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第１章
だい１しょう

総論
そうろん

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

にあたって

平成
へいせい

２３年
２ ３ ね ん

８月
８ が つ

に障害者
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
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず人格
じんかく

と個性
こ せ い

を

尊重
そんちょう

する共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指す
め ざ す

ことが掲げられ
か か げ ら れ

、また、平成
へいせい

２５年
２ ５ ね ん

４月
４ が つ

には、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

が障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の趣旨
し ゅ し

を踏まえ
ふ ま え

「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
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
そうごう

支援法
しえんほう

）」として改正
かいせい

施行
し こ う

されました。

平成
へいせい

２８年
２ ８ ね ん

４月
４ が つ

には障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
か ん す る

基本的
きほんてき

事項
じ こ う

や、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

などにおける差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための措置
そ ち

などについて

定めた
さ だ め た

「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 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

）」が

施行
し こ う

されました。また、同年
どうねん

６月
６ が つ

には障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

が改正
かいせい

され、障
しょう

がい者
しゃ

が自ら
みずから

望む
の ぞ む

地域
ち い き

生活
せいかつ

を営む
いとなむ

ことができるよう「生活
せいかつ

」と「就労
しゅうろう

」に関する
か ん す る

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 る

とともに、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

により、障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

のニーズ
に ー ず

の多様化
た よ う か

に

きめ細かく
き め こ ま か く

対応
たいおう

するための支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

こととし、平成
へいせい

３０年
３ ０ ね ん

４月
４ が つ

から施行
せ こ う

されまし

た。

石狩市
いしかりし

では、平成
へいせい

２７年
２ ７ ね ん

３月
３ が つ

に「第３期
だ い ３ き

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」（平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

）

を、平成
へいせい

３０年
３ ０ ね ん

３月
３ が つ

には、「第５期
だ い ５ き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及び
お よ び

「第１期
だ い １ き

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」

（平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

）を策定
さくてい

し、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

を図って
は か っ て

います。

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

には、現行
げんこう

の３計画
けいかく

の計画
けいかく

期間
き か ん

が終 了
しゅうりょう

となることから、これまでの計画
けいかく

の

進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

及び
お よ び

数値
す う ち

目標
もくひょう

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

を検証
けんしょう

し、国
くに

の計画
けいかく

・基本
き ほ ん

指針
し し ん

や道
どう

の計画
けいかく

、近年
きんねん

行われた
お こ な わ れ た

制度
せ い ど

改正
かいせい

を踏まえ
ふ ま え

、「第４期
だ い ４ き

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」、「第６期
だ い ６ き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及び
お よ び
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「第２期
だ い ２ き

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を「石狩市
いしかりし

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」として、一体的
いったいてき

に策定
さくてい

する

ものとします。

※ 石狩市
いしかりし

における「障害
しょうがい

」にかかる「がい」の字
じ

の表記
ひょうき

について

法令
ほうれい

で定められて
さ だ め ら れ て

いる場合
ば あ い

や固有
こ ゆ う

名詞
め い し

を除き
の ぞ き

、一般的
いっぱんてき

に使用
し よ う

する場合
ば あ い

は、「障
しょう

がい」

「障
しょう

がい者
しゃ

」と表記
ひょうき

することとしています。
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２ 本計画
ほんけいかく

の位置づけ
い ち づ け

、策定
さくてい

方法
ほうほう

、他
ほか

計画
けいかく

との関係
かんけい

（１）計画
けいかく

の法的
ほうてき

な位置づけ
い ち づ け

と対象
たいしょう

期間
き か ん

① 石狩市
いしかりし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第１１条
だい１１じょう

第３項
だい３こう

に基づく
も と づ く

「市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」に相当
そうとう

し、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

だけでなく、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・教育
きょういく

・社会
しゃかい

参加
さ ん か

・災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

など、石狩市
いしかりし

の障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

な展開
てんかい

・推進
すいしん

を図る
は か る

ための計画
けいかく

として位置
い ち

づ

けます。

② 石狩市
いしかりし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

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８８条
だい８８じょう

第１項
だい１こう

に基づく
も と づ く

「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

」に相当
そうとう

し、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

及び
お よ び

相談
そうだん

支援
し え ん

などの 提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に関する
か ん す る

事項
じ こ う

を定める
さ だ め る

、

「石狩市
いしかりし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」の実施
じ っ し

計画
けいかく

として位置
い ち

づけます。

③ 石狩市
いしかりし

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

第３３条
だい３３じょう

の２０第１項
だい１こう

に基づく
も と づ 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

」に相当
そうとう

し、

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

及び
お よ び

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に関する
か ん す る

事項
じ こ う

などを定める
さ だ め る

、

「石狩市
いしかりし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」の実施
じ っ し

計画
けいかく

として位置
い ち

づけます。
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【
（

基本
き ほ ん

計画
けいかく

】
）

【
（

実施
じ っ し

計画
けいかく

】
）

障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う 障害者

しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

（平成
へいせい

30
３ ０

年度
ね ん ど

から）

平成
へいせい

２７（２０１５）年度
ね ん ど

石狩市
い し か り し

第３期
だ い ３ き

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

石狩市
い し か り し

第４期
だ い ４ き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

平成
へいせい

２８（２０１６）年度
ね ん ど

平成
へいせい

２９（２０１７）年度
ね ん ど

平成
へいせい

３０（２０１８）年度
ね ん ど 石狩市

い し か り し

第５期
だ い ５ き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

石狩市
い し か り し

第１期
だ い １ き

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

平成
へいせい

３１（２０１９）年度
ね ん ど

令和
れ い わ

２（２０２０）年度
ね ん ど

令和
れ い わ

３（２０２１）年度
ね ん ど

石狩市
い し か り し

第４期
だ い ４ き

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

石狩市
い し か り し

第6 期
だ い ６ き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

石狩市
い し か り し

第２期
だ い ２ き

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

令和
れ い わ

４（２０２２）年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５（２０２３）年度
ね ん ど

令和
れ い わ

６（２０２４）年度
ね ん ど 石狩市

い し か り し

第 7期
だ い ７ き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

石狩市
い し か り し

第３期
だ い ３ き

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画

令和
れ い わ

７（２０２５）年度
ね ん ど

令和
れ い わ

８（２０２６）年度
ね ん ど

（２）計画
けいかく

の策定
さくてい

方法
ほうほう

① 石狩市
いしかりし

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

での審議
し ん ぎ

計画
けいかく

策定
さくてい

にあたり、市民
し み ん

参加
さ ん か

の推進
すいしん

を図る
は か る

観点
かんてん

から公募
こ う ぼ

市民
し み ん

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

及び
お よ び

関係
かんけい

機関
き か ん

などにより構成
こうせい

される策定
さくてい

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

し、各種
かくしゅ

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

内容
ないよう

や結果
け っ か

、計画
けいかく

内容
ないよう

などを検討
けんとう

しました。

② 第３期
だ い ３ き

計画
けいかく

の評価
ひょうか

・検証
けんしょう

の実施
じ っ し

第３期
だ い ３ き

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の各施策
かくしさく

・事業
じぎょう

に関わる
か か わ る

事項
じ こ う

について、庁内
ちょうない

関係
かんけい

各課
か く か

や各関係
かくかんけい
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機関
き か ん

に照
しょう

会し
か い し

、「石狩市
いしかりし

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

」において、施策
し さ く

の現状
げんじょう

や進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

などについての評価
ひょうか

・検証
けんしょう

を実施
じ っ し

しました。

③ 関係
かんけい

団体
だんたい

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

障
しょう

がいのある人
ひと

の関係
かんけい

団体
だんたい

や支援
し え ん

機関
き か ん

に対して
た い し て

、石狩市
いしかりし

の現状
げんじょう

や課題
か だ い

を把握
は あ く

し、

石狩市
いしかりし

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

のニーズ
に ー ず

や課題
か だ い

を整理
せ い り

することを目的
もくてき

として実施
じ っ し

しました（令和
れ い わ

２年
２ ね ん

８月
８ が つ

２０日
２ ０ に ち

～９月
９ が つ

１０日
１ ０ に ち

）。

④ アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

及び
お よ び

その保護者
ほ ご し ゃ

より、石狩市
いしかりし

が取り組んで
と り く ん で

いる施策
し さ く

についての

意見
い け ん

や、今後
こ ん ご

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の発展
はってん

に望む
の ぞ む

ことなど、様々
さまざま

なニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

した上
うえ

で、計画
けいかく

策定
さくてい

のための基礎
き そ

資料
しりょう

として活用
かつよう

することを目的
もくてき

として実施
じ っ し

しました（令和
れ い わ

２年
２ ね ん

８月
８ が つ

２０日
２ ０ に ち

～９月
９ が つ

１０日
１ ０ に ち

）。

⑤ 事業所
じぎょうしょ

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

石狩
いしかり

市内
し な い

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

より、「 障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」「 障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の各種
かくしゅ

