいくしょ

等
とう

への訪問
ほうもん

支援
し え ん

を行
おこな

うこと

により保育所
ほいくしょ

等
とう

の安定
あんてい

した利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

 

◆障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

福祉型
ふくしがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもの保護
ほ ご

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の指導
し ど う

、独立
どくりつ

自活
じ か つ

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

を行
おこな

います。 

医療型
いりょうがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもの保護
ほ ご

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の指導
し ど う

、独立
どくりつ

自活
じ か つ

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

及
およ

び治療
ちりょう

を行
おこな

います。 

 

１０ 法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

（１２ページ） 

「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

」によって定
さだ

められた割合
わりあい

で、民間
みんかん

企業
きぎょう

、国
くに

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、

それぞれの割
わり

合
あい

に相当
そうとう

する数
かず

以上
いじょう

の身体障
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

及
およ

び精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

しなければ

ならないとされています。 

 

１１ 新体
しんたい

系
けい

（１２ページ） 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

（平成
へいせい

18年
ねん

（2006年
ねん

）４月
がつ

施行
し こ う

）により、これまで障
しょう

がい種別
しゅべつ

ごとに異
こと

なっていた

サービス体系
たいけい

を一元化
いちげんか

した新
あたら

しい事業
じぎょう

体系
たいけい

のことで、施設
し せ つ

又
また

はサービスを提供
ていきょう

する事業所
じぎょうしょ

を総称
そうしょう

し、

新体系
しんたいけい

としています。 

 

１２ 旧体系
きゅうたいけい

（１２ページ） 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する法律
ほうりつ

等
とう

に基
もと

づく事業
じぎょう

体系
たいけい

（支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

の下
もと

の事業
じぎょう

体系
たいけい

）のことで、施設
し せ つ

又
また

はサービスを提供
ていきょう

する事業所
じぎょうしょ

を総称
そうしょう

し、旧体系
きゅうたいけい

と

しています。 
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障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の施行
し こ う

（平成
へいせい

18年
ねん

（2006年
ねん

）４月
がつ

）により、各法
かくほう

の規定
き て い

は削除
さくじょ

されましたが、５年
ねん

間
かん

（平成
へいせい

23年度
ね ん ど

末
まつ

(2011年
ねん

)まで）の経過
け い か

措置
そ ち

期間
き か ん

が設
もう

けられました。 

 

１３ 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（１４ページ） 

発達障
はったつしょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

の発達
はったつ

支援
し え ん

等
とう

に資
し

するよう、発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

し、

専門的
せんもんてき

に、その相談
そうだん

に応
おう

じるとともに、発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する専門的
せんもんてき

な発達
はったつ

支援
し え ん

及
およ

び就労
しゅうろう

の支援
し え ん

、

関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び民間
みんかん

団体
だんたい

並
なら

びにこれに従事
じゅうじ

する人
ひと

に対
たい

し発達障
はったつしょう

がいについての情報
じょうほう

提供
ていきょう

及
およ

び研修
けんしゅう

等
とう

を

行
おこな

うための機関
き か ん

です。札幌市
さっぽろし

を除
のぞ

いて、道内
どうない

３箇
か

所
しょ

に設置
せ っ ち

しています。 

 

１４ 医療的
いりょうてき

ケア（１４ページ） 

  人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

を使用
し よ う

するなど、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むために医療
いりょう

を要
よう

する状態
じょうたい

にある人
ひと

に対
たい

して、医師
い し

や

看護師
か ん ご し

のほか、保護者
ほ ご し ゃ

などが行
おこな

う、たんの吸引
きゅういん

や経管
けいかん

栄養
えいよう

などの日常的
にちじょうてき

な医療
いりょう

に関
かん

するケアのことです。 

 

１５ 障害
しょうがい

支援
し え ん

（程度
て い ど

）区分
く ぶ ん

（１４ページ） 

  障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの必要性
ひつようせい

を明
あき

らかにするために障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の心身
しんしん

の状態
じょうたい

を総合的
そうごうてき

に示
しめ

すものとし

て定
さだ

められた「障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

」と平成
へいせい

26年
ねん

（2014年
ねん

）４月
がつ

に改
あらた

められた障
しょう

がいの多様
たよう

な特性
とくせい

その他
た

の

心身
しんしん

の状態
じょうたい

に応
おう

じて必要
ひつよう

とされる標準的
ひょうじゅんてき

な支援
し え ん

の度
ど

合
あ

いを総合的
そうごうてき

に示
しめ

す「障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

」のことです。 

 

