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け い

画
か く

の基
き
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ほ ん

的
て き

事
じ

項
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

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

を示す
しめ   

「北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」（以下
い か

「基本
き ほ ん

計画
けいかく

」という。）〔第
だい

１
 

期
き

計
けい

画
か く

期
き

間
かん

：

平成
へいせい

15～24年度
ね ん ど

〕
）

と、その着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

を図る
は か  

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

〕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
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

体制
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

を図って
はか    

きました。 

平成
へいせい

15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
じ こ

決定
けってい

や選択
せんたく

を尊重
そんちょう

した利用者本
りようしゃほん

位
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
きゃくかんてき

な基準
きじゅん

がなく支給
しきゅう

決定
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

が見直さ
み な お  

れ、平成
へいせい

17年
ねん

11 

月
がつ

７日
  にち

に「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」が公布
こ う ふ

、平成
へいせい

18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

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
ほ ん ぶ

等
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

に向け
む  

て、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

等
など

、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
お よ  

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、新た
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

に向けて
む   

新た
あ ら

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

に関する
か ん   

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「整備法
せいびほう

」という。）を公布
こ う ふ

し、「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」を「障害者
しょうがいしゃ

の日
にち

常
じょう

生活
せいかつ

及び
お よ  

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

支援法
しえんほう

」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
なんびょう

等
とう

を追加
つ い か

、また、平成
へいせい

25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

に関する
かん    

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

解消法
かいしょうほう

」という。）が制定
せいてい

さ

れ、平成
へいせい

26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

６月
がつ

に障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

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

自ら
みずか  

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

するため、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

支援法
しえんほう

が改
かい

正
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

が図ら
は か  

れました。 

 道
どう

では、「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」及
およ

び「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

」並
なら

びに「北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

及
およ

び障
しょう

がい児
じ

 

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

並び
な ら  

に障
しょう

がい者
しゃ

及び
お よ  

障
しょう

がい児
じ

が暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくりの推
すい

進
しん

に関
かん

する条
じょう

例
れい

」 

（以下
い か

「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

」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
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

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

が計画的
けいかくてき

に提
てい

供
きょう

されるための実
じっ

施
し

計
けい

画
かく

として、「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

」

（以下
い か

「この計画
けいかく

」という。）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
にちじょう

生活
せいかつ

及び
お よ  

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

の各地域
かくちいき

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
そうだん

体制
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

に立ち
た  

、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

する暮らし
く    

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 



- 2 -  

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。 

 平成
へいせい

18年度
ね ん ど

から20年度
ね ん ど

を計画
けいかく

期間
き か ん

とする第
だい

１期
き

計
けい

画
かく

及
およ

び平成
へいせい

21年度
ね ん ど

から23年度
ね ん ど

を計画
けいかく

期間
き か ん

とする第
だい

２期
き

計画
けいかく

では、既存
き そ ん

のサービス提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

の障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく制度
せ い ど

への

対応
たいおう

（新体系
しんたいけい

への移行
い こ う

）が完了
かんりょう

する平成
へいせい

23年度
ね ん ど

末
まつ

に向
む

けて数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

し、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

か

ら26年度
ね ん ど

を計画
けいかく

期間
き か ん

とする第
だい

３期
き

計画
けいかく

においては、新体系
しんたいけい

への移行
い こ う

が完
かん

了
りょう

した環境
かんきょう

の下
もと

で、

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

末
まつ

に向
む

けて数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

から29年度
ね ん ど

を計画
けいかく

期間
き か ん

とする第
だい

４期
き

計画
けいかく

では、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

を目指
め ざ

して、成果
せ い か

目標
もくひょう

を

設定
せってい

し、それぞれ、サービス見込量
みこみりょう

やその確保
か く ほ

方策
ほうさく

等
とう

について定
さだ

めました。 

 一方
いっぽう

、「福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の底上
そ こ あ

げ」を目指
め ざ

し、平成
へいせい

20年
ねん

３月
がつ

に、工賃
こうちん

向上
こうじょう

に向
む

けた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」を策定
さくてい

し、平成
へいせい

22年
ねん

３月
がつ

には、

「北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

」に基
もと

づく就労
しゅうろう

支援
し え ん

推進
すいしん

計画
けいかく

として一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に関
かん

する施策
し さ く

を加え
く わ  

た

「新
しん

・北海道
ほっかいどう

働
はたら

く障
しょう

がい者
しゃ

応援
おうえん

プラン」を、平成
へいせい

24年
ねん

３月
がつ

には「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

Ⅱ章
しょう

」を、平成
へ い せ い

27年
ね ん

３月
 が つ

には「北海道
ほっかいどう

働く
はたら  

障
しょう

がい者
しゃ

応援
おうえん

プラン
 

・第
だい

Ⅲ
 

章
しょう

」を策定
さくてい

し、取組
とりくみ

を推進
すいしん

してきました。                                                 

平成
へいせい

 30 年度
ね ん ど

から32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

５
 

期
き

計
けい

画
か く

については、障
しょう

がいのある子
こ

どもへの支援
し え ん

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

など、ライフステージに応
おう

じた一体的
いったいてき

な取組
とりくみ

を進める
すす    

ため、「第
だい

４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

」と「第
だい

１
 

期
き

北海道障
ほっかいどうしょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を包含
ほうがん

し、一体的
いったいてき

に策定
さくてい

することとします。 

 また、障
しょう

がいのある人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

し、その自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、成果
せ い か

目標
もくひょう

はもとより、サービス見込量
みこみりょう

やその確保
か く ほ

方策
ほうさく

等
とう

について定
さだ

めることとします。 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第
だい

5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

 

 ・根
こん

拠
きょ

：障
しょう

害
がい

者
しゃ

総
そう

合
ごう

支
し

援
えん

法
ほう

第
だい

8

 

9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
など

及び
およ  

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
しえ ん

事業
じぎょう

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

[
 

平成
へいせい

29年
ねん

３月
 が つ

31日
にち

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

告示
こく じ

第
だい

116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、各市町村
かくしちょうそん

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

支援法
しえんほう

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
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえ ん

事業
じぎょう

に係る
かか  

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

１月
がつ

 

８日
にち

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

福祉部
ふ く し ぶ

企画課
き か く か

自立
じり つ

支援
しえ ん

振興
しんこう

室 長
しつちょう

通知
つう ち

 

障企
しょうき

自
じ

第
だい

0108001号
ごう

〕 

○第
だい

4期障
きし 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

働く
はたら  

障
しょう

がい者
しゃ

応援
おうえん

プラン
 

・第
だい

Ⅳ
 

章
しょう

]
 

 

 ・根拠
こんきょ

：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

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

に関する
かん     

施策
しさく

の実施
じっ し

について示す
しめ  

、就労
しゅうろう

支援
しえ ん

推
すい

 

進計
しんけい

画
かく

及び
およ  

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

4月
がつ

11日
にち

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

部長通知障発
ぶちょうつうちしょうはつ

0411第
だい

４号
 ご う

〕 

○ 第
だい

1期
き

北海道障
ほっかいどうしょう

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

福祉法
ふくしほう

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

に即して
そく    

、市町村
しちょうそん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふく し

計画
けいかく

の達成
たっせい

に資する
し   

ため、各市町村
かくしちょうそん

を通
つう

 

     ずる広域的
こういきてき

な見地
けん ち

から、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
しえ ん

等
など

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
かく ほ

その他
た

障害児
しょうがいじ

通
つう

所
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

障害児
しょうがいじ

福祉
ふく し

計画
けいかく

。 
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２  計画
けいかく

の位
い

置
ち

付
づ

け 

(1) 計画
けいかく

の位
い

置
ち

付
づ

け 

この計画
けいかく

は、「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
とくてい

 

分野
ぶ ん や

別
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

であり、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基づ
も と  

き策定
さくてい

している基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

２
 

期
き

計
けい

画
かく

期
き

間
かん

：平成
へいせい

25～34年度
ね ん ど

）の実施
じ っ 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

福祉法
ふくしほう

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

を保つ
た   

よう整理
せ い り

しています。 

 

図
ず

１ 【計
けい

画
かく

の位
い

置
ち

付
づ

け】  
▼障害者自立支援法施行 ▼障害者自立支援法見直し ▼障害者総合支援法施行 ▼障害者総合支援法及び

児童福祉法の一部改正法施行
▼障害者基本法改正 障害者差別解消法施行▼

▼北海道障がい者条例施行 ▼障害者虐待防止法施行 ▼子ども・子育て支援法施行

第３期北海道長期総合計画
（Ｈ１０～Ｈ１９）

北海道保健医療福祉計画
（Ｈ１０～Ｈ１９）

前期実施計画
（Ｈ１５～Ｈ１９）

移行

工賃向上の対応方策

統合

（Ｈ２２～Ｈ２６）
第三期　北の大地☆子ども未来づくり北海道計画

（Ｈ２７～Ｈ３１）

第３期　北海道自殺対策行動計画
（Ｈ３０～Ｈ３４）

北海道自殺対策行動計画
（Ｈ２０～Ｈ２４）

北の大地☆子ども未来づくり北海道計画 第二期　北の大地☆子ども未来づくり北海道計画

見直し
第３期　就労支援推進計画

（Ｈ２７～Ｈ２９）

第２期　北海道自殺対策行動計画
（Ｈ２５～Ｈ２９）

（北海道働く障がい者応援プラン・第Ⅲ章）

（新・北海道働く障がい者
応援プラン）（H22-H23）

見直し
第２期　就労支援推進計画

（Ｈ２４～Ｈ２６）
（北海道働く障がい者応援プラン・第Ⅱ章）

新・北海道総合計画（Ｈ２０～概ね１０年）
（通称：ほっかいどう未来創造プラン）

北海道総合計画（Ｈ２８～Ｈ３７）
－輝きつづける北海道－

北海道障害者基本計画（Ｈ１５～Ｈ２４） 第２期北海道障がい者基本計画（Ｈ２５～Ｈ３４）
中間見直し

第１期　北海道障がい福祉計画
（Ｈ１８～Ｈ２０）

第１期就労支援推進計画

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

北海道働く障がい者応援プラン
　－工賃向上５か年戦略－　

（Ｈ１９～Ｈ２１）

（Ｈ１７～Ｈ２１）

Ｈ３２

見直し
第２期　北海道障がい福祉計画

（Ｈ２１～Ｈ２３）

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

新・北海道保健医療福祉計画（Ｈ２０～概ね１０年）

見直し

第５期　北海道障がい福祉計画

（Ｈ３０～Ｈ３２）

見直し
第３期　北海道障がい福祉計画

（Ｈ２４～Ｈ２６）

見直し
第４期　北海道障がい福祉計画

（Ｈ２７～Ｈ２９）

※北海道障がい児福祉計画

 
(2) 計画

けいかく

の期間
き か ん

 