サービス
さ ー び す

について見込量
みこみりょう

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

との相互
そ う ご

理解
り か い

などの実態
じったい

を把握
は あ く

し、計画
けいかく

策定
さくてい

のための基礎
き そ

資料
しりょう

として活用
かつよう

することを目的
もくてき

として実施
じ っ し

しました（令和
れ い わ

２年
２ ね ん

８月
８ が つ

２０日
２ ０ に ち

～９月
９ が つ

１０日
１ ０ に ち

）。

⑥ 石狩市
いしかりし

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

への意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

計画
けいかく

案
あん

の策定
さくてい

にあたり石狩市
いしかりし

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

へ報告
ほうこく

し、意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

を実施
じ っ し

しまし

た（１回目
１ か い め

：令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１０月
１ ０ が つ

８日
８ に ち

～１４日
１ ４ に ち

、２回目
２ か い め

：令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１１月
１ １ が つ

１７日
１ ７ に ち

）。
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（３）他
た

計画
けいかく

との関係
かんけい

本計画
ほんけいかく

は、国
くに

の「第４次
だ い ４ じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」、北海道
ほっかいどう

の「第２期
だ い ２ き

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」との整合性
せいごうせい

を踏まえ
ふ ま え

、策定
さくてい

しています。

また、石狩市
いしかりし

の「第５期
だ い ５ き

総合
そうごう

計画
けいかく

」や「第４次
だ い ４ じ

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及び
お よ び

個別
こ べ つ

計画
けいかく

（「高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」「介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」「健康づくり
け ん こ う づ く り

計画
けいかく

」「子ども
こ ど も

・子育て
こ そ だ て

支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」

「教育
きょういく

プラン
ぷ ら ん

」）と整合性
せいごうせい

を図る
は か る

ものとします。
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３ 計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

（１）石狩市
いしかりし

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

石狩市
いしかりし

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

、石狩市
いしかりし

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

、石狩市障
いしかりししょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の策定
さくてい

に

関する
か ん す る

審議
し ん ぎ

及び
お よ び

これらの計画
けいかく

に定める
さ だ め る

施策
し さ く

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

についての評価
ひょうか

をすること

を目的
もくてき

として開催
かいさい

しています。

（２）石狩市
いしかりし

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

により市町村
しちょうそん

に設置
せ っ ち

する法定協
ほうていきょう

議会
ぎ か い

で、石狩市
いしかりし

では平成
へいせい

２０年
２ ０ ね ん

の設置
せ っ ち

以降
い こ う

、各プロジェクト
か く ぷ ろ じ ぇ く と

の協議
きょうぎ

により様々
さまざま

な活動
かつどう

をしています。活動
かつどう

の内容
ないよう

につ

いては、市民
し み ん

の方
かた

を対象
たいしょう

に市民
し み ん

報告会
ほうこくかい

を毎年
まいとし

開催
かいさい

し報告
ほうこく

しています。また、障
しょう

がいの

ある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するために、当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

のもと、地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

、

地域
ち い き

ニーズ
に ー ず

の把握
は あ く

など、ネットワーク化
ね っ と わ ー く か

による支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

などに取り組んで
と り く ん で

いま

す。

今後
こ ん ご

、ニーズ
に ー ず

や 状 況
じょうきょう

に応じて
お う じ て

、より実効性
じっこうせい

を持たせる
も た せ る

ような変容性
へんようせい

のある体制
たいせい

に

していきます。
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（３）庁内
ちょうない

の推進
すいしん

体制
たいせい

障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

については、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、保育
ほ い く

、福祉
ふ く し

、防災
ぼうさい

、都市
と し

計画
けいかく

など

全庁的
ぜんちょうてき

な取り組み
と り く み

が必要
ひつよう

なことから、本計画
ほんけいかく

に基づく
も と づ く

施策
し さ く

を推進
すいしん

するために、庁内
ちょうない

関係
かんけい

部局
ぶきょく

相互
そ う ご

の連携
れんけい

を図りながら
は か り な が ら

総合的
そうごうてき

な施策
し さ く

の検討
けんとう

や計画的
けいかくてき

な実施
じ っ し

に努め
つ と め

ます。

（４）計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

石狩市
いしかりし

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

の事務局
じむきょく

である 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

において本計画
ほんけいかく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の取りまとめ
と り ま と め

を行う
おこなう

とともに、「ＰＤＣＡサイクル」に基づいた
も と づ い た

計画
けいかく

の

進捗
しんちょく

管理
か ん り

を図る
は か る

ため、石狩市
いしかりし

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の意見
い け ん

を聴きながら
き き な が ら

、策定
さくてい

委員会
いいんかい

に

連絡
れんらく

会議
かいぎ

相談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

・療育
りょういく

機関
きかん

等
とう

依頼
いらい

報告
ほうこく

協議
きょうぎ

結果
けっか

のフィードバック 地域
ちいき

課題
かだい

の協議
きょうぎ

の割
わ

り振
ふ

り

プロジェクト

学習
がくしゅう

会
かい

やパネル展示
てんじ

等
とう

市民
しみん

報告会
ほうこくかい

（年
ねん

１回
かい

）

協議会報告
きょうぎかいほうこく

、市民
しみん

の関心
かんしん

の高
たか

いテーマについての研修
けんしゅう

、地域
ちいき

ニーズの把握
はあく

等
とう

定例
ていれい

全体会
ぜんたいかい

（年
ねん

３回
かい

程度
ていど

）

協議会
きょうぎかい

の方向性
ほうこうせい

の決定
けってい

等
とう

はたふりミーティング（随時
ずいじ

）

地域
ちいき

課題
かだい

の整理
せいり

・定例
ていれい

全体
ぜんたい

会
かい

の事前
じぜん

協議
きょうぎ

≪現行
げんこう

の推進
すいしん

体制
たいせい

≫

活動
かつどう

報告
ほうこく

地域
ちいき

課題
かだい

・意見
いけん

の吸
す

い上
あ

げ
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よる各施策
かくしさく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