１６ ライフサイクル（１８ページ） 

  人
ひと

が生
う

まれ育
そだ

ち青年期
せいねんき

を迎え
む か え

、やがて成人
せいじん

し、さらに老年
ろうねん

の円熟
えんじゅく

を経
へ

て死
し

に至
いた

る過程
か て い

のことです。 

 

１７ 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

（１８ページ） 

  北海道
ほっかいどう

では、高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がいのある人
ひと

、子
こ

どもなどが地域
ち い き

住民
じゅうみん

とともに集
つど

う地域
ちいき

のコミュニティ活動
かつどう

の場
ば

において、支援
し え ん

を必要
ひつよう

としている方
かた

などがお互
たが

いに支
ささ

え、支
ささ

えられながら安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる拠点
きょてん

の

設置
せ っ ち

を促進
そくしん

しています。 

 

１８ インクルージョン（１８ページ） 

  地域
ち い き

において、すべての人
ひと

が孤立
こ り つ

などせずに社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

として包
つつ

み支
ささ

え合
あ

うことをいいます。 

 

１９ 地域
ち い き

づくりコーディネーター（２０ページ） 

地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

等
とう

の構築
こうちく

や施設
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

に向
む

けた地域
ち い き

づくりに関
かん

する助言
じょげん

・

調整
ちょうせい

等
とう

の広域的
こういきてき

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

    

２０ 地域
ち い き

づくりガイドライン（２０ページ） 

  北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づき定
さだ

めた、障
しょう

がいのある人
ひと

が暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくりを推進
すいしん

するため、

市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

することが望
のぞ

ましい相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

づくり等
とう

の基本的
きほんてき

な指針
し し ん

です。 

 

２１ 指定
し て い

法人
ほうじん

（２０ページ） 

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づき導入
どうにゅう

した制度
せ い ど

で、指定
し て い

法人
ほうじん

を核
かく

とした一元的
いちげんてき

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

体制
たいせい

を

確立
かくりつ

し、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、授産
じゅさん

事業
じぎょう

の経営
けいえい

改善
かいぜん

や受注
じゅちゅう

拡大
かくだい

等
とう

の工賃
こうちん

向上
こうじょう

に向
む

けた各種
かくしゅ

取組
とりくみ

を
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推進
すいしん

しています。 

 

２２ 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

（２１ページ） 

  北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づき総合
そうごう

振興局
しんこうきょく

（振興局
しんこうきょく

）に設置
せ っ ち

されている機関
き か ん

であり、中立
ちゅうりつ

公平
こうへい

な立場
た ち ば

に立
た

って、虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

、暮
く

らしづらさに関
かん

する地域
ち い き

の課題
か だ い

等
とう

について、当事者
とうじしゃ

や関係者
かんけいしゃ

と協議
きょうぎ

等
とう

を行
おこな

い

解決
かいけつ

を図
はか

ります。 

 

２３ 北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

調査
ちょうさ

部会
ぶ か い

（２１ページ） 

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づき道
どう

本庁
ほんちょう

に設置
せ っ ち

されている機関
き か ん

であり、知事
ち じ

を本
ほん

部長
ぶちょう

とし、総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

な障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の推進
すいしん

を図
はか

る北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

の所掌
しょしょう

事項
じ こ う

の

うち障
しょう

がい者
しゃ

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくり委員会
いいんかい

から審議
し ん ぎ

を求
もと

められた事項
じ こ う

の協議
きょうぎ

を行
おこな

います。 

 