この計画
けいかく

は、計画
けいかく

期間
き か ん

を平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から平成
へいせい

32年度
ね ん ど

までの３年間
ねんかん

（第
だい

５期
き

計
けい

画
か く

）とします。 

 なお、道
どう

はこの計画
けいかく

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

及び
お よ  

評価
ひょうか

を行い
おこな 

、必要
ひつよう

がある場合
ば あ い

は計画
けいかく

を見直す
み な お  

などの措置
そ ち

を講
こう

ずることとします。 
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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、地域間
ちいきかん

の格差
か く さ

を縮 小
しゅくしょう

しながら進めら
すす    

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

及び
お よ び

整備量
せいびりょう

）を見込
み こ

み、

推進
すいしん

管理
か ん り

等
とう

を行う
おこな 

「区域
く い き

」を設定
せってい

しています。 

(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

）：「全道域
ぜんどういき

」 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

については、今後
こ ん ご

も、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、基本的
きほんてき

には

創設
そうせつ

は行わず
おこな   

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
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
ぜん

道
どう

一
いち

圏
けん

域
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

を行う
おこな  

こととします。 

(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
にっ

中
ちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス：「北海道障
ほっかいどうしょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏
ふくしけん

域
いき

の21圏域
けんいき

〔札幌市
さっぽろし

を含む
ふ く  

。〕」（この圏域
けんいき

は、第
だい

二次
に じ

地域
ち い き

福祉圏域
ふ く し け ん い き

と同じ。） 

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

の生活圏域
せいかつけんいき

（通所
つうしょ

等
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

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
ほうもん

系
けい

サービス
 

及び
お よ  

相談
そうだん

支援
し え ん

：「市町村圏域
しちょうそんけんいき

」 

居宅
きょたく

介護
か い ご

などの訪問
ほうもん

系
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、市町村圏域
しちょうそんけんいき

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

などに合
あ

わせて必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

を行う
おこな 

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
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、最も
もっと 

身近
み ぢ か

な行政
ぎょうせい

機関
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

を行う
おこな 

こととします。                          
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図
ず

２ 【圏域
けんいき

の区域
く い き

】 

浦幌

枝幸

小平

留萌市

増毛
沼田

日高

清水

幕別芽室

帯広市

内
中 札 更別

大樹

広尾

え
り
も

様似

浦河

富良野市

鹿
追南富良野

占冠

平取

む
か
わ厚

真

夕張市
長沼

恵庭市

札幌市
京

極

新
篠
津

南幌

小樽市

由
仁

千歳市 安

平

苫小牧市

白老

登別
市

共和

喜
茂
別

蘭越
真狩

留寿都

壮瞥
伊達
市

豊浦
伊達市

厚
沢
部

江差

上ノ国

知内

稚内市

猿払

浜頓別

興部

紋別

豊富

幌延

天塩

遠別

中
川

中頓別

初
山
別

羽幌

苫前

石
狩
市

幌

加
内

名寄市
下川

西
興
部

滝上

鷹
栖

旭川市

新十
津川

当
別
月形

赤平
市

美唄市

三笠市

岩見沢市

比
布 愛別

当
麻 上川

遠軽

湧
別 佐

呂
間

網
走
市

北見市

置戸

訓
子
府

美幌

小
清
水

斜里

羅
臼

標津清里

中標津

厚岸

弟子屈

津別
陸別

鶴居

釧
路

足寄

上
士
幌

士幌

池田

東川東神楽

美瑛

上富
良野中富

良野 新得

音更

新ひだか

新冠

栗

山

室蘭市

積丹

神恵内
泊

岩内
寿都

黒松内島牧

長

万
部今金せ

た
な

八雲

乙部

奥

尻
森 鹿

部
七飯

北斗市

木古内

福島松
前

礼
文

利
尻

利
尻
富
士

剣淵

和寒

奈井江

浦
臼

上砂川

歌志内市

滝川
市

深
川
市

芦
別
市

砂
川
市

函館市

大空

釧路市

日高

士別市

秩父別

妹背牛
雨 竜

北竜

美深 雄武

釧路市

豊頃

本別

白糠

別海

根室市標茶

浜中
江別市

北広島市

余
市

古
平

赤井川
仁
木

倶

知
安

ニ
セ
コ

洞爺湖

音威

子府

別海別海別海別海

道 央

道 南

釧路・根室

道 北

オホーツク

十 勝

宗谷

第二次地域福祉圏 ２１圏域

第一次地域福祉圏 １７９圏域

第三次地域福祉圏 ６圏域

留萌

上川北部

南檜山

北渡島檜山

西胆振

北網

南渡島

後志

十勝

釧路

日高

遠紋

根室

東胆振

札幌

中空知

富良野

北空知

南空知

上川中部

地域福祉圏の区域
(１７９市町村)

・社会福祉法による地域福祉計画の区域
・介護保険法による介護保険事業支援計画の区域

・障害者総合支援法による障がい福祉計画の区域

・北海道総合計画による連携地域（エリア）

      

圏域名 振興局名 市　町　村　名

1 南 渡 島 渡　　　島 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町

2 南 檜 山 檜　　　山 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町

3 北渡島檜山 渡島・檜山 八雲町、長万部町、今金町、せたな町

4 札 幌 石　　　狩 札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村

5 後 志 後　　　志
小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶

知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村

6 南 空 知 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町

7 中 空 知 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町

8 北 空 知 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町

9 西 胆 振 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町

10 東 胆 振 苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町

11 日 高 日　　　高 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町

12 上 川 中 部 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、幌加内町

13 上 川 北 部 士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町

14 富 良 野 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村

15 留 萌 留　　　萌 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町

16 宗 谷 宗　　　谷 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町

17 北 網 北見市、網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、大空町

18 遠 紋 紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町

19 十 勝 十　　　勝
帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹

町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町

20 釧 路 釧　　　路 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町

21 根 室 根　　　室 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

空　　　知

胆　　　振

上　　　川

オホーツク
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４  計画

けいかく

策定
さくてい

体制
たいせい

と経緯
けい い

等
とう

 

(1) 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

この計画
けいかく

の策定
さくてい

にあたっては、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

や障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

等
とう

で構成
こうせい

する「北
ほっ

 

海道障
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

」を中心
ちゅうしん

に検討
けんとう

を進
すす

めるとともに、「北海道
ほっかいどう

発達
はったつ

支援
し え ん

推進
すいしん

協議
きょうぎ

 

会
かい

」や「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

委員会
いいんかい

」と連携
れんけい

し、同審
どうしん

議会
ぎ か い

に５部会
ぶ か い

を設置
せ っ ち

して、計画
けいかく

の内容
ないよう

について、専門的
せんもんてき

に調査
ちょうさ

・検討
けんとう

を行い
おこな 

ました。 

 また、整備法
せいびほう

に基づき
も と   

設置
せ っ ち

した「北海道
ほっかいどう

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」においても計画
けいかく

について議論
ぎ ろ ん

を

行う
おこな 

ほか、21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

等圏域
とうけんいき

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

」において、市町村
しちょうそん

の計画
けいかく

との調整
ちょうせい

を図る
は か  

ため、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

）及
およ

び市町村間
しちょうそんかん

で意見
い け ん

交換
こうかん

を行
おこな

いました。  

 なお、市町村
しちょうそん

に対して
た い   

は、計画
けいかく

作成
さくせい

に関する
か ん   

基本的
きほんてき

な考え方
かんが かた

である「障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

作成
さくせい

指針
し し ん

」（以下
い か

「作成
さくせい

指針
し し ん

」という。）を示
しめ

し、計画
けいかく

づくりの支援
し え ん

を行
おこな

いました。 

(2) 道民
どうみん

の意見
い け ん

反映
はんえい

 

計画
けいかく

策定
さくてい

にあたっては、障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の方々
かたがた

に

周知
しゅうち

を図り
は か  

ながら、広
ひろ

くご意
い

見
けん

をお聴
き

きするため、道
どう

内
ない

９か所
しょ

において「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

等
とう

タウンミーティング～第
だい

２期
き

北
ほっ

海
かい

道
ど う

障
しょう

がい者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
か く

：改訂版
かいていばん

の策定
さくてい

及
およ

び第
だい

５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

の策定
さくてい

に向
む

けて～」を開催
かいさい

しました。 

また、計画
けいかく

素案
そ あ ん

について広
ひろ

く道民
どうみん

のご意見
い け ん

をお聴
き

きするため、パブリックコメントを実施
じ っ し

 

しました。 

いただいたご意見
い け ん

などについては、市町村
しちょうそん

、関係
かんけい

部局
ぶきょく

等
とう

へ情報
じょうほう

提供
ていきょう

するとともに、この計画
けいかく

の策定
さくてい

過程
か て い

において参考
さんこう

としました。   

 

【タウンミーティングの開催
かいさい

状況
じょうきょう

】 

会
かい

 場
じょう

 開催
かいさい

日時
に ち じ

 開催
かいさい

場所
ば し ょ

 参加者数
さ ん か し ゃ す う

 

札幌
さっぽろ

会場
かいじょう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

９
 

月
がつ

16日
にち

(土
ど

) 

10:00～11:30 

札
さっ

幌
ぽろ

市
し

中
ちゅう

央
おう

区
く

北
きた

２
 

条
じょう

西
にし

７
 

丁
ちょう

目
め

 

かでる２・７ 
6３名

めい

 

倶知安
く っ ち ゃ ん

会場
かいじょう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

９
 

月
がつ

16日
にち

(土
ど

) 

13:30～15:00 

倶知安町
くっちゃんちょう

北
きた

１条
 じょう

東
ひがし

２丁目
 ち ょ う め

 

後志
しりべし

総合
そうごう

振興局
しんこうきょく

 
26名

めい

 

網走
あばし り

会場
かいじょう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

９
 

月
がつ

16日
にち

(土
ど

) 

13:30～15:00 

網走市
あば し り し

北
きた

７条
じょう

西
にし

３丁目
 ち ょ う め

 

オホーツク総合
そうごう

振興局
しんこうきょく

 
36名

めい

 

稚内
わっかない

会場
かいじょう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

９
 

月
がつ

23日
にち

(土
ど

) 

13:30～15:00 

稚内市
わっかないし

末広
すえひろ

４丁目
ちょうめ

２－27 

宗谷
そ う や

総合
そうごう

振興局
しんこうきょく

 
２1名

めい

 

釧路
く し ろ

会場
かいじょう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

９
 

月
がつ

23日
にち

(土
ど

) 

13:30～15:00 

釧路市
く し ろ し

幣
ぬさ

舞
まい

町
ちょう

４－28 

まなぼっと幣
ぬさ

舞
まい

 
21名

めい

 