などの評価
ひょうか

・点検
てんけん

を行います
お こ な い ま す

。

ＡＣＴＩＯＮ 見直
みなお

し ＣＨＥＣＫ 評価
ひょうか

ＰＬＡＮ 計画
けいかく

策定
さくてい

ＤＯ 推進
すいしん
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第２章
だい２しょう

計画
けいかく

の現 状
げんじょう

と課題
か だ い

１ 障
しょう

がいのある人
ひと

の総数
そうすう

・市内
し な い

事業所数
じぎょうしょすう

（１） 障
しょう

がいのある人
ひと

の総数
そうすう

〇 石狩市
い し か り し

において障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

している人
ひと

は、平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

は３，９１９人
３ ， ９ １ ９ に ん

、令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

は４，５２２人
４ ， ５ ２ ２ に ん

となっており、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。

〇 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

時点
じ て ん

での石狩市
い し か り し

の障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じし ゃ すう

は、石狩市
い し か り し

の総人口
そうじんこう

58,221人
にん

（令和
れ い わ

２年
２ ね ん

３月
３ が つ

３１日
３ １ に ち

現在
げんざい

）に対して
た い し て

約
やく

７．８％を占めて
し め て

います。

〇 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の状 況
じょうきょう

を障
しょう

がい種別
しゅべつ

でみると、身体障
しんたいしょう

がいが最も
もっとも

多く
お お く

全体
ぜんたい

の７１．７％、

次いで
つ い で

知的障
ちてきしょう

がいが１４.５％、精神障
せいしんしょう

がいが１３．８％となっています。

〇 精神障
せいしんしょう

がいの増加
ぞ う か

割合
わりあい

が高く
た か く

、平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

からの６年間
６ねんかん

で約
やく

１．７倍
１ ． ７ ば い

となっています。

（単位
た ん い

：人
にん

）

種別
しゅべつ

平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

平成
へいせい

２８年度
２ ８ ね ん ど

平成
へいせい

２９年度
２ ９ ね ん ど

平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

身体障
しんたいしょう

がい 3,035 3,116 3,152 3,111 3,189 3
３

,241
２ ４ １

知的
ち て き

障
しょう

がい 512 529 569 602 625 657

精神障
せいしんしょう

がい 372 408 440 510 569 624

計
けい

3,919 4,053 4,161 4,223 4,383 4,522

資料
しりょう

：石狩市
い し か り し

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

（障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
し ょじ しゃすう

、各年度
かくねんど

４月
４が つ

１日
１ にち

現在
げんざい

）
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資料
しりょう

：石狩市
い し か り し

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

（障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
し ょじ しゃすう

、各年度
かくねんど

４月
４が つ

１日
１ にち

現在
げんざい

）

（２） 身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

〇 石狩市
い し か り し

の 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じ しゃ すう

は 、平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

は ３，０３５人
３ ， ０ ３ ５ に ん

、 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

は

３，２４１人
３ ， ２ ４ １ に ん

となっており、この６年間
６ねんかん

で２０６人
２ ０ ６ に ん

増加
ぞ う か

しています。

〇 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

時点
じ て ん

での身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

は、石狩市
い し か り し

の総人口
そうじんこう

５８，２２１人
５ ８ ， ２ ２ １ に ん

（令和
れ い わ

２年
２ ね ん

３月
３ が つ

３１日
３ １ に ち

現在
げんざい

）に対して
た い し て

約
やく

５．６％を占めて
し め て

います。

〇 等
とう

級別
きゅうべつ

でみると、令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

で１級
１きゅう

が１，１０９人
１ ， １ ０ ９ に ん

と最も
もっとも

多く
お お く

、次いで
つ い で

４級
４きゅう

が８６０人
８ ６ ０ に ん

とな

っています。

〇 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の障
しょう

がい種別
しゅべつ

でみると、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が５３．５％と最も
もっとも

高く
た か く

、次いで
つ い で

内部障
ないぶしょう

がいが３１．６％となっています。

3,035

3,116

3,152

3,111

3,189

3,241

512

529

569

602

625

657

372

408

440

510

569

624

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和１年度

令和２年度

障がいのある人の推移 （人）

身体障がい 知的障がい 精神障がい
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資料
しりょう

：石狩市
い し か り し

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
し ょじ しゃすう

、各年度
かくねんど

４月
４が つ

１日
１ にち

現在
げんざい

）

資料
しりょう

：石狩市
い し か り し

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
し ょじしゃすう

、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４が つ

１日
１にち

現在
げんざい

）

959 1032 1065 1041 1081 1109

473 467 456 446 449 448

420 426 427 425 447 451

831 837 854 846 844 860

206 205 205 206 209 210

146 149 145 147 158 163

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和１年度 令和２年度

障がいの等級別身体障害者手帳所持者数の推移

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

視覚障がい

3.8％ 聴覚・平衡障がい

10.1％

音声障がい

1.0％

肢体不自由

53.5％

内部障がい

31.6％

障がい種別の構成割合

身体障
しんたいしょう

がい者数
しゃすう

3,241人
にん

（令和
れ い わ

2
２

年度
ね ん ど

）

（人）
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（３） 知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

〇 石狩市
い し か り し

の療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
し ょ じしゃ すう

は、平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

は５１２人
５ １ ２ に ん

、令和
れ い わ

2
２

年度
ね ん ど

は657
６ ５ ７

人
にん

となって

おり、この６年間
６ねんかん

で１４５人
１ ４ ５ に ん

増加
ぞ う か

しています。

〇 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

時点
じ て ん

での療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

は、石狩市
い し か り し

の総人口
そうじんこう

５８，２２１人
５ ８ ， ２ ２ １ に ん

（令和
れ い わ

２年
２ ね ん

３月
３ が つ

３１日
３ １ に ち

現在
げんざい

）に対して
た い し て

約
やく

１．１％を占めて
し め て

います。

〇 程度
て い ど

別
べつ

でみると、令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

でＡ判定
はんてい

が１９９人
１ ９ ９ に ん

、Ｂ判定
はんてい

が４５８人
４ ５ ８ に ん

となり、この６年間
６ねんかん

で

Ｂ判定
はんてい

が１２２人
１ ２ ２ に ん

増加
ぞ う か

しています。

資料
しりょう

：石狩市
い し か り し

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

（療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
し ょじ しゃすう

、各年度
かくねんど

4
４

月
がつ

1
１

日
にち

現在
げんざい

）

176 174 182 190 195 199

336 355
387

412 431 458

0

100

200

300

400

500

600

700

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和１年度 令和２年度

障がいの程度別療育手帳所持者数の推移

A B

（人）
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（４） 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

〇 石狩市
い し か り し

の精神
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

所持者数
し ょ じしゃ すう

は、平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

は３７２人
３ ７ ２ に ん

、令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

は

６２４人
６ ２ ４ に ん

となっており、この６年間
６ねんかん

で２５２人
２ ５ ２ に ん

増加
ぞ う か

しています。

〇 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

時点
じ て ん

での精神
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

所持者
し ょ じ し ゃ

は、石狩市
い し か り し

の総人口
そうじんこう

５８，２２１人
５ ８ ， ２ ２ １ に ん

（令和
れ い わ

２年
２ ね ん

３月
３ が つ

３１日
３ １ に ち

現在
げんざい

）に対して
た い し て

約
やく

１．１％を占めて
し め て

います。

〇 等
とう

級別
きゅうべつ

でみると、令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

で２級
２きゅう

が３７３人
３ ７ ３ に ん

と最も
もっとも

多く
お お く

なっています。

資料
しりょう

：石狩市
い し か り し

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

（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

所持者数
し ょじ しゃすう

、各年度
かくねんど

4
４

月
がつ

1
１

日
にち

現在
げんざい

）

51 50 51 55 62 64

231 257 273
320

351 373

90
101

116

135
156

187

0

100

200

300

400

500

600

700

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和１年度 令和２年度

障がいの等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

１級 ２級 ３級

（人）
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（５） 石狩
いしかり

市内
し な い

にある障
しょう

がい関係
かんけい

事業所
じぎょうしょ

の推移
す い い

〇 平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

からの６年間
６ねんかん

で障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

を提供
ていきょう

する事業所数
じぎょうしょすう

に大きな
お お き な

変動
へんどう

は

ありません。

〇 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

については、A
Ａ

型
がた

が減少
げんしょう

し、B
Ｂ

型
がた

は６年間
６ねんかん

で２倍
２ ば い

に増加
ぞ う か

しました。

（単位
た ん い

：事業所
じぎょうしょ

）

サービス
さ ー び す

の種類
しゅるい

平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

平成
へいせい

２８年度
２ ８ ね ん ど

平成
へいせい

２９年度
２ ９ ね ん ど

平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

令和
れいわ

１年度
１ねんど

令和
れいわ

２年度
２ねんど

居宅
きょたく

介護
か い ご

10 11 13 11 12 10

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

10 11 11 11 12 10

行動
こうどう

援護
え ん ご

2 3 3 3 3 3

同行
どうこう

援護
え ん ご

3 4 4 4 3 2

生活
せいかつ

介護
か い ご

9 10 10 11 9 9

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

4 4 4 4 5 5

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

28 30 24 28 25 25

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

2 2 2 2 2 2

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

1 1 1 2 2 2

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ａ型
Ａ が た

） 3 2 3 2 2 1

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

（Ｂ型
Ｂ が た

） 5 6 8 8 8 10

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

0 1 1

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

0 3 2

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

0 3 2

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

4 4 3 4 4 5

保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

1 1 1 1 1 1

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

8 9 10 15
12 12

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

14 14

居宅型
きょたくがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

0 1 1

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
せ ん た ー 1 1 1 1 1 1

地域
ちいき

活動
かつどう

支援
しえん

センター
せ ん た ー

4 4 4 4 4 4

※各年度
か く ね ん ど

４月
４ が つ

１日
１ に ち

時点
じ て ん

での事業所数
じぎょうしょすう

、斜線
しゃせん

部分
ぶ ぶ ん

は平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

からの新規
し ん き

事業
じぎょう
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２ 第３期
だ い ３ き

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の検証
けんしょう

第３期
だ い ３ き

計画
けいかく

（平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

）では、計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

「誰
だれ

もが幸せ
しあわせ

を実感
じっかん

でき、

心
こころ

豊か
ゆ た か

に安心
あんしん

して暮らす
く ら す

ことができるまち」を実現
じつげん

するために、「共生
きょうせい

のまち」「安心
あんしん

で心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち」「自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち」の３つの視点
し て ん