２４ 市町村
しちょうそん

の協議会
きょうぎかい

（２１ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

89条
じょう

の３に基
もと

づき、市町村
しちょうそん

が設置
せ っ ち

する協
きょう

議会
ぎ か い

です。関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

が相互
そ う ご

の連絡
れんらく

を

図
はか

ることにより、地域
ち い き

における障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

への支援
し え ん

体制
たいせい

に関
かん

する課題
か だ い

について情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、

連携
れんけい

の緊密化
きんみつか

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた体制
たいせい

の整備
せ い び

について協議
きょうぎ

を行
おこな

います。障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

並
なら

びに障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

及
およ

びその家族
か ぞ く

、並
なら

びに障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、教育
きょういく

又
また

は

雇用
こ よ う

に関連
かんれん

する職務
しょくむ

に従事
じゅうじ

する人
ひと

などにより構成
こうせい

されます。 

 

２５ ヘルプマーク（２１ページ） 

  外見
がいけん

から援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としていることが分
わ

かりにくい方
かた

が身
み

に着
つ

けることによって、周囲
しゅうい

から援助
えんじょ

等
とう

を受
う

けやすくするためのものです。 

 

２６ ヘルプカード（２１ページ） 

  必要
ひつよう

な援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

の内容
ないよう

及
およ

び緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

などを記載
き さ い

し、周囲
しゅうい

の方々
かたがた

に提示
て い じ

することにより、必要
ひつよう

な援助
えんじょ

等
とう

を伝
つた

えるものです。 

 

２７ 職員
しょくいん

の対応
たいおう

要領
ようりょう

（２３ページ） 

  障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第
だい

９条
じょう

及
およ

び第
だい

10条
じょう

に基
もと

づき、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

が、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

して当該
とうがい

機関
き か ん

等
とう

の職員
しょくいん

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

することができるよう、当該
とうがい

機関
き か ん

等
とう

における不当
ふ と う

な

差別的
さべつてき

取
とり

扱
あつか

いの具体例
ぐたいれい

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の好事例
こうじれい

等
とう

を示
しめ

すものです。国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

は作成
さくせい

が義務
ぎ む

づけられ、

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

は努力
どりょく

義務
ぎ む

とされています。 

 

２８ 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドライン（２３ページ） 

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の定義
て い ぎ

や意義
い ぎ

、標準的
ひょうじゅんてき

なプロセス、留意点
りゅういてん

を取
と

りまとめたもので、事
じ

業者
ぎょうしゃ

や成年
せいねん

後見
こうけん

の担
にな

い手
て

を含
ふく

めた関係者間
かんけいしゃかん

で共 有
きょうゆう

して普及
ふきゅう

を図
はか

るべき旨
む ね

が盛
も

り込
こ

まれた手引
て び

きです。 

 

２９ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

（２４ページ） 

  認知症
にんちしょう

や知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

、精神障
せいしんしょう

がい（発達障
はったつしょう

がいを含
ふく

む。）のある人
ひと

など判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

で

はない人
ひと

が、財産
ざいさん

管理
か ん り

（預貯金
よちょきん

の管理
か ん り

、遺産
い さ ん

分割
ぶんかつ

など財産
ざいさん

に関
かん

すること）や身上
しんじょう

監護
か ん ご

（介護
か い ご

・福祉
ふ く し

サービ
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スの利用
り よ う

や医療
いりょう

・福祉
ふ く し

施設
しせつ

の入退所
にゅうたいじょ

などの生活
せいかつ

に関
かん

すること）について契約
けいやく

などの法律
ほうりつ

行為
こ う い

を行
おこな

うとき

に、本人
ほんにん

の意思
い し

をできる限
かぎ

り尊重
そんちょう

しながら権利
け ん り

と財産
ざいさん

を守
まも

り支援
し え ん

する制度
せ い ど

で、各
かく

人
じん

の判断
はんだん

能力
のうりょく

や必要性
ひつようせい

に応
おう

じて後見人
こうけんにん

等
とう

が選任
せんにん

され対応
たいおう

します。平成
へいせい

12年
ねん

（2000年
ねん

）４月
がつ

の民法
みんぽう

改正
かいせい

により、禁治産
きんちさん

・準禁治産
じゅんきんちさん

制度
せ い ど

に代
か

わり制度化
せ い ど か

されました。 

国
くに

では、平成
へいせい

28年
ねん

（2016年
ねん

）に成年
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

に関
かん

する法律
ほうりつ

が制定
せいてい

され、制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

に向
む

けた施策
しさく

の基本的
きほんてき

計画
けいかく

を定
さだ

めることなどが、市町村
しちょうそん

の努力
どりょく

義務
ぎ む

とされました。 

 