帯広
おびひろ

会場
かいじょう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

９月
がつ

24日
にち

(日
にち

) 

14:00～15:30 

帯広市
おび ひ ろ し

西
にし

４条
じょう

南
みなみ

13丁目
ちょうめ

１ 

とかちプラザ 
24名

めい

 

苫小牧
と ま こ ま い

会場
かいじょう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

９月
がつ

24日
にち

(日
にち

) 

13:30～15:00 

苫小牧市
と ま こ ま い し

若草
わかくさ

３丁目
ちょうめ

３－８ 

苫小牧市民活動センター 
29名

めい

 

旭川
あさひかわ

会場
かいじょう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

９月
がつ

24日
にち

(日
にち

) 

13:30～15:00 

旭川市
あさひかわし

宮前
みやまえ

１条
 じょう

３丁目
 ち ょ う め

３－30 

旭川市
あさひかわし

市民
し み ん

活動
かつどう

交流
こうりゅう

センター 
27名

めい

 

函館
はこだて

会場
かいじょう

 

平
へい

成
せい

29年
ねん

10月
がつ

１
 

日
にち

(日
にち

) 

13:30～15:00 

函館市
はこ だ て し

美原
み は ら

４丁目
 ち ょ う め

６－16 

渡島
お し ま

総合
そうごう

振興局
しんこうきょく

 
36名

めい
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第
だ い

２
 

 障
しょう

がいのある人
ひ と

の現
げ ん

状
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
こうれいか

等
とう

の影響
えいきょう

により、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しています。 

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、平成
へいせ い

28年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざ い

で、302,182人
にん

となっており、平成
へいせ い

14年度
ね ん ど

末
まつ

と比較
ひ か く

すると、14年間
ねんか ん

で34,603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

14年度
ね ん ど

末
まつ

の4.7％から、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

で5.7％と1.0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、5,148,082人
にん

で、人口比
じんこうひ

 4.1％となっています。 

(2) 知的
ち て き

障
しょう

がい 

療育
りょういく

手帳
てちょう

交付者数
こうふしゃすう

は、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

で、59,092人
にん

となっており、平成
へいせい

14年度
ね ん ど

末
まつ

と比較
ひ か く

すると、

14年間
ねんかん

で26,037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

14年度
ね ん ど

末
まつ

の0.6％から、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

で1.1％と0.5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、1,044,573人
にん

で、人口比
じんこうひ

  0.8％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
てちょう

交付者
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
ほけんしょ

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、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

で、157,679人
にん

となっており、平成
へいせい

14年
ねん

12月
がつ

末
まつ

と比較
ひ か く

すると、14年間
ねんかん

で 

64,269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

14年度
ね ん ど

末
まつ

の 1.7%から、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

で 3.0%と 1.3 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、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

で、46,327人
にん

となっており、平成
へいせい

14年度
ね ん ど

末
まつ

と比較
ひ か く

すると、14年間
ねんかん

で33,181人
にん

増加
ぞ う か

しています. 

全国
ぜんこく

においては、921,022人
にん

で、人口比
じんこうひ

0.7％となっています。 

 
                        

※手帳交付者数は各年度末現在、 保健所把握数は平成２６年度まで各年度12月末現在、人口は25年度は平成26年１月１日現在 

 
 
 
 

 1４年度 1５年度 1６年度 １７年度 １８年度 １９年度 20年度 21年度 22年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

 

 

 

 

18歳未満 5,606 5,453 5,409 5,362 5,219 5,051 4,993 4,733 4,617 4,730 4,570 4,394 4,251 3,829 3,746 

18歳以上 261,973 268,774 275,362 282,268 285,250 284,641 289,317 290,159 292,411 301,061 298,126 297,163 295,515 300,456 298,436 

 合   計 267,579 274,227 280,771 287,630 290,469 289,692 294,310 294,892 297,028 305,791 302,696 301,557 299,766 304,285 302,182 

人口に占める割合 4.7% 4.9% 5.0% 5.1% 5.2% 5.2% 5.3% 5.3% 5.4% 5.6% 5.5% 5.5% 5.5% 5.6% 5.7% 

 

 

 

 

18歳未満 6,584 6,943 7,513 7,849 8,351 9,150 9,853 10,580 11,287 11,838 12,371 12,795 13,539 13,402 13,827 

18歳以上 26,471 27,548 28,443 29,597 30,687 31,970 33,160 34,540 35,830 37,211 38,819 40,314 41,510 43,706 45,265 

合   計 33,055 34,491 35,956 37,446 39,038 41,120 43,013 45,120 47,117 49,049 51,190 53,109 55,049 57,110 59,092 

人口に占める割合 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 

 保健所把握数 93,410 102,113 111,117 119,232 124,085 129,330 130,381 136,073 125,993 127,863 136,382 143,344 144,430 155,351 157,679 

精神保健福祉手帳交付者数  13,146 15,257 17,466 19,887 21,641 24,271 25,915 28,907 31,369 32,748 36,100 40,000 37,463 43,852 46,327 

保健所把握数の人口に占める割合  1.7% 1.8% 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5% 2.3% 2.3% 2.5% 2.6% 2.7% 2.9% 3.0% 

人       口 5,662,856 5,650,573 5,632,133 5,629,970 5,600,705 5,571,770 5,543,556 5,520,894 5,498,916 5,474,216 5,465,451 5,463,045 5,407,928 5,401,210 5,348,102 

身
体
障
が
い
者 

知
的
障
が
い
者 

精
神
障
が
い
者 
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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

支援法
しえんほう

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
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障害
しょうがい

その他
た

これに類
るい

する脳
のう

機能
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

の改正
かいせい

で

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
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
へい

成
せい

23年
ねん

８月
がつ

には障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

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
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。）」と規定
き て い

されました。 

 発達障
はったつしょう

がいは、障
しょう

がいごとの特徴
とくちょう

がそれぞれ少
すこ

しずつ重
かさ

なり合
あ

っている場合
ば あ い

が多
おお

く、診断
しんだん

が難
むずか

しく、発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

の正確
せいかく

な人数
にんずう

は把握
は あ く

できていないのが現状
げんじょう

です。 

  ・高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がい 

高次脳機能障
こうじのうきのうしょう

がいとは、脳
のう

卒中
そっちゅう

などの病気
びょうき

や交通
こうつう

事故
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
に ん ち

機能
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
すいこう

機能
き の う

障害
しょうがい

、社会的
しゃかいてき

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
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

に制約
せいやく

が出て
で  

いる障
しょう

がいをさし、「器質性
きしつせい

精神
せいしん

障害
しょうがい

」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

支援法
しえんほう

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
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
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
がい

見上
けんじょう

は障
しょう

がいが目立た
め だ  

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
じゅう

分
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、

高次脳機能障
こうじのうきのうしょう

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、原因
げんいん

不明
ふ め い

で、治療
ちりょう

が極めて
き わ   

困難
こんなん

で、希少
きしょう

であり、後遺症
こういしょう

を残す
の こ  

おそれが少なく
すく    

ない

ことや、経過
け い か

も慢性
まんせい

にわたり、生活面
せいかつめん

に長期
ちょうき

に支障
ししょう

をきたす疾病
しっぺい

です。 

   平
へい

成
せい

23年
ねん

８月
がつ

に改
かい

正
せい

された障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

に含ま
ふ く  

れ、平
へい

成
せい

25年
ねん

４
 

月
がつ

の

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

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
なんびょう

等
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

で定める
さだ    

ものによる障
しょう

害
がい

の程度
て い ど

が厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

が定める
さだ    

程度
て い ど

である者
もの

）と 
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明記
め い き

され、難病
なんびょう

等
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、平
へい

成
せい

29年
ねん

４
 

月
がつ

には358疾病
しっぺい

に拡
かく

大
だい

されています。 

  

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

（平
へい

成
せい

29年
ねん

３月
がつ

分
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51,786人
にん

となっており、うち入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

が9,863人
にん

となって

います。 

また、第
だい

４期
き

計
けい

画
かく

で定
さだ

めたサービス見込量
みこみりょう

に対する平成
へいせい

28年度
ね ん ど

の実績
じっせき

では、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

が

98.4％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98.6％、訪問
ほうもん

系
けい

サー

ビスは92.1％、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99.1％、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ型
がた

）が93.0％となっ

ています。 

 サービス種類
し ゅ る い

 単位
た ん い

 28年度
ね ん ど

  サービス種類
し ゅ る い

 単位
た ん い

 28年度
ね ん ど

 

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

 306,156 日
ひ

 中
な か

 

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

 364,823 

281,885 361,606 

92.1% 99.1% 

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

・共同
き ょ う ど う

生活
せ い か つ

介護
か い ご

 人
に ん

 10,536 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

 896 

10,397 156 

98.6% 17.4% 

施設
し せ つ

入所
に ゅ う し ょ

支援
し え ん

 人
に ん

 10,023 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

 9,895 

9,863 6,709 

98.4% 67.8% 

※上段
じ ょ う だ ん

：計画
け い か く

 下段
か だ ん

：実績
じ っ せ き

 就労
し ゅ う ろ う

移行
い こ う

支援
し え ん

 人
に ん

日
に ち

 47,199 

30,373  

64.3% 

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

 102,798 

85,152 

82.8% 

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

 311,846 

290,053  

93.0% 

療養
り ょ う よ う

介護
か い ご

 人
に ん

 1,365 

1,294  

94.8%  

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

 12,136  

12,152  

100.1% 

短期
た ん き

入所
に ゅ う し ょ

（医療型
い り ょ う か た

） 人
に ん

日
に ち

 1,776  

1,362  

76.7% 
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② 障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

（平成
へいせい

29年
ねん

３月分
がつぶん

） 

障害児通所
しょうがいじつうしょ

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61,499人
にん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスでは95,250人
にん

と

なっております。 

 

(2) 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の状 況
じょうきょう

  

平
へい

成
せい

29年
ねん

４
 

月
がつ

１
 

日
にち

現
げん

在
ざい

の入所
にゅうしょ

施設数
しせつすう

は、209施設
し せ つ

で定員
ていいん

は10,929人
にん

となっています。 

また、平成
へいせい

29年
ねん

３月
がつ

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者数
りようしゃすう

は、9,863人
にん

となっており、平
へい

成
せい

26年
ねん

３
 

月
がつ

利用者数
りようしゃすう

か

ら385人
にん

の減
げん

となっています。 

 

 