ごとに施策
し さ く

の

方向
ほうこう

を設定
せってい

しました。

そして、令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

からの本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたり、計画
けいかく

の見直し
み な お し

や今後
こ ん ご

の推進
すいしん

方策
ほうさく

のため

に、庁内
ちょうない

関係
かんけい

各課
か く か

や各関係
かくかんけい

機関
き か ん

に照会
しょうかい

し、計画
けいかく

の取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

についての検証
けんしょう

を実施
じ っ し

しま

した。

Ⅰ－１ 共生
きょうせい

のまち 障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデル
も で る

の理解
り か い

を広げる
ひ ろ げ る

障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受けながら
う け な が ら

、地域
ち い き

の中
なか

で暮らして
く ら し て

いくことができるよ

う、講演会
こうえんかい

やフェスタ
ふ ぇ す た

などを開催
かいさい

し、共生
きょうせい

のまちづくりを進めて
す す め て

きました。また、学校
がっこう

へ出前
で ま え

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

したり、「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」に合わせて
あ わ せ て

広報
こうほう

に特集
とくしゅう

記事
き じ

の掲載
けいさい

するなど、

障
しょう

がいに対する
た い す る

理解
り か い

の促進
そくしん

を図りました
は か り ま し た

。さらに、「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

」を周知
しゅうち

する

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

を市内
し な い

事業所
じぎょうしょ

に配布
は い ふ

し、意識
い し き

啓発
けいはつ

を図りました
は か り ま し た

。

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

全国
ぜんこく

市町村
しちょうそん

初
はつ

の制定
せいてい

となった「石狩市
い し か り し

手話
し ゅ わ

に関する
か ん す る

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

」の理念
り ね ん

を

市民
し み ん

に広げる
ひ ろ げ る

こととあわせて、聞こえない
き こ え な い

人
ひと

への理解
り か い

からさらに、様々
さまざま

な

障
しょう

がいに対する
た い す る

理解
り か い

が広がり
ひ ろ が り

、社会
しゃかい

のしくみによって 障
しょう

がいという

状 況
じょうきょう

がつくられているという、いわゆる「障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデル
も で る

」という

継続
けいぞく

実施
じ っ し
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考え方
かんがえかた

が地域
ち い き

に広がる
ひ ろ が る

ようにその取り組み
と り く み

を進めて
す す め て

いきます。

②

障
しょう

がいについての市民
し み ん

の理解
り か い

と関心
かんしん

を深める
ふ か め る

ため、「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」の

周知
しゅうち

を図ります
は か り ま す

。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

③

保育
ほ い く

園
えん

、幼稚園
よ う ち え ん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

と障
しょう

がいのある人
ひと

が交流
こうりゅう

でき

る場づくり
ば づ く り

について支援
し え ん

し、障
しょう

がいに対する
た い す る

理解
り か い

を促進
そくしん

します。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

④

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

の施行
せ こ う

をきっかけとして、障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

理解
り か い

がさらに広がる
ひ ろ が る

ように、啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

に努
つと

めていきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

Ⅰ－２ 共生
きょうせい

のまち 生活
せいかつ

環境
かんきょう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して、快適
かいてき

な生活
せいかつ

を送る
お く る

ことができるように、公共
こうきょう

施設
し せ つ

に、音声
おんせい

ガイド
が い ど

や視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

歩行
ほ こ う

誘導
ゆうどう

ソフトマット
そ ふ と ま っ と

を設置
せ っ ち

し、生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を

行いました
お こ な い ま し た

。また、イベント
い べ ん と

などにおいて手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の配置
は い ち

やバリアフリーマット
ば り あ ふ り ー ま っ と

を設置
せ っ ち

するなど、誰
だれ

もが参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

整備
せ い び

を行いました
お こ な い ま し た

。

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

石狩市
い し か り し

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

に基づき
も と づ き

、 障
しょう

がいのある人
ひと

など誰
だれ

もが

安全
あんぜん

かつ円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるように、官公庁
かんこうちょう

の施設
し せ つ

・社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、教育
きょういく

施設
し せ つ

、商 業
しょうぎょう

施設
し せ つ

などの公共的
こうきょうてき

建築物
けんちくぶつ

、道路
ど う ろ

、公園
こうえん

などの整備
せ い び

を推進
すいしん

しま

す。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

② 公共
こうきょう

施設
し せ つ

などにおいて、それぞれの 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

使いやすい
つ か い や す い

継続
けいぞく
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環境
かんきょう

や施設づくり
し せ つ づ く り

について、障
しょう

がいのある人
ひと

の声
こえ

を聴きながら
き き な が ら

、バリア

フリー化
か

に努め
つ と め

ていきます。

実施
じ っ し

③

市内
し な い

で開催
かいさい

される各種
かくしゅ

イベント
い べ ん と

において、手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

の確保
か く ほ

、車
くるま

いすに

配慮
はいりょ

された会場づくり
か い じ ょ う づく り

など、誰
だれ

もが参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

整備
せ い び

を進め
す す め

ます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

Ⅱ－１ 安心
あんしん

で 心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち 情報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

におけるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を確保
か く ほ

するため、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

養成
ようせい

講座
こ う ざ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

講習会
こうしゅうかい

などを実施
じ っ し

しました。また、視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

へ『広報
こうほう

いしかり』などを音声
おんせい

データ化
で ー た か

し、情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行いました
お こ な い ま し た

。

【
（

推進
すいしん

施策
せ さ く

】
）

①

聴覚障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

におけるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を確保
か く ほ

す

るため、手話
し ゅ わ

及び
お よ び

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

の普及
ふきゅう

を促進
そくしん

します。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

②

視覚障
しかくしょう

が い の あ る 人
ひと

へ の 情報
じょうほう

伝達
でんたつ

の 方法
ほうほう

、 日常
にちじょう

生活
せいかつ

に お け る

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の確保
か く ほ

などを図る
は か る

ためニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

するとともに、

支援
し え ん

のあり方
あ り か た

を検討
けんとう

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

Ⅱ－２ 安心
あんしん

で 心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち 災害
さいがい

に備えた
そ な え た

対策
たいさく

の取り組み
と り く み

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らす
く ら す

ために、平常
へいじょう

時
じ

から災害
さいがい

による生活
せいかつ

環境
かんきょう

の

変化
へ ん か

などに対応
たいおう

でき、必要
ひつよう

な時
じ

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

が受けられる
う け ら れ る

地域
ち い き

の体制づくり
た い せ い づ く り

を
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進めました
す す め ま し た

。

災害
さいがい

時
じ

の 情報
じょうほう

伝達
でんたつ

のために聞こえない
き こ え な い

人
ひと

、手話
し ゅ わ

のできる人
ひと

に「災害
さいがい

時
じ

情報
じょうほう

支援
し え ん

バンダナ
ば ん だ な

」を配布
は い ふ

しました。また、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

制度
せ い ど

により、対象者
たいしょうしゃ

の名簿
め い ぼ

を作成
さくせい

し、災害
さいがい

時
じ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

に活用
かつよう

しました。さらに、人工
じんこう

肛門
こうもん

・人工
じんこう

膀胱
ぼうこう

を造設
ぞうせつ

した人
ひと

（オストメイト
お す と め い と

）が、ストーマ用
す と ー ま よ う

装具
そ う ぐ

を避難所
ひなんじょ

に備蓄
び ち く

できるよう、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

で保管
ほ か ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

しました。

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

における障
しょう

がいのある人
ひと

への情報
じょうほう

伝達
でんたつ

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

方法
ほうほう

を検討
けんとう

し、災害
さいがい

時
じ

における障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努
つと

め

ます。

拡充
かくじゅう

実施
じ っ し

②

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

における障
しょう

がいのある人
ひと

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

の方法
ほうほう

について、関係
かんけい

機関
き か ん

などと連携
れんけい

しながら、その体制づくり
た い せ い づ く り

について、検討
けんとう

していきます。

継続

実施

③

災害
さいがい

時
じ

の避難所
ひ な ん し ょ

における、障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

配慮
はいりょ

について、地域
ち い き

、

関係
かんけい

機関
き か ん

などと連携
れんけい

しながら、支援
し え ん

体制づくり
た い せ い づ く り

について、検討
けんとう

していきま

す。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

④

障
しょう

がいのある人
ひと

が緊急
きんきゅう

時
じ

や災害
さいがい

時
じ

に、周囲
しゅうい

の配慮
はいりょ

や手助け
て だ す け

をお願い
お ね が い

し

やすくする「ヘルプカード
へ る ぷ か ー ど

」の利用
り よ う

・普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に向けて
む け て

、その取り組み
と り く み

を

推進
すいしん

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

⑤ 地域
ち い き

で暮らす
く ら す

障
しょう

がいのある人
ひと

が、雪害
せつがい

によって日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

をきた 継続
けいぞく
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さないように、支援
し え ん

できること及び
お よ び

その体制づくり
た い せ い づ く り

について検討
けんとう

していき

ます。

実施
じ っ し

Ⅱ－３ 安心
あんしん

で 心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち 権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