３０ 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（２４ページ） 

障
しょう

がい（知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい（発達障
はったつしょう

がいを含
ふく

む。））や高齢
こうれい

により日常
にちじょう

生活
せいかつ

の判断
はんだん

能力
のうりょく

に不安
ふ あ ん

があり、在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

している人
ひと

又
また

は在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

する予定
よ て い

の人
ひと

に、福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

手
て

続
つづ

きや生活費
せいかつひ

の

管理
か ん り

、年金
ねんきん

証書
しょうしょ

などの大切
たいせつ

な書類
しょるい

の預
あず

かりなどの援助
えんじょ

を行
おこな

う機関
き か ん

です。 

 

３１ ピアスタッフ（２５ページ） 

  同
おな

じ経験
けいけん

をもつもの同士
ど う し

が「仲間
な か ま

」（ピア）として、単
たん

に話
はなし

を聞
き

く、またはアドバイスをすることのみ

ではなく、それぞれがよりよく生
い

きる力
ちから

をもち、自分
じ ぶ ん

の状 況
じょうきょう

を考
かんが

え、自己決定
じ こ け っ て い

ができるよう励
はげ

ますこ

とを目的
もくてき

に行
おこな

われるカウンセリングをピアカウンセリング、働
はたら

きかけを行
おこな

う人
ひと

をピアスタッフといい

ます。 

 

３２ 地域
ち い き

相談員
そうだんいん

（２５ページ） 

  北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

施行
し こ う

規則
き そ く

第
だい

15条
じょう

に基
もと

づき知事
ち じ

が委嘱
いしょく

する、虐待
ぎゃくたい

、差別
さ べ つ

等
とう

に関
かん

する事案
じ あ ん

や、地域
ち い き

で暮
く

らす障
しょう

がい者
しゃ

の暮
く

らしづらさに関
かん

する相談
そうだん

に係
かか

る業務
ぎょうむ

を行
おこな

う人
ひと

のことです。 

 

３３ 障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

（２５ページ） 

  市町村
しちょうそん

が委嘱
いしょく

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

第
だい

12 条
じょう

の３第
だい

３項
こう

に規定
き て い

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

及
およ

び知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

第
だい

15条
じょう

の２第
だい

３項
こう

に規定
き て い

する知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

のことです。 

 

３４ 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（２５ページ） 

 就 職
しゅうしょく

を希望
き ぼ う

する障
しょう

がいのある人
ひと

や在職中
ざいしょくちゅう

の障
しょう

がいのある人
ひと

の抱
かか

える課題
か だ い

に応
おう

じて、雇用
こ よ う

及
およ

び福祉
ふ く し

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

のもと、就 業
しゅうぎょう

支援
し え ん

担当者
たんとうしゃ

と生活
せいかつ

支援
し え ん

担当者
たんとうしゃ

などが協 力
きょうりょく

して、就業面
しゅうぎょうめん

及
およ

び生活面
せいかつめん

の一体的
いったいてき

な支援
し え ん

を行
おこな

っています。 

 

３５ 救護
きゅうご

施設
し せ つ

（２７ページ） 

  生活
せいかつ

保護法
ほ ご ほ う

第
だい

38条
じょう

に基
もと

づき設置
せ っ ち

されている、身体上
しんたいじょう

又
また

は精神上
せいしんじょう

著
いちじる

しい障
しょう

がいがあるために日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むことが困難
こんなん

な要保護者
よ う ほ ご し ゃ

を入所
にゅうしょ

させて、生活
せいかつ

扶助
ふ じ ょ

を行
おこな

うことを目的
もくてき

とする施設
し せ つ

です。 

 

３６ 矯正
きょうせい

施設
し せ つ

（２７ページ） 

  刑務所
けいむしょ

、少年
しょうねん

刑務所
けいむしょ

、拘置所
こうちしょ

、少年院
しょうねんいん

のことです。 

 