(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
じ り つ

支援法
しえんほう

の施行後
し こ う 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

４月
がつ

の定員
ていいん

2,960人
にん

が、平
へい

成
せい

29年
ねん

４
 

月
がつ

では11,140人
にん

、約
やく

3.8

倍
ばい

と大幅
おおはば

な伸び
の  

となっています。 

また、平
へい

成
せい

29年
ねん

３
 

月
がつ

利用者数
りようしゃすう

は、10,397人
にん

となっており、平
へい

成
せい

26年
ねん

３
 

月
がつ

利
り

用
よう

者
しゃ

から1,671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

】 

※H26.4まではグループホーム及
およ

びケアホームの合計
ごうけい

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サービス種類
し ゅ る い

 単位
た ん い

 28年度
ね ん ど

  サービス種類
し ゅ る い

 単位
た ん い

 28年度
ね ん ど

 

入
にゅう

 所
し ょ

 福祉型
ふ く し が た

 人
に ん

 163 通
つ う

 所
し ょ

 児童
じ ど う

発達
は っ た つ

支援
し え ん

 人
に ん

日
に ち

 61,499  

 医療型
い り ょ う か た

 人
に ん

 207 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

 人
に ん

日
に ち

 833  

 放課後
ほ う か ご

等
と う

デイービス 人
に ん

日
に ち

 95,250  

保育所
ほ い く じ ょ

等
と う

訪問
ほ う も ん

支援
し え ん

 人
に ん

日
に ち

 236  

         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

利用者数
り よ う し ゃ す う

 

 H26.4.1 H29.4.1 H26.3 H29.3 

障害者
し ょ う が い し ゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 209 11,089 209 10,929 10,248 9,863 

 Ｈ18.4 Ｈ20.4 Ｈ23.4 Ｈ26.4 Ｈ29.4 

グループホーム   
箇所数
か し ょ す う

 635 321 377 433 525 

利用
り よ う

定員
て い い ん

 2,960 4,672 6,555 9,579 11,140 

伸
の

び率
り つ

（Ｈ29／Ｈ18） 376.4％ 

区
く

  分
ぶん
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 (4) 工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）の状 況
じょうきょう

 

平成
へいせい

28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

 948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、27,881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

（738か所
しょ

）では、

18,213円
えん

となっており、障
しょう

がいのある人
ひと

が、生
い

きがいを持ち
も   

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成
へいせい

２８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
し せ つ

種別
し ゅ べ つ

 
施設数
し せ つ す う

 

（箇所
か し ょ

） 

定員
て い い ん

 

(人
にん

) 

工賃
こ う ち ん

支払
し は ら い

 

対象者
たいしょうしゃ

延人数
えんにんずう

 

工賃
こ う ち ん

支払
し は ら い

総額
そ う が く

 

(円
えん

) 

平均
へ い き ん

工賃
こ う ち ん

／月
つき

 

(円
えん

) 

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

 210 3,964 44,385 3,014,219,327 67,911 

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

 738 15,745 183,777 3,347,156,960 18,213 

合
ごう

 計
けい

 948 19,709 228,162 6,361,376,287 27,881 

 

 

 

 

 

 

 

【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

】 

施設
し せ つ

種別
し ゅ べ つ

 

平成
へい せ い

18年度
ね ん ど

 平成
へい せ い

19年度
ね ん ど

 平成
へい せ い

20年度
ね ん ど

 平成
へい せ い

21年度
ね ん ど

 平成
へい せ い

22年度
ね ん ど

 平成
へい せ い

23年度
ね ん ど

 

施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 

施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月（円） 

施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 

施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 

施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 

施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 

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

所
し ょ

 13 68,778 21 59,451 34 53,254 46 51,277 70 51,294 97 52,430 

就
しゅう

労
ろ う

継
けい

続
ぞ く

支
し

援
えん

Ｂ型
がた

事
じ

業
ぎょう

所
し ょ

 59 14,443 114 15,481 184 14,050 258 16,043 335 17,183 442 18,969 

入所
にゅうしょ

・通所
つ う し ょ

授産
じ ゅ さ ん

施設
し せ つ

 134 15,725 112 15,556 106 15,278 80 15,252 66 15,110 33 14,763 

福祉
ふ く し

工場
こう じ ょ う

 4 104,641 3 123,388 3 120,072 2 100,752 1 83,946 1 82,475 

小規模通所
し ょ う き ぼ つ う し ょ

授産
じ ゅ さ ん

施設
し せ つ

 20 9,770 10 6,849 3 7,450 0 0 0 0 0 0 
             

全 施 設
ぜ ん し せ つ

平 均
へ い き ん

 230 17,306 260 18,341 330 17,837 386 19,345 472 20,749 573 23,578 
             
工賃
こ う ち ん

倍増
ば い ぞ う

計画
け い か く

対象
た い し ょ う

施設
し せ つ

・事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 213 15,305 236 15,331 293 14,636 338 15,760 401 16,649 475 18,531 
 

施設
し せ つ

種別
し ゅ べ つ

 

平成
へい せ い

24年度
ね ん ど

 平成
へい せ い

25年度
ね ん ど

 平成
へい せ い

26年度
ね ん ど

 平成
へい せ い

27年度
ね ん ど

 平成
へい せ い

28年度
ね ん ど

 

施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 
施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 
施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 
施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 
施設数
し せ つ す う

(箇所
か し ょ

) 

平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

 

/月
つき

（円
えん

） 

（/時間
じ か ん

（円
えん

）） （/時間
じ か ん

（円
えん

）） （/時間
じ か ん

（円
えん

）） （/時間
じ か ん

（円
えん

）） （/時間
じ か ん

（円
えん

）） 

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

所
し ょ

 129 55,389 158 57,271 199 58,791 202  60,168 210 67,911 

就
しゅう

労
ろ う

継
けい

続
ぞ く

支
し

援
えん

Ｂ型
がた

事
じ

業
ぎょう

所
し ょ

 524 
18,958 

565 
18,848 

661 
18,128 

690 
17,491 

738 
18,213 

(200) (206) (212) (225) (227) 
           
全 施 設
ぜ ん し せ つ

平 均
へ い き ん

 653 25,105 723 26,101 860 26,136 892 29,196 948 27,881 

 ※工賃
こ う ち ん

倍増
ば い ぞ う

（向上
こ う じ ょ う

）計画
け い か く

対象
たい し ょ う

施設
し せ つ

・事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 平
へ い

成
せ い

２３年
ね ん

度
ど

以
い

前
ぜ ん

：就
しゅう

労
ろ う

継
け い

続
ぞ く

支
し

援
え ん

Ｂ
Ｂ

型
が た

事
じ

業
ぎょう

所
し ょ

、旧法
きゅ う ほ う

施設
し せ つ

の入所
にゅ う し ょ

・通所
つ う し ょ

授産
じ ゅ さ ん

施設
し せ つ

及び
お よ   

小規模通所
し ょ う き ぼ つ う し ょ

授産
じ ゅ さ ん

施設
し せ つ

 

平
へ い

成
せ い

２４年
ね ん

度
ど

以
い

降
こ う

：就労
し ゅ う ろ う

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
Ｂ が た

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 

《工賃
こうちん

とは》 

生産活動
せいさんかつどう

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

支援法
し え ん 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

及び
お よ  

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

が労働者
ろうどうしゃ

に支払
し は ら

うすべてのもの

をいいます。 （労働
ろうどう

基準法
きじゅんほう

） 

《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。 
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【工賃
こ う ち ん

支払
し は ら い

対象者
たいしょ うしゃ

延人数
のべにんず う

及び
お よ  

工賃
こ う ち ん

支払
し は ら い

総額
そ う が く

の推移
す い い

】 

 平成
へ い せ い

18年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

19年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

20年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

21年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

22年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

23年度
ね ん ど

 

工賃
こ う ち ん

支払
し は ら い

対象者
た い し ょ う し ゃ

 

延人数
の べ に ん ず う

(人
ひ と

) 
72,776 80,135 91,258 93,553 102,546 104,607 

工賃
こ う ち ん

支払
し は ら い

総額
そ う が く

（円
え ん

） 1,113,806,394 1,228,586,259 1,335,653,397 1,474,360,461 1,707,263,855 1,938,432,318 

 

 平成
へ い せ い

24年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

25年
ね ん

度
ど

 平成
へ い せ い

26年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

27年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

28年度
ね ん ど

 

工賃
こ う ち ん

支払
し は ら い

対象者
た い し ょ う し ゃ

 

延人数
の べ に ん ず う

(人
ひ と

) 
114,205 131,809 155,915 176,874 183,777 

工賃
こ う ち ん

支払
し は ら い

総額
そ う が く

（円
え ん

） 2,165,150,285 2,484,405,250 2,826,403,159 3,093,700,941 3,347,156,960 

※工賃
こ う ち ん

実績
じ っ せ き

調査
ち ょ う さ

（厚生
こ う せ い

労働省
ろ う ど う 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

 

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

における道内
どうない

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行者数
いこうしゃかず

は895人
にん

となっており、平成
へいせい

17年
ねん

度
ど

実績
じっせき

（105人
にん

）と比較
ひ か く

し、8.5倍
ばい

の増加
ぞ う か

となっています。 

また、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

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

（3,257社
しゃ

）の障
しょう

がいのある人
ひと

の実
じつ

雇用率
こようりつ

は2.06％

であり、全国
ぜんこく

平均
へいきん

(1.92％)を上回
うわまわ

っていますが、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

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51.5％

（1,677社
しゃ

）にとどまっており、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29.6％（965社
しゃ

）と

なっています。（平
へい

成
せい

28年
ねん

６月
がつ

１日
にち

現
げん

在
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 

 

【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

への移行者数
い こ う し ゃ す う

】 

※福
ふ く

祉
し

施
し

設
せつ

等
と う

利
り

用
よ う

者
し ゃ

の一
いっ

般
ぱん

就
しゅう

労
ろ う

等
と う

に関
かん

する実
じ っ

態
たい

調
ちょう

査
さ

（道
ど う

調
ちょう

査
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

雇用率
こ よ う り つ

等
と う

（平成
へいせい

２８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

雇用率
こ よ う 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

 

北海道
ほっかい ど う

 全国
ぜんこく

 北海道
ほっかい ど う

 全国
ぜんこく

 北海道
ほっかい ど う

 

％ 

2.0 

％ 

2.06 

％ 

1.92 

％ 

51.5 

％ 

48.8 

企業
きぎょう

 

1,677／3,257 

※平
へい

成
せい

２８年
ねん

障
しょう

害
がい

者
し ゃ

雇
こ

用
よ う

状
じょう

況
きょう

の集
しゅう

計
けい

結
けっ

果
か

（厚
こ う

生
せい

労
ろ う

働
ど う

省
しょう

北
ほっ

海
かい

道
ど う

労
ろ う

働
ど う

局
きょく

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

種別
し ゅ べ つ

 平成
へ い せ い

17年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

20年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

23年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

24年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

25年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

2６年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

2７年度
ね ん ど

 平成
へ い せ い

2８年度
ね ん ど

 

新体
し ん た い

系
け い

 

就労
しゅ うろ う

移行
い こ う

支援
し え ん

 