など、判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な方
かた

の権利
け ん り

及び
お よ び

財産
ざいさん

を

擁護
よ う ご

するため、成年
せいねん

後見
こうけん

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、相談
そうだん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図りました
は か り ま し た

。また、障
しょう

が

い者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

及び
お よ び

早期
そ う き

発見
はっけん

など、相談
そうだん

窓口
まどぐち

を設置
せ っ ち

し、支援
し え ん

強化
きょうか

を図りました
は か り ま し た

。さらに、

「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

」に関する
か ん す る

職員
しょくいん

の対応
たいおう

要領
ようりょう

及び
お よ び

職員
しょくいん

対応
たいおう

マニュアル
ま に ゅ あ る

を策定
さくてい

し、

制度
せ い ど

を周知
しゅうち

するなど、 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

のないよう、適切
てきせつ

な運用
うんよう

に努
つと

めました。

●権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

成年
せいねん

後見
こうけん

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

相談
そうだん

体制
たいせい

を構築
こうちく

するとともに、

制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図って
は か っ て

いきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

②
法人
ほうじん

後見
こうけん

の活動
かつどう

を安定的
あんていてき

に実施
じ っ し

するため、その組織
そ し き

体制
たいせい

を構築
こうちく

していき

ます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

●障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

を図る
は か る

ため、市
し

担当課
たんとうか

及び
お よ び

市
し

以外
い が い

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

を

設置
せ っ ち

し、障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の支援
し え ん

強化
きょうか

を図り
は か り

ます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し
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●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

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

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

の施行
せ こ う

に合わせて
あ わ せ て

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

である市
し

において、

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

が図られる
は か ら れ る

ように法律
ほうりつ

の適切
てきせつ

な運用
うんよう

に努めて
つ と め て

きます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

②

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

をきっかけとして、障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

理解
り か い

が

さらに広がり
ひ ろ が り

、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

のない地域
ち い き

社会
しゃかい

を目指し
め ざ し

、啓発
けいはつ

・

広報
こうほう

活動
かつどう

に努めて
つ と め て

いきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

Ⅱ－４ 安心
あんしん

で 心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち 親
おや

なき後
あと

支援
し え ん

障
しょう

がいのある人
ひと

を長年
ながねん

支えて
さ さ え て

きた親
おや

がいなくなった後
あと

に発生
はっせい

する 障
しょう

がいのある人
ひと

と

その家族
か ぞ く

の不安
ふ あ ん

について、障
しょう

がいのある人
ひと

、親
おや

などの意識
い し き

や心配
しんぱい

を把握
は あ く

しながら、支援
し え ん

のあり方
あ り か た

を検討
けんとう

しました。また、障
しょう

がいのある人
ひと

が、住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らして
く ら し て

いけるよう様々
さまざま

な支援
し え ん

を切れ目
き れ め

なく提供
ていきょう

できる機能
き の う

を有し
ゆ う し

、支援
し え ん

の拠点
きょてん

となる地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

に向け
む け

、引き続き
ひ き つ づ き

検討
けんとう

を進めます
す す め ま す

。

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

石狩市
い し か り し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

を中心
ちゅうしん

に、障
しょう

がいのある人本人
ほんにん

、親
おや

などの

意識
い し き

や心配
しんぱい

な事柄
ことがら

について、その状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

をしていきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

②

障
しょう

がいのある人
ひと

が、住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らして
く ら し て

いけるよう様々
さまざま

な支援
し え ん

を切れ目
き れ め

なく提供
ていきょう

できる機能
き の う

を有し
ゆ う し

、支援
し え ん

の拠点
きょてん

となる「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

」について、その必要性
ひつようせい

を検討
けんとう

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し
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Ⅲ－１ 自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が、気軽
き が る

に安心
あんしん

してサービス
さ ー び す

利用
り よ う

や生活上
せいかつじょう

の悩み
な や み

などの

様々
さまざま

な相談
そうだん

をすることができる「石狩市
いしかりし

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」を設置
せ っ ち

し、相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図り
は か り

ました。

【推進
すいしん

施策
し さ く

】

①

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が、気軽
き が る

に安心
あんしん

してサービス
さ ー び す

利用
り よ う

や生活上
せいかつじょう

の悩み
な や み

などの様々
さまざま

な相談
そうだん

をすることができる「石狩市
い し か り し

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」

の相談
そうだん

体制
たいせい

が充実
じゅうじつ

するように、努めて
つ と め て

いきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

②

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

支援
し え ん

や継続
けいぞく

利用
り よ う

支援
し え ん

に関する
か ん す る

相談
そうだん

と援助
えんじょ

計画
けいかく

の作成
さくせい

を行う
おこなう

「計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

」の体制
たいせい

整備
せ い び

に向けて
む け て

、その方策
ほうさく

を検討
けんとう

し、

その体制づくり
た い せ い づ く り

に努めて
つ と め て

いきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

Ⅲ－２ 自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち 在宅
ざいたく

生活
せいかつ

で必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

でき、 障
しょう

がいの程度
て い ど

、種類
しゅるい

、生活
せいかつ

環境
かんきょう

に

応じた
お う じ た

サービス
さ ー び す

が受けられる
う け ら れ る

ように在宅
ざいたく

で受けられる
う け ら れ る

サービス
さ ー び す

のニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

しながら、

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

に努め
つ と め

ました。

【推進
すいしん

施策
し さ く

】

①

在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

をより円滑
えんかつ

に行う
おこなう

ことができるよう

に、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

を図り
は か り

ます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し
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②

介助者
かいじょしゃ

の入浴
にゅうよく

介助
かいじょ

の軽減
けいげん

を図る
は か る

ため、入浴
にゅうよく

の困難
こんなん

な重度
じゅうど

の障
しょう

がいのあ

る人
ひと

に対する
た い す る

訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス
さ ー び す

を実施
じ っ し

します。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

③

障
しょう

がいのある人
ひと

が、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

や生産
せいさん

活動
かつどう

を通じて
つ う じ て

、社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

を

促進
そくしん

する地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の運営
うんえい

を支援
し え ん

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

④
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

を支援
し え ん

するための各種
かくしゅ

事業
じぎょう

を推進
すいしん

していき

ます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

Ⅲ－３ 自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち

障
しょう

がいや発達
はったつ

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な子ども
こ ど も

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

障
しょう

がいや発達
はったつ

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な子ども
こ ど も

の年齢
ねんれい

、発達
はったつ

などに応じた
お う じ た

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

た

め、「石狩市
いしかりし

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」において、適切
てきせつ

な訓練
くんれん

や療育
りょういく

を実施
じ っ し

しました。ま

た、保護者
ほ ご し ゃ

と支援
し え ん

機関
き か ん

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を促す
うながす

ための「サポートブック
さ ぽ ー と ぶ っ く

」を作成
さくせい

し、子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

や小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

に通う
か よ う

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

にも配布
は い ふ

しました。

【推進
すいしん

施策
し さ く

】

①

就学前
しゅうがくまえ

の時期
じ き

における子ども
こ ど も

の成長
せいちょう

・発達
はったつ

の確認
かくにん

と相談
そうだん

できる機会
き か い

を

充実
じゅうじつ

させていきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

②

心身
しんしん

の障
しょう

がいや発達
はったつ

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な子ども
こ ど も

に対し
た い し

、適切
てきせつ

な訓練
くんれん

や療育
りょういく

が受けられる
う け ら れ る

ように「石狩市
い し か り し

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」において支援
し え ん

して

いきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

③ ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

を通じた
つ う じ た

切れ目
き れ め

のない支援
し え ん

を受ける
う け る

ために有効
ゆうこう

なツール
つ ー る

継続
けいぞく
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である「サポートブック
さ ぽ ー と ぶ っ く