３７ 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（２７ページ） 

  高齢
こうれい

又
また

は障
しょう

がいにより、自立
じ り つ

が困難
こんなん

な矯正
きょうせい

施設
し せ つ

を退所
たいしょ

した人
ひと

に対
たい

し、保護
ほ ご

観察所
かんさつしょ

と協働
きょうどう

して、退所後
たいしょご
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直
ただ

ちに福祉
ふ く し

サービス等
とう

につなげ、地域
ち い き

生活
せいかつ

に定着
ていちゃく

を図
はか

る事業
じぎょう

を行
おこな

います。具体的
ぐたいてき

には、入所中
にゅうしょちゅう

から帰
き

住地
じゅうち

調整
ちょうせい

を行
おこな

うコーディネート業務
ぎょうむ

、矯正施設退所後
きょうせいしせつたいしょご

に行
おこな

う社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

後
ご

の定着
ていちゃく

のためのフ

ォローアップ業務
ぎょうむ

、退所後
たいしょご

の福祉
ふ く し

サービス等
とう

についての相談
そうだん

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

を一体的
いったいてき

に行
おこな

うことにより、社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

と再犯
さいはん

防止
ぼ う し

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

としています。 

 

３８ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

（２８ページ） 

障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こうれいか

、重度化
じゅうどか

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」を見
み

据
す

え、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、障
しょう

が

いのある人
ひと

が住
す

み慣
な

れた地域
ちいき

で安心
あんしん

して暮
く

らしていけるよう、複数
ふくすう

の事業所
じぎょうしょ

や機関
き か ん

により構築
こうちく

された、

相談
そうだん

、体験
たいけん

の機会
き か い

、緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

などの様々
さまざま

な支援
し え ん

を切
き

れ目
め

なく提供
ていきょう

していく地域
ち い き

の体制
たいせい

です。 

 

３９ レスパイト（２９ページ） 

  ショートステイなどの利用
り よ う

により、障
しょう

がいのある人
ひと

の介護
か い ご

を行
おこな

っている家族
か ぞ く

を一時的
いちじてき

に介護
か い ご

から解放
かいほう

し、日頃
ひ ご ろ

の心身
しんしん

の疲
つか

れを回復
かいふく

するための援助
えんじょ

をいいます。 

 

４０ 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）（３０ページ） 

視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

及
およ

び視覚
し か く

による表現
ひょうげん

の認識
にんしき

に障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して、点字
て ん じ

データや音声
おんせい

 

データをはじめ、暮
く

らしに密着
みっちゃく

した地域
ち い き

・生活
せいかつ

情報
じょうほう

など様々
さまざま

な情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するネットワークです。

点字
て ん じ

図書館
としょかん

等
とう

が所蔵
しょぞう

する資料
しりょう

の検索
けんさく

や、貸出
かしだし

依頼
い ら い

も可能
か の う

となっています。 

 

４１ 自立
じ り つ

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

（３１ページ） 

  福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

設置
せ っ ち

自治体
じ ち た い

が直営
ちょくえい

又
また

は委託
い た く

により行
おこな

っている生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

で、生活
せいかつ

保護
ほ ご

に至
いた

る

前
まえ

の段階
だんかい

から早期
そ う き

に支援
し え ん

を行
おこな

う機関
き か ん

です。 

 

４２ ライフステージ（３１ページ） 

  人間
にんげん

の一生
いっしょう

における幼年期
ようねんき

・児童期
じ ど う き

・青
せい

年期
ね ん き

・壮年期
そうねんき

・老齢期
ろうれいき

などのそれぞれの段階
だんかい

のことです。 

 

４３ 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

（３３ページ） 

  空
あ

き屋
や

等
とう

を活用
かつよう

し、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

（高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がいのある人
ひと

、低額
ていがく

所得者
しょとくしゃ

、子
こ

育
そだ

て世帯
せ た い

など）の

入居
にゅうきょ

を受
う

け入
い

れる賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

を登録
とうろく

する制度
せ い ど

です。 

 