 

98 318 390 506 430 523 529 

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

） 5 5  6  7 3 

就
しゅう

労
ろ う

継
け い

続
ぞ く

支
し

援
え ん

（Ａ型
が た

） 7 56 81 127 191 155 172 

就
しゅう

労
ろ う

継
け い

続
ぞ く

支
し

援
え ん

（Ｂ型
が た

） 50 146 160 221 292 219 191 

旧体系
きゅうた い け い

 

身体
し ん た い

 11 1 3 

   知的
ち て き

 60 41 7 

精神
せ い し ん

 34 23  

合
ご う

      計
け い

 105 225 535 631 860 913 904 895 

《障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こ よ う り つ

制度
せ い ど

について》
）

 

すべての事業
じ ぎ ょ う

主
ぬ し

は、法定
ほ う て い

雇用率
こ よ う 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。(障害者
しょうがいしゃ

の雇
こ

用
よ う

の促進
そ く し ん

等
と う

に関する
か ん    

法律
ほ う り つ

) 

法定
ほ う て い

雇用率
こ よ う り つ

は、平成
へ い せ い

30年
ね ん

４月
 が つ

から算定
さ ん て い

基礎
き そ

の対象
たいしょう

に精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひ と

が追加
つ い か

されること等
と う

から、民間
み ん か ん

企業
き ぎ ょ う

では 2.0％から 2.3％（当分
とうぶん

の間
あいだ

2.2％）に引
ひ

き
 

上
あ

げ
 

られます。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
じぎょう

主
ぬし

の範囲
は ん い

が、従業員
じゅうぎょういん

50人
にん

以上
いじょう

から 43.5人
にん

以上
いじょう

（当分
とうぶん

の間
あいだ

45.5人
にん

以上
いじょう

）へ

と拡大
かくだい

されます。 
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(6) 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

状 況
じょうきょう

 

平
へい

成
せい

28年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から平
へい

成
せい

29年
ねん

３月
がつ

31日
にち

までの地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

移
い

行
こう

者
しゃ

数
すう

は、88人
にん

となっています。  

また、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行先
いこうさき

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63人
にん

（71.6％）

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

】 

                                          ※道
どう

外
がい

の利
り

用
よう

者
しゃ

を含
ふく

む。 

 

【地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の内訳
うちわけ

】 

※H26.3.31まではグループホーム及
およ

びケアホームの合計
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

の平
へい

成
せい

29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

1,093人
にん

のうち、就 職
しゅうしょく

は342人
にん

で全体
ぜんたい

の31.3％、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用
り よ う

は673人
にん

で全体
ぜんたい

の61.6％となっています。 

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
にん

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

】 

 

 

 

期
き

    間
かん

 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

(※) 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

（障
しょう

がい） 他
た

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

（老人
ろ う じん

） 地域
ち い き

移行型
い こ う が た

ホーム 病
びょう

 院
いん

 その他
た

 計
けい

 

H24.4.1～H25.3.31 114 59 13 1 88 143 418 

H25.4.1～H26.3.31 178 60 15 0 96 147 496 

H26.4.1～H27.3.31 157 61 31 1 109 172 531 

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 

 

【参考
さ ん こ う

】 
       

H17.10.1～H24.3.31 2,548 890 143 15 560 965 5,121 

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

 

H24.4.1～H25.3.31 70 1 9 2 28 4 114 

H25.4.1～H26.3.31 128 1 8 2 33 6 178 

H26.4.1～H27.3.31 116 3 7 1 27 3 157 

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 

 

【参考
さ ん こ う

】 

       

H17.10.1～H24.3.31 1,807 28 126 25 496 66 2,548 

 学校
が っ こ う

 

進路
し ん ろ

 

視覚障
し か く し ょ う

がい 聴覚障
ちょ う か く 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

 病弱
びょうじゃく

 計
け い

 

専攻科
せ ん こ う か

 

視覚
し か く

 聴覚
ち ょ う か く

 

高  
   
   
 等  
   
   
 部 
 

卒
そ つ

 業
ぎょう

 生
しょう

 4 13 963 95 18 1,093 8 1 

就
しゅう

   職
しょく

   7 326 6 3 342 7   

進
し ん

   学
が く

 

専攻科
せ ん こ う か

等
と う

 2      2   

大学
だ い が く

等
と う

   2  3 1 6   

教育
き ょ う い く

訓練
く ん れ ん

機関
き か ん

等
と う

    14  4 1 19   

小計
し ょ う け い

 2 2       14 7 2 27   

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用
り よ う

 2 4 587 72 8 673  1 

その他
た

（入院
にゅうい ん

，自宅
じ た く

療養
り ょ う よ う

等
と う

）   36 10 5 51 1  
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(8) 発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

に対する
たい    

支援
し え ん

の状 況
じょうきょう

 

平成
へいせい

28年
ねん

８月
 が つ

に施行
し こ う

された発達障
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

を図る
は か  

ため、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

が

全般
ぜんぱん

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

に切れ目
き  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

を行う
おこな 

市町村
しちょうそん

や事業所
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
じんざい

育成
いくせい

を行
おこな

うとともに、北海道
ほっかいどう

教育庁
きょういくちょう

と

協働
きょうどう

し、各地域
かくちいき

で支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進める
す す   

など、支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図る
は か  

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

を行
おこな

ってまいります。 

 

(9) 障
しょう

がい児
じ

に対する
た い   

支援
し え ん

の状 況
じょうきょう

 

平
へい

成
せい

28年
ねん

６月
がつ

の児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

の改正
かいせい

に伴
ともな

い、これまでの指定
し て い

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

に居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児
じ

童
どう

発達
はったつ

支援
し え ん

が創設
そうせつ

され、また、医療的
いりょうてき

ケアを要
よう

する障
しょう

がいのある子
こ

どもが適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けられ 

るよう、自治体
じ ち た い

において保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

等
とう

の連携
れんけい

促進
そくしん

に努
つと

めるものとされました。 

また、障
しょう

がいのある子
こ

どものサービスに係
かか

る提供
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

を推進
すいしん

するため、自治体
じ ち た い

において障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を策定
さくてい

することとなりました。 

さらに、子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援法
しえんほう

の「すべての子
こ

どもが健
すこ

や
 

か
 

に成
せい

長
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
てい

供
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。 

 

(10) 医療
いりょう

を必要
ひつよう

とする在宅障
ざいたくしょう

がい児
じ

（者
しゃ

）に対する
たい    

支援
し え ん

の状 況
じょうきょう

 

重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

（者
しゃ

）など、医療的
いりょうてき

ケア
 

を必要
ひつよう

とする在宅
ざいたく

で暮らす
く   

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

するためには、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

することが

必要
ひつよう

です。 

こうした人
ひと

が利用
り よ う

可能
か の う

な短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業所
じぎょうしょ

は、道内
どうない

19か所
しょ

となっており、地域
ち い き

の支援
し え ん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に向
む

け
 

た
 

更
さら

なる取
とり

組
くみ

が求
もと

められています。 

 

(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

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

等
とう

の状 況
じょうきょう

（平成
へいせい

29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

または障
しょう

がいのある子ども
こ   

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
く

分
ぶん

認定
にんてい

や支給
しきゅう

決定
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

に対して審査
し ん さ

請求
せいきゅう

をすることがで

きます。 

道
どう

では平
へい

成
せい

18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

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

、平
へい

成
せい

24年
ねん

４
 

月
がつ

に障害児通所
しょうがいじつうしょ

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

を設置
せ っ ち

し、審査
し ん さ

請求
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

給付費
きゅうふひ

等
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

の新制度
しんせいど

施行
し こ う

以降
い こ う

、120件
けん

の審査
し ん さ

請求
せいきゅう

があ

り、うち93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、25件
けん

が支給
しきゅう

決定
けってい

等
とう

に関
かん

するものとなっ

ています。 

なお、障害児通所
しょうがいじつうしょ

給付費
きゅうふひ

等
とう

不服
ふ ふ く

審査会
しんさかい

への審査
し ん さ

請求
せいきゅう

はありません。 
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【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

審議
し ん ぎ

内訳
うちわけ

】 

 

 

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

（平成
へいせい

29年
ねん

４月
がつ

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

の定員数
ていいんすう

は、平成
へいせい

26年
ねん

４月
がつ

と平成
へいせい

29年
ねん

４
 

月
がつ

を比較
ひ か く

すると160名
めい

（1.4％）の減
げん

と

なっています。 

   また、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

は、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の取組
とりくみ

の推進
すいしん

及び地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

の新規
し ん き

参入
さんにゅう

の推進
すいしん

などにより、平
へい

成
せい

26年
ねん

４月
がつ

と平成
へいせい

29年
ねん

４月
がつ

を比較
ひ か く

すると１割
わり

以上の増加
ぞ う か

となっ

ています。 

 

【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

にするため、相談
そうだん

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

する者
もの

や居住
きょじゅう

系
けい

、日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

に配置
は い ち

が義
ぎ

務
む

付
づ

け

られているサービス管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

、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
し

援
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
く ぶ ん

認定
にんてい

関係者
かんけいしゃ

（認定
にんてい

調査員
ちょうさいん

・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
けん

修
しゅう

等
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

） 

※「障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

調査員
ちょうさいん

研修
けんしゅう

」については、平成
へいせい

25年度
ね ん ど

までは「障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

調査員
ちょうさいん

研修
けんしゅう

」として実施
じ っ し

。 

裁決
さ い け つ

内容
な い よ う

 件
け ん

 数
す う

 請求
せいきゅ う

内容
な い よ う

 件
け ん

 数
す う

 

認容
に ん よ う

 46件
け ん

 障害
し ょ う が い

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

関連
か ん れ ん

 93件
け ん

 

棄却
き き ゃ く

 52件
け ん

 支
し

給
きゅう

決
け っ

定
て い

または支
し

給
きゅう

内
な い

容
よ う

に関
か ん

するもの 25件
け ん

 

取下
と り さ

げ 19件
け ん

 その他
た

 2件
け ん

 

却下
き ゃ っ か

 3件
け ん

    

計
け い

 120件
け ん

 計
け い

 120件
け ん

 

※ 障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

は、平成
へいせい

26年
ねん

４月
がつ

から障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

に改
あらた

められています。 

 
平
へ い

成
せ い

26年
ね ん

４月
が つ

１日
に ち

 平
へ い

成
せ い

29年
ね ん

４月
が つ

１日
に ち

 差
さ

  引
ひ き

 

施設数
し せ つ す う

 定
て い

 員
い ん

 施設数
し せ つ す う

 定
て い

 員
い ん

 施設数
し せ つ す う

 定
て い

 員
い ん

 