」の活用
かつよう

に努
つと

めていきます。 実施
じ っ し

Ⅲ－４ 自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち 外出
がいしゅつ

支援
し え ん

の推進
すいしん

障
しょう

がいのある人
ひと

が自由
じ ゆ う

に地域
ち い き

との交流
こうりゅう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

が実現
じつげん

できるように、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

の外出
がいしゅつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

ため、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

が困難
こんなん

な人
ひと

に福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

利用券
りようけん

を交付
こ う ふ

しました。また、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を利用
り よ う

する精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

に

交通費
こうつうひ

の一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

しました。

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がいのある人
ひと

の外出
がいしゅつ

の機会
き か い

を増やす
ふ や す

ため、福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

利用券
り よ う け ん

交付
こ う ふ

制度
せ い ど

を実施
じ っ し

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

②

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を利用
り よ う

する精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

支援
し え ん

のた

め、通所
つうしょ

に伴う
ともなう

交通費
こ う つ う ひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

③

障
しょう

がいのある人
ひと

が社会
しゃかい

生活
せいかつ

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

のために必要
ひつよう

な際
さい

に利用
り よ う

する

移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を推進
すいしん

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

④
公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

料金
りょうきん

割引
わりびき

制度
せ い ど

の拡充
かくじゅう

に向けた
む け た

働きかけ
は た ら き か け

を推進
すいしん

していきま

す。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

Ⅲ－５ 自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち 就労
しゅうろう

支援
し え ん

と雇用
こ よ う

促進
そくしん

障
しょう

がいのある人
ひと

が自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送る
お く る

ために、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

や福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

など、多様
た よ う

な
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就労
しゅうろう

機会
き か い

の確保
か く ほ

と雇用
こ よ う

の促進
そくしん

を図りました
は か り ま し た

。また、障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

に基づく
も と づ く

方針
ほうしん

を策定
さくてい

し、優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

の推進
すいしん

を実施
じ っ し

しました。さらに、 障
しょう

がいのある人
ひと

が、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

事業所
じぎょうしょ

に通う
か よ う

場合
ば あ い

における交通費
こうつうひ

助成
じょせい

について、引き続き
ひ き つ づ き

検討
けんとう

していきます。

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がいのある人
ひと

が継続
けいぞく

して就労
しゅうろう

していけるように、フォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

体制
たいせい

を推進
すいしん

していきます。

拡充
かくじゅう

実施
じ っ し

②

障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

に基づき
も と づ き

、障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

などの提供
ていきょう

する

物品
ぶっぴん

・サービス
さ ー び す

の優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

（調達
ちょうたつ

）を推進
すいしん

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

③

障
しょう

が い の あ る 人
ひと

の 就労
しゅうろう

意識
い し き

の 動機づけ
ど う き づ け

と し て 効果
こ う か

が あ る

インターンシップ
い ん た ー ん し っ ぷ

による 職 業
しょくぎょう

体験
たいけん

について、市
し

としてその受け入れ
う け い れ

を

推進
すいしん

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

④

障
しょう

がいのある人
ひと

が、福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

事業所
じぎょうしょ

に通う
か よ う

場合
ば あ い

における交通費
こ う つ う ひ

助成
じょせい

のあり方
あ り か た

について、検討
けんとう

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

⑤

障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

などの提供
ていきょう

する製品
せいひん

を販売
はんばい

・PR
Ｐ Ｒ

するための方法
ほうほう

につ

いて、検討
けんとう

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

Ⅲ－６ 自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

発達
はったつ

や発育
はついく

の遅れ
お く れ

に早期
そ う き

に対応
たいおう

するために、各種
かくしゅ

相談
そうだん

や健康診査
けんこうしんさ

を実施
じ っ し

しました。また、

精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

が病院
びょういん

から退院
たいいん

し、地域
ち い き

で生活
せいかつ

することを希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

の「地域
ち い き
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移行
い こ う

支援
し え ん

」や「地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

」を実施
じ っ し

しました。

【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

の状 況
じょうきょう

確認
かくにん

により、発達
はったつ

の遅れ
お く れ

や発達障
はったつしょう

がいなどの早期
そ う き

発見
はっけん

に努める
つ と め る

とともに、関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

との連携
れんけい

を図りながら
は か り な が ら

、発達障
はったつしょう

がいに

対する
た い す る

正しい
た だ し い

理解
り か い

の促進
そくしん

と支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

②

障
しょう

がいの原因
げんいん

となる重大
じゅうだい

な疾病
しっぺい

を未然
み ぜ ん

に予防
よ ぼ う

するため、特定健康診査
とくていけんこうしんさ

などを実施
じ っ し

するとともに、健
けん

診
しん

の結果
け っ か

、必要
ひつよう

な方
かた

には、疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

のための

支援
し え ん

を行い
おこない

ます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

③

機能
き の う

回復
かいふく

訓練
くんれん

が必要
ひつよう

な 障
しょう

がいのある人
ひと

に対し
た い し

、リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

を

実施
じ っ し

します。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

④

精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

が病院
びょういん

から退院
たいいん

し、地域
ち い き

で生活
せいかつ

することを希望
き ぼ う

する

場合
ば あ い

の「地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

」や「地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援」に対する
た い す る

相談
そうだん

体制
たいせい

を推進
すいしん

して

いきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

Ⅲ－７ 自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち

社会
しゃかい

参加
さ ん か

・本人
ほんにん

活動
かつどう

・余暇
よ か

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

障
しょう

がいのある人
ひと

が活き活き
い き い き

とした生活
せいかつ

を送る
お く る

ことができるよう、 障
しょう

がいのある人
ひと

の

自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

に対する
た い す る

支援
し え ん

、 障
しょう

がいのある人
ひと

同士
ど う し

あるいは地域
ち い き

の人
ひと

と交流
こうりゅう

できる機会
き か い

の創出
そうしゅつ

を図る
は か る

ため、 障
しょう

がいのある人
ひと

が自ら
みずから

実施
じ っ し

するイベント
い べ ん と

などの活動
かつどう

を支援
し え ん

しまし

た。
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【
（

推進
すいしん

施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がいのある人
ひと

が自ら
みずから

実施
じ っ し

する研修会
けんしゅうかい

、スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

、趣味
し ゅ み

創作
そうさく

活動
かつどう

な

どの自主的
じ し ゅ て き

な活動
かつどう

を支援
し え ん

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

②

障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の方法
ほうほう

の一つ
ひ と つ

として、障
しょう

がいのある人
ひと

が

安心
あんしん

してスポーツ
す ぽ ー つ

に親しめる
し た し め る

環境
かんきょう

を整備
せ い び

するとともに、市民
し み ん

のスポーツ
す ぽ ー つ

を通じた
つ う じ た

交流
こうりゅう

を促進
そくしん

します。

継続
けいぞく

実施
じ っ し

③

障
しょう

がいの有無
う む

に関係
かんけい

なく、誰
だれ

もが、いつでも集い
つ ど い

、活動
かつどう

・交流
こうりゅう

できる

居場所
い ば し ょ

（サロン
さ ろ ん

）について、その取り組み
と り く み

を推進
すいしん

していきます。

継続
けいぞく

実施
じ っ し
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３ 団体
だんたい

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

調査
ちょうさ

結果
け っ か

（１） 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

障
しょう

がいのある人
ひと

の関係
かんけい

団体
だんたい

や支援
し え ん

団体
だんたい

に対して
た い し て

、石狩市
い し か り し

の現状
げんじょう

や課題
か だ い

、今後
こ ん ご

の意向
い こ う

を把握
は あ く

し、石狩市
い し か り し

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

のニーズ
に ー ず

や課題
か だ い

を整理
せ い り

することを目的
もくてき

として実施
じ っ し

しまし

た。

（２） 調査
ちょうさ

方法
ほうほう

・実施
じ っ し

期間
き か ん

 配布
は い ふ

方法
ほうほう

・・・ 郵送
ゆうそう

 回収
かいしゅう

方法
ほうほう

・・・ 郵送
ゆうそう

、メール
め ー る

 実施
じ っ し

期間
き か ん

・・・ 令和
れ い わ

２年
２ ね ん

８月
８ が つ

２０日
２ ０ に ち

～９月
９ が つ

１０日
１ ０ に ち

（３） ご協力
ごきょうりょく

いただいた団体
だんたい

一覧
いちらん

 石狩
いしかり

大地
だ い ち

の会
かい

 石狩市
いしかりし

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

石狩
いしかり

聴 力
ちょうりょく

障害者
しょうがいしゃ

協会
きょうかい

 石狩市
いしかりし

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

協会
きょうかい

瞳会
ひとみかい

 石狩
いしかり

ひまわり手
しゅ

輪
わ

の会
かい

 手話
し ゅ わ

サークル“ミズバショウ”