４４ 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

（３３ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

、妊産婦
にんさんぷ

など、行動
こうどう

に制限
せいげん

を受
う

ける方々
かたがた

が自由
じ ゆ う

に行動
こうどう

し、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

に社会
しゃかい

参加
さ ん か

していく機会
き か い

を等
ひと

しく持
も

つことができるよう、その基盤
き ば ん

となる、建築物
けんちくぶつ

や道路
ど う ろ

などの公共
こうきょう

施設
し せ つ

や

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

、生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる「福祉
ふ く し

のまちづくり」を進
すす

めていくため、道
どう

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び道
どう

民
みん

の責務
せ き む

や整備
せ い び

基準
きじゅん

、公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

の新築
しんちく

、増
ぞう

改築
かいちく

等
など

に際
さい

しての届出
とどけで

等
とう

について定
さだ

めた条例
じょうれい

で

す（平成
へいせい

10年
ねん

（1998年
ねん

）４月
がつ

１日
にち

施行
し こ う

）。 

 

４５ 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（３８ページ） 

  発達
はったつ

の遅
おく

れに気
き

づいた段階
だんかい

から、主
おも

に、児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づく児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

や放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスの

利用
り よ う

に繫
つな

がるまでの支援
しえん

を行
おこな

うほか、地域
ち い き

の連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

や人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

を推進
すいしん

する機関
き か ん

です。 
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４６ ペアレントメンター（３８ページ） 

  発達障
はつたつしょう

がいのある子
こ

どもを育
そだ

てた経験
けいけん

のある親
おや

であって、その経験
けいけん

を生
い

かし、子
こ

どもが発達障
はったつしょう

がいの

診断
しんだん

を受
う

けて間
ま

もない親
おや

などに対
たい

して相談
そうだん

や助言
じょげん

を行
おこな

う人
ひと

のことをいいます。 

 

４７ 障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

（４０ページ） 

  児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づく障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

で、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
えんじょ

及
およ

び継続
けいぞく

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
えんじょ

があります。 

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
えんじょ

 

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

の申請
しんせい

に係
かか

る支給
しきゅう

決定前
けっていまえ

に、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

案
あん

を

作成
さくせい

し、支給
しきゅう

決定後
けっていご

に、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

を行
おこな

うと

ともに、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

を行
おこな

います。 

継続
けいぞく

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
えんじょ

 
支給
しきゅう

決定
けってい

されたサービス等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

（モニタリング）を行
おこな

い、サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などを行
おこな

います。 

 

４８ 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

ガイドライン（４１ページ） 

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の資質
し し つ

の確保
か く ほ

及
およ

びその向上
こうじょう

を図
はか

り、障
しょう

がいのある子
こ

ども本人
ほんにん

やその家族
か ぞ く

のために提供
ていきょう

すべ

き支援
し え ん

の内容
ないよう

等
とう

基本的
きほんてき

な事項
じ こ う

を示
しめ

し、支援
し え ん

の一定
いってい

の質
しつ

を担保
た ん ぽ

するための全国
ぜんこく

共通
きょうつう

の枠
わく

組
ぐ

みが示
しめ

されてい

るものです。児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

の他
ほか

に「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスガイドライン」「保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の効果的
こうかてき

な

実施
じ っ し

を図
はか

るための手引書
てびきしょ

」があります。 

 

４９ 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（４３ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

が、その心身
しんしん

の障
しょう

がいの状態
じょうたい

の軽減
けいげん

を図
はか

り、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むために必要
ひつよう

な医療
いりょう

で、次
つぎ

の３つがあります。 

 

育成
いくせい

医療
いりょう

 

障
しょう

がいのある子
こ

ども（身体
しんたい

に障
しょう

がいのある子
こ

どもに限
かぎ

ります。）の

健全
けんぜん

な育成
いくせい

を図
はか

ることを目的
もくてき

とし、生活
せいかつ

能力
のうりょく

を得
え

るために必要
ひつよう

な医療
いりょう

です。 

更生
こうせい

医療
いりょう

 
身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

経済
けいざい

活動
かつどう

の参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

ること

を目的
もくてき

とし、更生
こうせい

のために必要
ひつよう

な医療
いりょう

です。 

精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

 
精神障
せいしんしょう

がいの適正
てきせい

な医療
いりょう

の普及
ふきゅう

を図
はか

ることを目的
もくてき

とし、病院
びょういん

又
また

は

診療所
しんりょうじょ

に入院
にゅういん

することなく行
おこな

われる医療
いりょう

です。 

 