入所
に ゅ う し ょ

施設
し せ つ

 209 11,089 209 10,929 0 △160 

生活
せ い か つ

介護
か い ご

 459 16,709 512 17,614 53 905 

自立
じ り つ

訓練
く ん れ ん

（機能
き の う

訓練
く ん れ ん

） 2 20 3 22 1 2 

自立
じ り つ

訓練
く ん れ ん

（生活
せ い か つ

訓練
く ん れ ん

） 66 679 66 626 0 △53 

就労
し ゅ う ろ う

移行
い こ う

支援
し え ん

 181 2,040 199 2,120 18 80 

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

 170 3,317 247 4,501 77 1,184 

就労
し ゅ う ろ う

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
が た

 592 12,124 780 15,823 188 3,699 

研
け ん

 修
しゅう

 名
め い

 Ｈ17 Ｈ20 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

従事者
じ ゅ う じ し ゃ

研修
け ん し ゅ う

 

基礎
き そ

研修
け ん し ゅ う

 281 265 252 376 457 510 417 383 

専門
せ ん も ん

研修
け ん し ゅ う

 － 57 111 211 151 119 173 208 

サービス管理
か ん り

責任者
せ き に ん し ゃ

研修
け ん し ゅ う

 − 1,130 987 936 514 868 834 1,038 

障害
しょ うが い

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
に ん て い

調査員
ち ょ う さ い ん

研修
けんしゅ う

 875 359  322 373 376 450 450 369 

市町村
し ち ょ う そ ん

審査会
し ん さ か い

委員
い い ん

研修
け ん し ゅ う

 165 58   82 47 103 96 96 59 

主治医
し ゅ じ い

研修
け ん し ゅ う

 − 792 559 535 715 600 587 374 
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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

》 

（１） 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

の施策
し さ く

の推進
す い し ん

  ① 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

の施策
し さ く

の推進
す い し ん

 
   

（２）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
す い し ん

  ① 暮く らしづらさを解か い

消
し ょ う

するための取
と り

組
く み

 

② 虐待ぎ ゃ く た い

の防止
ぼ う し

 

③ 差別さ べ つ

を解消
か い し ょ う

するための取組
と り く み

の推進
す い し ん

 

④ 意思い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

の推進
す い し ん

 
   

（３）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

  ① 相談そ う だ ん

支援
し え ん

体制
た い せ い

の確保
か く ほ

 

② 障しょ うがい者し ゃ

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

 

③ 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

 

④ 自立じ り つ

と社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

の促進
そ く し ん

 

⑤ ライフサイクルを通つ う

じた関
か ん

係
け い

機
き

関
か ん

の連携
れ ん け い

強化
き ょ う か

 
   

（４）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

・情
じ ょ う

報
ほ う

提供
て い き ょ う

の充実
じ ゅ う じ つ

  ① 普及ふ き ゅ う

啓発
け い は つ

・情報
じ ょ う ほ う

提供
て い き ょ う

の充実
じ ゅ う じ つ

 

② 意思い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じ ゅ う じ つ

 
   

（５）サービス提供
て い き ょ う

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

  ① 住まいす 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 地ち 域い き

生
せ い

活
か つ

を支
さ さ

えるサービス基
き

盤
ば ん

の充
じゅ う

実
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

の整備
せ い び

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）障
し ょ う

がい児
じ

支援
し え ん

の充実
じ ゅ う じ つ

  ① 子どもこ ど も

の発達
は っ た つ

支援
し え ん

の充実
じ ゅ う じ つ

 

② 家族か ぞ く

への支援
し え ん

 

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

 

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

 

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

 

⑥ 特別と く べ つ

な支援
し え ん

が必要
ひ つ よ う

な子ども
こ   

への支援
し え ん

 
   

（７）発達障
は っ た つ し ょ う

がいのある人
ひ と

や医療
い り ょ う

を必要
ひ つ よ う

とする人
ひ と

等
と う

 

への支援
し え ん

 

 ① 発達障は っ た つ し ょ う

がい者
し ゃ

への支援
し え ん

の充実
じ ゅ う じ つ

 

② 医療い り ょ う

を必要
ひ つ よ う

とする在宅
ざ い た く

の重度障
じ ゅ う ど し ょ う

がい児者
じ し ゃ

へ

の支援
し え ん

 

③ 難病な ん び ょ う

等
と う

である人
ひ と

への支援
し え ん

 
   

（８）精神
せ い し ん

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 地ち 域い き

生
せ い

活
か つ

を支
さ さ

える体
た い

制
せ い

の整
せ い

備
び

 

② 保健ほ け ん

・医療
い り ょ う

の推進
す い し ん

 
   

（９）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

となった応援
お う え ん

体制
た い 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

の底上げ
そ こ あ   

 
   

(10)人材
じ ん ざ い

の養成
よ う せ い

・確保
か く ほ

及び
お よ   

サービス
 

の質
し つ

の向上
こ う じ ょ う

  ① 人材じ ん ざ い

の養成
よ う せ い

・確保
か く ほ

 

② サービスの質し つ

の向上
こ う じ ょ う

 
   

(11)安
あ ん

全
ぜ ん

確
か く

保
ほ

に備
そ な

えた地
ち

域
い き

づくりの推
す い

進
し ん

  ① 安あ ん

全
ぜ ん

確
か く

保
ほ

に備
そ な

えた地
ち

域
い き

づくりの推
す い

進
し 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

で暮らせる
く     

社会
しゃ か い

の実現
じつ げ ん
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１ 平
へい

成
せい

32年
ねん

度
ど

に向
む

けて目
め

指
ざ

す方
ほう

向
こう

 

  「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

で暮らせる
く    

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」 

  道
どう

は、これまで、施設
し せ つ

からの退所
たいしょ

が可能
か の う

な方々
かたがた

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の退院
たいいん

を促進
そくしん

するとともに、サービス基盤
き ば ん

の地域間
ちいきかん

格差
か く さ

を縮 小
しゅくしょう

しながら、障
しょう

がいのある人
ひと

のニーズを踏
ふ

ま

えた支援
し え ん

体制
たいせい

やサービス基盤
き ば ん

、就
しゅう

労
ろう

の場
ば

などの整
せい

備
び

に努
つと

めてきているほか、北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に

基
もと

づく施策
し さ く

の推進
すいしん

や、発
はっ

達
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

するサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の体験
たいけん

を生
い

かした災害
さいがい

に備
そな

えた地域
ち い き

づくりを進
すす

めてきました。 

  第
だい

５期
き

計
けい

画
かく

においては、これらのほか、地域
ち い き

における生活
せいかつ

の維持
い じ

及び継続
けいぞく

の推進
すいしん

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

に向
む

けた支援
し 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

けた取組
とりくみ

、精神障
せいしんしょう

がいに対応
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

がいのある子
こ

どものサービス提供
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

を進
すす

め、

引き続
ひ  つ づ

き、「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」や「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

」、さらには、「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

」を目指
め ざ

し、市町村
しちょうそん

の協
きょう

議会
ぎ か い

を核
かく

とし

て地域
ち い き

の関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

・協働
きょうどう

する「地域
ち い き

づくり」を推進
すいしん

します。 

 

 

２ 第
だい

５
 

期
き

障
しょう

がい福
ふく

祉
し

計
けい

画
かく

推
すい

進
しん

の基
き

本
ほん

方
ほう

針
しん

 

 

 (1) 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

の施策
し さ く

の推進
すいしん

  

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
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

と暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくりや就労
しゅうろう

支援
し え ん

を推進
すいしん

するため、各種
かくしゅ

施策
し さ く

の取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

 

(2) 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

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

や「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障
しょう

害
がい

者
しゃ

の擁
よう

護
ご

者
しゃ

に対
たい

する支
し

援
えん

等
とう

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

」

（以下
い か

「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

」という。）及
およ

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

に則
そく

して、虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に

取
と

り組
く

むなど、より一層
いっそう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

を推進
すいしん

します。 

 

(3) 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

 

  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

可能
か の う

な方々
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

が行
おこな

う広域的
こういきてき

・

専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

や市町村
しちょうそん

における相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

など、さらなる相談
そうだん

体制
たいせい

などの整備
せ い び

を推進
すいしん

しま

す。 

また、乳幼児期
にゅうようじき

や学齢期
がくれいき

、就労期
しゅうろうき

、老齢期
ろうれいき

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

生活
せいかつ

を支
ささ

えていた親
おや

が亡
な

くなった後
あと

でも、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。 

 

(4) 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

  障
しょう

がいのある人
ひと

に対する意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

など、コミュニケーション環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めるとととも

に、誰
だれ

にとっても有効
ゆうこう

な情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

を図
はか

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

など、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。 
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(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
つと

めます。 

また、広
こう

域
いき

・分
ぶん

散
さん

である北
ほっ

海
かい

道
どう

の特
とく

性
せい

を踏
ふ

まえ、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

もない人
ひと

もと

もに支
ささ

え合
あ

いながら暮
く

らすことができる地域
ち い き

づくりを広
ひろ

げるため、他
た

の福祉
ふ く し

施策
し さ く

と連携
れんけい

し、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

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

 

(6) 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

発
はっ

達
たつ

の遅
おく

れや障
しょう

がいのある子
こ

ども、さらには在宅
ざいたく

で医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする子
こ

どもなどに対
たい

す

るサービス提供
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

（インクル

ージョン）を推進
すいしん

し、子
こ

どもと家
か

族
ぞく

へのより一層
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

ります。 

 

(7) 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

や医療
いりょう

を必要
ひつよう

とする人
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

への支援
し え ん

の推進
すいしん

や医療
いりょう

を必要
ひつよう

とする人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

のみならず、緊急
きんきゅう

時
じ

にお

ける医療
いりょう

の確保
か く ほ

など、障
しょう

がいの特性
とくせい

等
とう

に合
あ

わせた支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

(8) 精神
せいしん

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

 

 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
せい

神
しん

障
しょう

がいにも対
たい

応
おう

した地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

ケアシステムを構
こう

築
ちく

します。 

 

(9) 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、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

する体制
たいせい

づくりを進
すす

め

ながら、就労
しゅうろう

機会
き か い

の拡
かく

大
だい

や定着
ていちゃく

支援
し え ん

、さらに工賃
こうちん

水準
すいじゅん

の向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

 

(10）人材
じんざい

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

及び
お よ  

サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

 

サービスの利用相談
りようそうだん

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

うと

ともにサービスの提供
ていきょう

に直接
ちょくせつ

必要
ひつよう

な人材
じんざい

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

  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、研修
けんしゅう

などを通
つう

じ障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

及
およ

び通所
つうしょ

支援
し え ん

等
とう

のサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。  

 

(11) 安全
あんぜん

確
かく

保
ほ

に備
そな

えた地
ち

域
いき

づくりの推
すい

進
しん

 