 北海道
ほっかいどう

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

問題
もんだい

研究会
けんきゅうかい

道央
どうおう

支部
し ぶ

「石狩
いしかり

班
はん

」

 要約
ようやく

筆記
ひ っ き

サークル
さ ー く る

「そよかぜ」
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 石狩市手
い し か り し て

をつなぐ育成会
いくせいかい

 石狩市
いしかりし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 石狩
いしかり

朗読
ろうどく

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の会
かい

 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

やすみや

 石狩
いしかり

ふっき会
かい

 P
ぴー

＆
あんど

A
えー

いしかり

 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

石狩
いしかり

はまなす館
かん

（順
じゅん

不同
ふ ど う

）
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回答
かいとう

内容
ないよう

概要
がいよう

（１） 障
しょう

がいのある人
ひと

への理解
り か い

の促進
そくしん

、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

について

意見
い け ん

のまとめ

● 障
しょう

がいについて理解
り か い

を深める
ふ か め る

機会
き か い

を増やす
ふ や す

とともに、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の横
よこ

のつながり

も深め
ふ か め

、様々
さまざま

な障
しょう

がいへの理解
り か い

につなげる取り組み
と り く み

が必要
ひつよう

である。

【
（

主
おも

なご意見
ご い け ん

】
）

〇 障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

のための講習会
こうしゅうかい

を開催
かいさい

してほしい。

〇 （手話
し ゅ わ

の）出前
で ま え

講座
こ う ざ

の実施
じ っ し

などで教育
きょういく

現場
げ ん ば

での理解
り か い

啓発
けいはつ

は進んで
す す ん で

いるが、成人
せいじん

に対する
た い す る

周知
しゅうち

は進ん
す す ん

でいない。

〇 町内会
ちょうないかい

などの行事
ぎょうじ

や会議
か い ぎ

における情報
じょうほう

保障
ほしょう

がされていない。

〇 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいの団体
だんたい

で活動
かつどう

しているが、他
ほか

の障
しょう

がいについても勉強
べんきょう

したい。横
よこ

の連携
れんけい

が図られる
は か ら れ る

取り組み
と り く み

が必要
ひつよう

。

〇 手話
し ゅ わ

検定
けんてい

などの検定料
けんていりょう

を助成
じょせい

するなど、支援者
しえんしゃ

人口
じんこう

を増やす
ふ や す

工夫
く ふ う

を考える
かんがえる

。

〇 障
しょう

がいについて理解
り か い

を深めて
ふ か め て

もらうため、広報
こうほう

などで周知
しゅうち

を図る
は か る

。

〇 特
とく

に精神障
せいしんしょう

がいの方
かた

に対する
た い す る

理解
り か い

は難しい
むずかしい

ので、精神障
せいしんしょう

がいの理解
り か い

を深める
ふ か め る

講演会
こうえんかい

などを開催
かいさい

してほしい。

〇 障
しょう

がいに関する
か ん す る

出前
で ま え

講座
こ う ざ

は工夫
く ふ う

が必要
ひつよう

。障
しょう

がいがのある人
ひと

が地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

しても

らうためにはどのようなサポート
さ ぽ ー と

が必要
ひつよう

かなどを知る
し る

メニュー
め に ゅ ー

があるとよい。

〇 発達障
はったつしょう

がいの方
かた

は活動
かつどう

の継続
けいぞく

が難しい
むずかしい

ので、活動
かつどう

をともにするボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の育成
いくせい

が
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必要
ひつよう

。

〇 当事者
とうじしゃ

による講演会
こうえんかい

やパネルディスカッション
ぱ ね る で ぃ す か っ し ょ ん

などを積極的
せっきょくてき

に行って
おこなって

ほしい。

〇 障
しょう

がいがあることで「不審者
ふしんしゃ

」や「犯罪者
はんざいしゃ

」にされたり、トラブルに巻き込まれない
ま き こ ま れ な い

よう、弁護士
べ ん ご し

などをはじめ関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、被害者
ひがいしゃ

にならない取り組み
と り く み

が必要
ひつよう

。

（２） 生活
せいかつ

環境
かんきょう

について

意見
い け ん

のまとめ

● ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

など、 障
しょう

がいのある人
ひと

への配慮
はいりょ

に関する
か ん す る

取り組み
と り く み

を効果的
こうかてき

に伝える
つ た え る

必要
ひつよう

がある。

● ハード面
は ー ど め ん

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

だけでなく、 心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

も同時
ど う じ

に広げる
ひ ろ げ る

ことが

重要
じゅうよう

である。

【
（

主
おも

なご意見
ご い け ん

】
）

〇 点字
て ん じ

ブロック
ぶ ろ っ く

を整備
せ い び

してほしい。

〇 町内
ちょうない

会館
かいかん

など、スロープ
す ろ ー ぷ

があっても、多目的
たもくてき

トイレ
と い れ

がないところも多い
お お い

。

〇 目
め

に見える
み え る

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

と同様
どうよう

、目
め

に見えない
み え な い

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

も重要
じゅうよう

。

〇 ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

の知名度
ち め い ど

が上がって
あ が っ て

きたので、それに関連づけて
か ん れ ん づ け て

理解
り か い

を深める
ふ か め る

しくみを

考える
かんがえる

。

〇 親
おや

と暮らして
く ら し て

いる 障
しょう

がいのある人
ひと

は多く
お お く

、親
おや

なき後
ご

の住宅
じゅうたく

問題
もんだい

が重要
じゅうよう

な課題
か だ い

。

当事者
とうじしゃ

の高齢化
こうれいか

にも対応
たいおう

したグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

。
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〇 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

が高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

する場合
ば あ い

に、手話
し ゅ わ

のできる人
ひと

を配置
は い ち

してほ

しい。

（３） 安全
あんぜん

・安心
あんしん

について

意見
い け ん

のまとめ

● 避難
ひ な ん

にためらいを感じる
か ん じ る

ことがないよう、避難
ひ な ん

所内
じょない

で 障
しょう

がいに応じた
お う じ た

配慮
はいりょ

が

得られる
え ら れ る

ことが必要
ひつよう

である。

【
（

主
おも

なご意見
ご い け ん

】
）

〇 視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

に対して
た い し て

は、音声
おんせい

で情報
じょうほう

を知らせて
し ら せ て

ほしい。

〇 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

への「災害
さいがい

時
じ

情報
じょうほう

支援
し え ん

バンダナ
ば ん だ な

」のようなものを、他
ほか

の障
しょう

が

いのある人
ひと

も使える
つ か え る

ものを考案
こうあん

してほしい。

〇 平成
へいせい

３０年
ねん

のブラックアウト
ぶ ら っ く あ う と

時
じ

に、町内会
ちょうないかい

・自治会
じ ち か い

、民生
みんせい

委員
い い ん

、行政
ぎょうせい

、関係
かんけい

機関
き か ん

と

連携
れんけい

し、混乱
こんらん

なく安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

できたことは評価
ひょうか

できる。今後
こ ん ご

も一層
いっそう

の意識付け
い し き づ け

により、現在
げんざい

の水準
すいじゅん

を保って
た も っ て

いくことが大事
だ い じ

。

〇 震災
しんさい

時
じ

に一般
いっぱん

の避難所
ひなんしょ

で過ごす
す ご す

ことが難しく
むずかしく

車
しゃ

中泊
なかぱく

したという報道
ほうどう

があった。障
しょう

がい

のある人
ひと

が避難所
ひなんじょ

で過ごす
す ご す

ことができるよう、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

のあり方
あ り か た

を検討
けんとう

するべき。
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（４） 社会
しゃかい

参加
さ ん か

について

意見
い け ん

のまとめ

● 障
しょう

がいのある人
ひと

たちが参加
さ ん か

しやすいような環境づくり
か ん きょ うづ く り

が必要
ひつよう

である。

● 障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

のためにも、当事者
とうじしゃ

だけでなく、一般
いっぱん

市民
し み ん

にも参加
さ ん か

してもら

うための取り組み
と り く み

が必要
ひつよう

である。

【
（

主
おも

なご意見
ご い け ん

】
）

〇 大型
おおがた

店舗
て ん ぽ

などの協 力
きょうりょく

を得て
え て

、作品
さくひん

展示
て ん じ

する機会
き か い

をもっと増やす
ふ や す

。

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

でも楽しめる
た の し め る

スポーツを市民
し み ん

にも紹介
しょうかい

してほしい。

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

の施設
し せ つ

利用料
りようりょう

の割引
わりびき

または無料化
むりょうか

、福祉
ふ く し

バス
ば す

の利用
り よ う

回数
かいすう

を増やす
ふ や す

。

〇 講習会
こうしゅうかい

、講演会
こうえんかい

などには情報
じょうほう

保障
ほしょう

をつける。

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

がボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

をしたくても交通
こうつう

手段
しゅだん

がなかったりして参加
さ ん か

で

きない。

〇 「カローリング
か ろ ー り ん ぐ

大会
たいかい

」「ＲＵＮ ＴＯＭＯ」「いけまぜ」のように、障
しょう

がいのある人
ひと

も

ない人
ひと

も一緒
いっしょ

になって地域
ち い き

で交流
こうりゅう

できる取り組み
と り く み

がもっとあればよい（障
しょう

がいによっ

ては参加
さ ん か

できない、楽しめない
た の し め な い

取り組み
と り く み

もあるので配慮
はいりょ

してほしい）。
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（５） 情報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