５０ 医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

等
とう

コーディネーター（４４ページ） 

  医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

等
とう

本
ほん

人
にん

の健康
けんこう

維持
い じ

はもとより、乳幼児期
にゅうようじき

、学齢期
がくれいき

、就労期
しゅうろうき

を通
つう

じて、途
と

切
ぎ

れのない一貫
いっかん

した支援
し え ん

体制
たいせい

を維持
い じ

するために、生活
せいかつ

の場
ば

において他
た

職種
しょくしゅ

が包括的
ほうかつてき

に関
かか

わり続
つづ

けることのできる生活
せいかつ

支援
し え ん

の調整
ちょうせい

を中
ちゅう

心
しん

的
てき

に行
おこな

います。 

 

５１ 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

（４４ページ） 

重度
じゅうど

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

、ひとり親
おや

家庭
か て い

等
とう

、乳幼児
にゅうようじ

等
とう

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

及
およ

び保健
ほ け ん

の向上
こうじょう

と福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

を図
はか

るため、

市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

する医療
いりょう

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

に要
よう

する経費
け い ひ

について補助
ほ じ ょ

する事業
じぎょう

です。 
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５２ 初期
し ょ き

支援
し え ん

（４５ページ） 

  心
こころ

の健康
けんこう

問題
もんだい

を抱
かか

える人
ひと

に対
たい

して、専門家
せんもんか

の支援
し え ん

の前
まえ

に身近
み ぢ か

な人
ひと

によって提供
ていきょう

される応急
おうきゅう

処置
し ょ ち

のこ

とをいいます。 

 

５３ 退院後
たいいんご

生活
せいかつ

環境
かんきょう

相談員
そうだんいん

（４５ページ） 

 精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

の改正
かいせい

により医療
いりょう

保護
ほ ご

入院者
にゅういんしゃ

が早期
そ う き

に退院
たいいん

できるよう、精神科病院
せいしんかびょういん

において個々
こ こ

の

医療保護入院者
いりょうほごにゅういんしゃ

１名
めい

につき１人
ひ と り

を選任
せんにん

し配置
は い ち

することが義務
ぎ む

づけられた精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

などの精神障
せいしんしょう

が

いのある人
ひと

に関
かん

する業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した経験
けいけん

を有
ゆう

する人
ひと

のことです。主
おも

な役割
やくわり

として精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

や

その家族
か ぞ く

への退院
たいいん

に向
む

けた相談
そうだん

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

など地域
ち い き

援助事
えんじょじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の紹介
しょうかい

のほか、退院後
たいいんご

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

・療養
りょうよう

環境
かんきょう

の調整
ちょうせい

などを行
おこな

います。 

 

５４ 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

（４８ページ） 

 障
しょう

がいのある人
ひと

の多数
た す う

雇用
こ よ う

や施設
し せ つ

・事業所
じぎょうしょ

への優先
ゆうせん

発注
はっちゅう

など障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

に取
と

り組
く

む

企業
きぎょう

等
とう

を一定
いってい

基準
きじゅん

により評価
ひょうか

・認証
にんしょう

するとともに認証
にんしょう

取得
しゅとく

企業
きぎょう

に対
たい

し、入札上
にゅうさつじょう

の優遇
ゆうぐう

や低利
て い り

融資
ゆ う し

制度
せ い ど

活用
かつよう

等
とう

の配慮
はいりょ

を行
おこな

う制度
せ い ど

です。 

 

５５ 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（４８ページ） 

障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、「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

げていくため、企業
きぎょう

等
とう

による自発的
じはつてき

な行動
こうどう

を促
うなが

し、その内容
ないよう

を広
ひろ

く道民
どうみん

等
とう

に宣伝
せんでん

する取
とり

組
くみ

です。  

 