市
し

町
ちょう

村
そん

や関
かん

係
けい

団
だん

体
たい

と連
れん

携
けい

を図
はか

り、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

がいのある方々
かたがた

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

を

推進
すいしん

し、その障
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

が行
おこな

えるよう、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
たいせい

づくりを進
すす

めます。 
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第
だ い

４ 計
け い

画
か く

推
す い

進
し ん

のための具
ぐ

体
た い

的
て き

な取
と り

組
く み

 

 

  

１  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

の施策
し さ く

の推進
すいしん

 

(1) 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

の施策
し 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

がいがあっても安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮らす
く   

ことができる社会づくり
し ゃ か い    

を目指し
め ざ  

、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
ち

域
いき

づくりを推
すい

進
しん

することを目的
もくてき

に制定
せいてい

した北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に

基
もと

づく各種
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

】 

● 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

の主
おも

な施策
し さ く

（３つの柱
はしら

）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
にちじょう

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

(合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

）に努
つと

めます。 

・ 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。 

・  「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

委員会
いいんかい

」を活用
かつよう

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

また、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する支
し

援
えん

はもとより、「働く
はたら 

障
しょう

がい者
しゃ

」を支援
し え ん

する企業
きぎょう

の取組
とりくみ

の

周知
しゅうち

や指定
し て い

法人
ほうじん

を中心
ちゅうしん

とした企業
きぎょう

や事業所
じぎょうしょ

等
とう

の多様
た よ う

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

のためのネットワークづくりな

どを進
すす

めます。 

● 北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に関連
かんれん

する各種
かくしゅ

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

・ 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

にあたっ

ては、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

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基づき
もと    

推進
すいしん

します。 

   ［施策
し さ く

の推進
すいしん

に当たって
あ    

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

］ 

① 行政
ぎょうせい

機関
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
じ

業者
ぎょうしゃ

その他
  た

関係
かんけい

団体
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。 

② 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
かい

消
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。 

③ 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。 

④ 道内
どうない

における地域間
ちいきかん

の格差
か く さ

の是正
ぜ せ い

を図
はか

ること。 

● 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
し

策
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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」とは  

 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

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
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるようにするために必要
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。 
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２ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

(1) 暮
く

らしづらさを解
かい

消
しょう

するための取
とり

組
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

で暮らす
く   

ことのできる社
しゃ

会
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
け ん り

擁護
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
け ん り

擁護
よ う ご

を推進
すいしん

するため、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。 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

● 地
ち

域
いき

づくり委
い

員
いん

会
かい

等
とう

の取
とり

組
くみ

 

・ 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

や関係者
かんけいしゃ

と協議
きょうぎ

等
とう

を行
おこな

いその解決
かいけつ

を図
はか

ります。 

また、道
どう

本庁
ほんちょう

に設置
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

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

」

において、地
ち

域
いき

づくり委
い

員
いん

会
かい

から求
もと

められた全道的
ぜんどうてき

な見地
け ん ち

から検討
けんとう

を要
よう

する課題
か だ い

等
とう

について審議
し ん ぎ

し、解決
かいけつ

を図
はか

ります。 

・ 市町村
しちょうそん

の協
きょう

議会
ぎ か い

において、権利
け ん り

擁護
よ う ご

や暮
く

らしづらさの解消
かいしょう

などについて地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

が

協議
きょうぎ

し、課題
か だ い

を解決
かいけつ

するという機能
き の う

が十分
じゅうぶん

発揮
は っ き

できるよう、地域
ち い き

づくりコーディネーターの支援
し え ん

を通
つう

じて、地域
ち い き

づくりガイドラインの活用
かつよう

を働
はたら

きかけていきます。 

● 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。 

・ 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

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

など、権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する制度
せ い ど

について、当事者
とうじしゃ

や関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

しながら、普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

・ 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
えいぞう

等
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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 

 

 

 

 図
ず

４ 【北
ほっ

海
かい

道
どう

障
しょう

がい者
しゃ

条
じょう

例
れい

に基
もと

づく地
ち

域
いき

の支
し

援
えん

体
たい

制
せい

】 

◆ 条例に基づく地域の支援体制

北

海

道 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会
［14圏域(【条例施行規則第10条】総合振興局及び振興局の

所管区域(市の区域を含む。) )に設置）］
(１) 障がい者の地域での暮らしを支えるサービスに関すること。

(２) 差別や虐待及び権利擁護に関すること。

(３) その他地域で暮らす障がい者の暮らしづらさに関すること

圏

域

本

庁

北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部

（本部長：知事）
調査部会

支援

協力

地域づくりコーディネーター

全道的な見地から検討を要する課題

市

町

村

様々な地域の相談窓口

地域自立支援協議会

個別支援、権利擁護、

地域づくりの協議など様々な機能
調整委員会

基幹相談

支援セン

ター

密接な連携

 

 

※DVD （「わかってください手
て

をかしてください～障
しょう

がい者
しゃ

からのメッセージ～」）    
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(2) 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

】 

・ 虐待
ぎゃくたい

は、障
しょう

がいのある人
ひと

の尊
そん

厳
げん

を害
がい

するものであり、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

のためには、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
しょう

害
がい

者
しゃ

虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

法
ほう

に基
もと

づき道
どう

が設
せっ

置
ち

している「北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター」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
せいねん

後見
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。 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

、障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

及
およ

び障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

を提
てい

供
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
け ん り

擁護
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
じぎょうしょ

等
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
うえ

、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく監査
か ん さ

等
とう

を実施
じ っ し

し、当該事
とうがいじ

業者
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。 

(3) 差別
さ べ つ

等
とう

を解消
かいしょう

するための取組
とりくみ

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

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

】 

・ 平成
へいせい

28年
ねん

４月
がつ

に施行
し こ う

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

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
じぎょうじょ

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。 

・ 北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

に基
もと

づく地域
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

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
じゅう

実
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

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

を働
はたら

きかけます。  

 

※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（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/yoriyoitaiougadekirupe-zi.htm）で公開
こうかい

しています。 
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(4)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
い

思
し

を決
けっ

定
てい

することに困
こん

難
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
い

思
し

が反
はん

映
えい

された日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

や社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

を送
おく

るため、可能
か の う

な限
かぎ

り本人
ほんにん

が自
みずか

ら意
い

思
し

決
けっ

定
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。 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 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

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、「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドライン」を活用
かつよう

する な どして研修
けんしゅう

カリキュラムの中
なか

に位置付
い ち づ

け、研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

ではない障
しょう

が い の 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
せいねん

後見
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
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

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
か て い

裁判所
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
きんせん

管理
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 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

 

(1) 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の確保
か く ほ

 

【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。 

  また、相談支援事業所
そうだんしえんじぎょうしょ

の地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

の対象
たいしょう

である救護
きゅうご

施設
し せ つ

等
とう

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

についても取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。  

  さらに、市町村
しちょうそん

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

し、障害児
しょうがいじ

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

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

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。 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

● 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

 

・ 市町村
しちょうそん

を中心
ちゅうしん

とするすべての障
しょう

がいのある人
ひと

を対象
たいしょう

としたワンストップ（一
いち

か所
しょ

ですべてに

対応
たいおう

できる。）で、中立
ちゅうりつ

・公平
こうへい

な相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

うため、地域
ち い き

づくりコーディネーターを活用
かつよう

し

、総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

業務
ぎょうむ

等
とう

の拠点
きょてん

となる「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、虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する総合的
そうごうてき

窓口
まどぐち

である「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」及
およ

び、差別
さ べ つ

に関
かん

する市町村
しちょうそん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る

とともに、市町村
しちょうそん

の協
きょう

議会
ぎ か い

の機能
き の う

強化
きょうか

を中心
ちゅうしん

とした、地域
ち い き

における関係
かんけい

機関
き か ん

のネットワークの

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・ 「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

にあたっては、地域
ち い き

づくりコーディネーターを活用
かつよう

し、市町村
しちょ うそん

の協
きょう

議会
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

できるよう支援
し え ん

します。 

  また、すでに整備
せ い び

されている市町村
しちょ うそん

についても、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の充
じゅう

実
じつ

に向
む

けて支 援
し え ん

し て い き ま 

す。 
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・ 相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

を は じ め と す る支援
し え ん

体制
たいせい

に つ い て、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
じょう

例
れい

」に基
もと

づき策定
さくてい

した「地域
ち い き

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

やニーズを把握
は あ く

し、その解決
かいけつ

に向
む

け、市町村
しちょうそん

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

の活用
かつよう

を検討
けんとう

しながら取
と

り組
く

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 市町村
しちょうそん

における相談
そうだん

支援
し え ん

や権利
け ん り

擁護
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

ができるピアスタッフなどの活用
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。 

・ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

や重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

、医療的
いりょうてき

ケアの必要
ひつよう

な子
こ

ども等
とう

の多様
た よ う

な障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じ  

た適
てき

切
せつ

な支援
し え ん

についても、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

に向
む

けた研修
けんしゅう

などの 

機会
き か い

を通
つう

じて、十分
じゅうぶん

な理解
り か い

が図
はか

られるよう支援
し え ん

するほか、地域
ち い き

づくりコーディネーターを活用
かつよう

し、  

利用
り よ う

者
しゃ

本
ほん

位
い

の計画
けいかく

策定
さくてい

について支援
し え ん

します。 

・ 道
どう

の地域
ち い き

相談員
そうだんいん

及
およ

び市町村
しちょうそん

の障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

に対
たい

して、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

実施
じ っ し

などに 

ついて支援
し え ん

していきます。 

・ 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

給付費
き ゅ う ふ 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
じっ

 

施
し

するため、市町村
しちょ うそん

職員
しょくいん

においては、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
はか

 

めることが必要
ひつよう

であるため、その知識
ち し き

の習
しゅう

得
と く

に向
む

けて支援
し え ん

していきます。 

● 専門的
せんもんてき

支援
し え ん

 

・ 地域
ち い き

において十分
じゅうぶん

な専門性
せんもんせい

を確保
か く ほ

することが困難
こんなん

な、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

のた

め、「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」を活用
かつよう

した支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

・ 市
し

町
ちょう

村
そん

が進
すす

める発
はっ

達
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

を中心
ちゅうしん

とした支援
し え ん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に取
と

り組
く

みます。 

・ 地
ち

域
いき

で暮
く

らす障
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、就労面
しゅうろうめん

と生活面
せいかつめん

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈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、北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条例
じょうれい

第
だい

22条
じょう

により、地域間
ち い き か ん

の福祉
ふ く し

サービ

ス等
とう

の格
かく

差
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
ぜ

正
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
ち

域
いき

づ
 

く
 

り
 

を推
すい

進
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
じ こ う

等
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
きょう

議会
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

と関係者
かんけ い 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
さいが い

時
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 調整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

（地域
ち い き

で暮
く

らす障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する暮
く

らしづらさの解消
かいしょう

を図
はか

るため、市町
しちょ う

 

村
むら

が設置
せ っ ち

する協議
きょう ぎ

組
そ

織
しき

） 

７ その他
た

（市町村
しちょ う そん

の協
きょう

議会
ぎ か い

の機能
き の う

の確保
か く ほ

） 
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 図
ず

５ 【相談
そうだん

支援
し え ん

の体系
たいけい

】 

 

特定相談支援事業所等

（基本相談支援）
障害者虐待防止センター

•
相談支援の体系図

1

■ 相談支援体制の充実

家族・友人・近隣住民による相談支援

・総合的な相談業務（３障がいに対応）等

広域的な支援広域的な支援

高い専門性を有する相談支援

専門的・広

域的な

相談支援

一般的な

相談支援

日常的な相

談支援

道

圏域ごとに支

援機能整備

○相談支援は、家族・友人等が主な担い手となる「日常的な相談支援」、市町村が責任を負う「一般的な相談支援」、

道が担当する「専門的な相談支援」の三つに区分でき、それぞれが相互に連携・補完することとする。

○北海道は、市町村の相談支援体制を支えるために「広域的な支援」及び「基盤整備」を行う。

北海道の役割

・発達障害者支援センター

・障害者就業・生活支援センター

・精神障がい者地域生活支援センター

・北海道障がい者権利擁護センター（仮称）
・地域づくりコーディネーターの配置 等

【専門的・広域的な支援】

【相談支援に関する基盤整備】

・北海道自立支援協議会

・相談支援従事者研修事業

基幹相談支援センター

地域自立支援協議会

広域的な相談を必要とするもの

一般的な相談支援
市町村

【地域の相談支援体制の充実】

地域づくりガイドラインを活用

した

・相談支援体制の確保

・ネットワークの構築 など

の支援等

障害者相談員

民生委員

 

 

 

図
ず

６ 【基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター】 

 

基幹相談支援センターについて

相談支援専門員、社会福祉士、

精神保健福祉士、保健師 等

総合的な相談

地域移行・地域定着
権利擁護・虐待防止

地域の関係機関のネットワーク化

・成年後見制度の利用の相談

・虐待防止の相談
※市町村虐待防止センター（通報受理、相談等）を
受託することも想定される

・ワンストップ相談窓口（３障害対応）

・支援困難事例への対応や相談支援事業者への助言
・地域の相談支援専門員の人材育成

・入所施設や精神科病院への働きかけ

・地域の体制整備に係るコーディネート

相談支援
事業者

相談支援
事業者

相談支援
事業者

基幹相談支援センター

相談支援
事業者運営委託等

自立支援協議会
保健・医療

当事者サービス事業者

子育て支援

相談支援事業者

自立支援協議会

企業・就労支援

高齢者介護

行政機関

障害者相談員

民生委員

学校

宅建業者
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(2) 障
しょう

がい者
しゃ

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

 

【推進
すいしん

の視点
し て ん

】 

・ 全国
ぜんこく

と比較
ひ か く

しても施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

が多
おお

い北
ほっ

海
かい

道
どう

において入
にゅう

所
しょ

施
し

設
せつ

から地
ち

域
いき

生
せい

活
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

入所者
にゅうしょしゃ

の意向
い こ う

把握
は あ く

、施
し

設
せつ

入
にゅう

所
しょ

者
しゃ

に対
たい

する地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

に関
かん

する説
せつ

明
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

移行後
い こ う ご

のフォローなど関係者
かんけいしゃ

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

事業所
じぎょうしょ

の地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

の対象
たいしょう

である救護
きゅうご

施設
し せ つ

等
とう

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
ち

 

域
いき

生活
せいかつ

移行
い こ う

についても取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。 

・ 市町村
しちょうそん

、児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

及び
お よ  

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

し、障害児
しょうがいじ

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

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

・ 矯正
きょうせい

施設
し せ つ

等
とう

に入所
にゅうしょ

している障
しょう

がいのある人
ひと

であって、退所後
たいしょご

、自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることが困
こん

 

難
なん

であり、福祉
ふ く し

サービスを受
う

ける必要
ひつよう

がある人
ひと

には、退所後
たいしょご

、支援
し え ん

を提供
ていきょう

していくことが必要
ひつよう

で 

す。 

【推進
すいしん

施策
し さ く

】 

・ 各圏域
かくけんいき

の地域
ち い き

づくりコーディネーターを活用
かつよう

し、各地域
かくちいき

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
こと

 

業所
ぎょうじょ

、ピアスタッフ等
とう

の関係者
かんけいしゃ

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

に対
たい

する説明
せつめい

、地域
ち い き

生活
せいかつ

体験
たいけん

 

の受入
うけいれ

地域
ち い き

との調整
ちょうせい

や地域
ち い き

生活
せいかつ

移行後
い こ う ご

の事後
じ ご

フォローなど総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

を強化
きょうか

します。 

・ 関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

との協 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

入所者
にゅうしょしゃ

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

に入所者
にゅうしょしゃ

 

の意向
い こ う

を把握
は あ く

するとともに、その後
ご

の実施
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

に係
かか

るニーズ把握
は あ く

を進
すす

めます。 

・ 広域
こういき

な北海道
ほっかいどう

において、住
す

み慣
な

れた地
ち

域
いき

での生活
せいかつ

の実現
じつげん

に向
む

け、地域
ち い き

づくりコーディネーター     

が圏域
けんいき

を超
こ

えた必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

を行
おこな

い、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

を支援
し え ん

します。 

・ 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。 

・ 障害児
しょうがいじ

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
じぎょうしょ

等
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
しん

 

路
ろ

支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいきます。 

・ 矯正
きょうせい

施設
し せ つ

等
とう

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

サービスに繫
つな

がるよう矯正
きょうせい

施設
し せ つ

等
とう

、保護
ほ ご

観察所
かんさつしょ

、地域
ち い き

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

センター等
とう

と

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうじょ

等
とう

の関係
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。 

・ 矯正
きょうせい

施設
し せ つ

等
とう

を退
たい

所
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
じぎょうじょ

等
とう

に対
たい

し、地
ち

 

域
いき

生
せい

活
かつ

支
しえん

援 定
ていちゃく

着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) 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

 

【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、生
せい

活
かつ

を支
ささ

えていた親
おや

が亡
な

くなっ

た後
あと

を見
み

据
す

えて、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
ひつ

要
よう

があります。 

・ 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

といった課題
か だ い

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
ち

域
いき

全
ぜん

体
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
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

の拠
きょ

点
てん

づくりを進
すす

めることが必
ひつ

要
よう

です。 
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・ 「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の拠点
きょてん

」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
そう

談
だん

、一人
ひ と り

暮
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
きん

急
きゅう

時
じ

の受
う

け入
い

れ、支
ささ

える人
じん

 

材
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

などの地域
ち い き

の体制
たいせい

づくりといった機能
き の う

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
きょう

議会
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

、支援者
しえんしゃ

などが参画
さんかく

して、各地域
かくちいき

の既存
き そ 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

】 

● 整備
せ い び

方法
ほうほう

等
とう

 

・ 障
しょう

がいのある人
ひと

や障
しょう

がいのある子
こ

どもの地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するために、グループホームなどを  

活用
かつよう

した居住
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

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

の拠点
きょてん

」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
ど う

内
ない

のすべての市
し

町
ちょう

村
そん

 

に整備
せ い び

することとします。 

・ 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
め

指
ざ

すべき整
せい

備
び

方
ほう

針
しん

の検討
けんとう

や、整備後
せ い び ご

にお  

いても、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、中長期的
ちゅうちょうきてき

 

に必要
ひつよう

な機能
き の う

を見直
み な お

し検
けん

証
しょう

していくこととし、これらの効果的
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

の協
きょう

議会
ぎ か い

等
とう

を十分
じゅうぶん

に活用
かつよう

します。 

・ 広
こう

域
いき

、分
ぶん

散
さん

という北
ほっ

海
かい

道
どう

の地
ち

域
いき

特
とく

性
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

させるため、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

に関
かか

わるすべての機
き

関
かん

及
およ

び人
じん

材
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。 

・ 道
どう

においては、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

する観点
かんてん

から入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の創設
そうせつ

は基本的
きほんてき

には行
おこな

わない 

こととしていることや、地域
ち い き

が一体感
いったいかん

をもった支援
し え ん

を行
おこな

うため、複数
ふくすう

の事業所
じぎょうしょ

が協 力
きょうりょく

して機能
き の う

 

を分担
ぶんたん

する面的
めんてき

整備
せ い び

を中心
ちゅうしん

として整備
せ い び

をすることとします。 

・ 市町村
しちょうそん

によって利用者
りようしゃ

の状 況
じょうきょう

やサービス事
じ

業者
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、「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

」 

の場
ば

を活用
かつよう

するとともに、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。 

・ 地
ち

域
いき

生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

拠
きょ

点
てん

等
とう

の整
せい

備
び

に向
む

けた取
とり

組
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

を早期
そ う き

に行
おこな

い、積極的
せっきょくてき

 

な整
せい

備
び

に努
つと

めることとし、道
どう

においても、整備
せ い び

に向
む

けて早期
そ う き

の検討
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。 

● 機能
き の う

の充実
じゅうじつ

 

・ 地域
ち い き

における複数
ふくすう

の事業所
じぎょうしょ

が協 力
きょうりょく

して役割
やくわり

を分担
ぶんたん

する面的
めんてき

整備
せ い び

を中心
ちゅうしん

に整備
せ い び

を進
すす

めること   

とするが、社会
しゃかい

資源
し げ ん

に地域間
ちいきかん

格差
か く さ

が生
しょう

じていることから、居住
きょじゅう

支援
し え ん

機能
き の う

、相談
そうだん

及
およ

びコーディネ

ート機能
き の う

については、拠点
きょてん

構成
こうせい

市町
しちょう

村内
そんない

の資源
し げ ん

を活用
かつよう

し、その他
た

の機能
き の う

（体
たい

験
けん

の機
き

会
かい

・場
ば

、緊
きん

急
きゅう

時
じ

の受
う

け入
い

れ・対
たい

応
おう

、専
せん

門
もん

性
せい

の確
かく

保
ほ

）については、他
ほか

市町村
しちょうそん

の資源
し げ ん

も活用
かつよう

可能
か の う

とし、既
すで

にある関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

体制
たいせい

を強化
きょうか

させるなどして整備
せ い び

を進
すす

めます。 

・ 原
げん

則
そく

５つの機
き

能
のう

すべてを備
そな

えることとするが、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
ち

域
いき

  

の実
じつ

情
じょう

を踏
ふ

まえて判
はん

断
だん

し整
せい

備
び

を進
すす

めるよう、市町村
しちょうそん

に対し
た い し

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 