５６ 特定
とくてい

随意
ず い い

契約
けいやく

制度
せ い ど

（４９ページ） 

  地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

施行令
しこうれい

第
だい

167条
じょう

の２（随意
ず い い

契約
けいやく

）の規定
き て い

に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センタ

ー、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業
じぎょう

を行
おこな

う施設
し せ つ

又
また

は小規模
しょうきぼ

作業所
さぎょうしょ

等
とう

、高年齢者
こうねんれいしゃ

等
とう

の雇用
こ よ う

の安定
あんてい

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

に

規定
き て い

するシルバー人材
じんざい

センター等
とう

、新商品
しんしょうひん

の生産
せいさん

により新
あら

たな事業
じぎょう

分野
ぶ ん や

の開拓
かいたく

を図
はか

る者
もの

として知事
ち じ

の

認定
にんてい

を受
う

けた事業所
じぎょうしょ

等
とう

を相手方
あいてがた

として物品
ぶっぴん

の購入
こうにゅう

又
また

は役務
え き む

の提供
ていきょう

についての契約
けいやく

を行
おこな

う場合
ば あ い

に、競争
きょうそう

入札
にゅうさつ

によらず随意
ず い い

契約
けいやく

によることを可能
か の う

とする制度
せ い ど

です。 

 

５７ 障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター（５１ページ） 

  障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して専門的
せんもんてき

な職 業
しょくぎょう

リハビリテーションサービスを行
おこな

うとともに、事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

し

て雇用
こ よ う

管理
か ん り

に関
かん

する助言
じょげん

・援助
えんじょ

を行
おこな

うほか、関係
かんけい

機関
き か ん

に対
たい

して職 業
しょくぎょう

リハビリテーションに関
かん

する助言
じょげん

・

援助
えんじょ

を行
おこな

う機関
き か ん

です。 

 

５８ 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

（５２ページ） 

障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

び事業
じぎょう

主
ぬし

の相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

と不安
ふ あ ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

が事業
じぎょう

主
ぬし

と

有期
ゆ う き

雇用
こ よ う

契約
けいやく

（原則
げんそく

３か月
げつ

）を締結
ていけつ

し、試行
し こ う

雇用
こ よ う

を行
おこな

う制度
せ い ど

です。 

 

５９ 職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

（ジョブコーチ）（５２ページ） 

障
しょう

がいのある人
ひと

の職場
しょくば

適応
てきおう

を容易
よ う い

にするため、企業
きぎょう

に職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

（ジョブコーチ）を派遣
は け ん

又
また

は配置
は い ち

し、障
しょう

がいのある人
ひと

や事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

して、雇用
こ よ う

の前後
ぜ ん ご

を通
つう

じて障
しょう

がい特性
とくせい

を踏
ふ

まえた直接的
ちょくせきてき

で専門的
せんもんてき

な

支援
し え ん

を行
おこな

います。 
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６０ ピアサポーター（５３ページ） 

    同
おな

じ経験
けいけん

をもつもの同士
ど う し

が「仲間
な か ま

」（ピア）として、働
はたら

きかけを行
おこな

う人
ひと

をいいます。 

 

６１ 農
のう

福
ふく

連携
れんけい

（５３ページ）  

障
しょう

がいのある人
ひと

の農業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

における就労
しゅうろう

及
およ

び就労
しゅうろう

訓練
くんれん

のことで、障
しょう

がいのある人
ひと

の工賃
こうちん

水準
すいじゅん

の

向上
こうじょう

や農業
のうぎょう

の支
ささ

え手
て

の拡
かく

大
だい

など、「農業
のうぎょう

」と「福祉
ふ く し

」が連携
れんけい

することでそれぞれの課題
か だ い

解決
かいけつ

を図
はか

る取組
とりくみ

です。 

 

６２ 優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

（６３ページ） 

正式
せいしき

名称
めいしょう

は、「国
くに

等
とう

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」です。 

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

施設
し せ つ

で就労
しゅうろう

する障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の経済面
けいざいめん

での自立
じ り つ

を進
すす

めるため、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

が率先
そっせん

して障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

から物品
ぶっぴん

の調達
ちょうたつ

等
とう

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

とし、平成
へいせい

25年
ねん

（2013

年
ねん

）４月
がつ

に施行
し こ う

されました。 

  