について

意見
い け ん

のまとめ

● 市
し

役所
やくしょ

からのお知らせ
お し ら せ

など、できるかぎり情報
じょうほう

保障
ほしょう

をしてほしい。

● 情報
じょうほう

が得られない
え ら れ な い

ことで孤立
こ り つ

しないように、 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

様々
さまざま

な支援
し え ん

が

必要
ひつよう

である。

【
（

主
おも

なご意見
ご い け ん

】
）

〇 公共
こうきょう

施設
し せ つ

に電光
でんこう

掲示板
けいじばん

を設置
せ っ ち

する、情報
じょうほう

提供
ていきょう

は音声
おんせい

でも対応
たいおう

する、情報
じょうほう

内容
ないよう

は誰
だれ

でもわかりやすい言葉
こ と ば

を使う
つ か う

、資料
しりょう

にはルビ
る び

をふるなどの配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

。

〇 町内会
ちょうないかい

などの行事
ぎょうじ

や会議
か い ぎ

における情報
じょうほう

保障
ほしょう

がないので、参加
さ ん か

できない。

〇 精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

は社会
しゃかい

とのつながりが少なく
す く な く

なりがちなので、地域
ち い き

の人
ひと

からの声
こえ

かけや温かい
あたたかい

見守り
み ま も り

が必要
ひつよう

。

〇 ＩＴ技術
ぎじゅつ

やＡＩの活用
かつよう

も含め
ふ く め

、個々
こ こ

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した「意思
い し

伝達
でんたつ

支援
し え ん

」の取り組み
と り く み

を

進める
す す め る

中
なか

で、地域
ち い き

でも自然
し ぜ ん

なやりとりができる環境づくり
か ん きょ うづ く り

が必要
ひつよう

。

（６） 行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

における配慮
はいりょ

について

意見
い け ん

のまとめ

● 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

対応
たいおう

ができるよう、市
し

の担当
たんとう

職員
しょくいん

は研修
けんしゅう

を受講
じゅこう

することが

必要
ひつよう

である。
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【
（

主
おも

なご意見
ご い け ん

】
）

〇 手帳
てちょう

は持ち歩く
も ち あ る く

と目立つ
め だ つ

ので、カード化
か ー ど か

してほしい。

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

が窓口
まどぐち

に行ったり
い っ た り

、手紙
て が み

を読む
よ む

のは難しい
むずかしい

。手続き
て つ づ き

を支援
し え ん

してほし

い。

〇 職員
しょくいん

にスペシャリスト
す ぺ し ゃ り す と

（専門
せんもん

職
しょく

）をおいて欲しい
ほ し い

。

〇 毎年
まいとし

、市長
しちょう

との懇談会
こんだんかい

や、市
し

の担当
たんとう

職員
しょくいん

との意見
い け ん

交換
こうかん

をする場
ば

を設定
せってい

してほしい。

（７） 団体
だんたい

活動
かつどう

の推進
すいしん

について

意見
い け ん

のまとめ

● 障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

活動
かつどう

が継続
けいぞく

できる環境づくり
か ん きょ うづ く り

が必要
ひつよう

である。

【
（

主
おも

なご意見
ご い け ん

】
）

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

は引きこもりがち
ひ き こ も り が ち

になるので活動
かつどう

の拠点
きょてん

になる居場所
い ば し ょ

がほしい。

〇 次
つぎ

の世代
せ だ い

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

につなぐためにどうしたらよいか。

〇 ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

がしやすい環境
かんきょう

整備
せ い び

をしてほしい。

〇 会員
かいいん

が高齢化
こうれいか

、会
かい

員数
いんすう

も減少
げんしょう

している。新しい
あたらしい

会員
かいいん

、若い
わ か い

世代
せ だ い

が入会
にゅうかい

しやすい工夫
く ふ う

を要する
よ う す る

。

〇 新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

の影響
えいきょう

で、従来
じゅうらい

の支援
し え ん

ができない。コロナ
こ ろ な

禍
か

でも活動
かつどう

しやすい

環境づくり
か ん きょ うづ く り

（プラスティックボード
ぷ ら す て ぃ っ く ぼ ー ど

の貸出
かしだし

など）が必要
ひつよう

。

〇 活動
かつどう

の場
ば

における除雪
じょせつ

など、運営費
うんえいひ

について支援
し え ん

をしてほしい。
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４ アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

（１） 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

このアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

は、石狩市
い し か り し

の障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な計画
けいかく

である「石狩市
い し か り し

第４期
だ い ４ き

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」を策定
さくてい

するにあたり、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

の実情
じつじょう

やニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

し、

新しい
あたらしい

計画
けいかく

に反映
はんえい

させることを目的
もくてき

に実施
じ っ し

しました。

（２） 調査
ちょうさ

方法
ほうほう

・実施
じ っ し

期間
き か ん

 配布
は い ふ

方法
ほうほう

・・・ 郵送
ゆうそう

 回収
かいしゅう

方法
ほうほう

・・・ 郵送
ゆうそう

、Ｗｅｂ

 実施
じ っ し

期間
き か ん

・・・ 令和
れ い わ

２年
２ ね ん

８月
８ が つ

２０日
２ ０ に ち

～９月
９ が つ

１０日
１ ０ に ち

（３） 調査
ちょうさ

の対象
たいしょう

・配布数
はいふすう

１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

、療育
りょういく

手帳
てちょう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

のいずれ

かを所持
し ょ じ

する者
もの

または所持
し ょ じ

する者
もの

の保護者
ほ ご し ゃ

（１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

）

配布数
はいふすう

３，３３２人
にん

※うち重複
じゅうふく

所持者
し ょ じ し ゃ

６９人
にん

２２８人
にん

※うち重複
じゅうふく

所持者
し ょ じ し ゃ

２０人
にん

身体
か ら だ

療育
りょういく

精神
せいしん

身体
か ら だ

療育
りょういく

精神
せいしん

２，６７４人
にん

３０２人
にん

４２５人
にん

４９人
にん

１９６人
にん

３人
にん

回収数
かいしゅうすう

１，３３６人
にん

８０人
にん

回収率
かいしゅうりつ

40.１% 35.１%
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回答
かいとう

内容
ないよう

概要
がいよう

（１） 安全
あんぜん

・安心
あんしん

について

※上位
じょうい

のみ掲載
けいさい

○ 「避難所
ひ な ん じ ょ

までの移動
い ど う

ができるか」を不安
ふ あ ん

に感じて
か ん じ て

いる割合
わりあい

が、１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

、１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

とも

に高く
た か く

、特
とく

に身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

が多く
お お く

なっている。

○ 避難所
ひ な ん し ょ

での状 況
じょうきょう

を見る
み る

と、１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

では「他
た

の避難者
ひ な ん し ゃ

が障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

を理解
り か い

してく

れるか」、「他
た

の避難者
ひ な ん し ゃ

に迷惑
めいわく

をかけてしまわないか」といった、他者
た し ゃ

への配慮
はいりょ

に関する
か ん す る

割合
わりあい

が高く
た か く

、１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

では「医療
いりょう

機関
き か ん

に行く
い く

ことができるか」、「医療食
いりょうしょく

や薬
くすり

が手
て

に入る
は い る

か」など、医療
いりょう

に関する
か ん す る

不安
ふ あ ん

の割合
わりあい

が高
たか

くなっている。

18.0%

33.9%

30.2%

26.8%

22.0%

26.6%

15.7%

14.7%

40.0%

40.0%

13.8%

17.5%

3.8%

20.0%

52.5%

40.0%

避難情報や災害情報を

伝えてくれる人がいるか

避難所までの移動ができるか

医療機関に行くことができるか

医療食や薬が手に入るか

椅子やベッド等があるのか

避難所のトイレが使えるか

他の避難者が障がいの

状況を理解してくれるか

他の避難者に迷惑を

かけてしまわないか

18歳以上（N=1336）

18歳未満（N=80）

地震
じ し ん

や台風
たいふう

などの自然
し ぜ ん

災害
さいがい

が発生
はっせい

した時
とき

や避難所
ひ な ん じ ょ

での生活
せいかつ

で不安
ふ あ ん

に思う
お も う

ことは何
なん

で

すか？（複数
ふくすう

回答
かいとう

）
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■医療面
いりょうめん

での困り
こ ま り

ごと

 就寝
しゅうしん

時
じ

、CＰＡＰ（在宅
ざいたく

持続
じ ぞ く

陽圧
ようあつ

呼吸
こきゅう

療法
りょうほう

装置
そ う ち

）を使用
し よ う

しているが、電源
でんげん

を取る
と る

ことがで

きず、十分
じゅうぶん

な睡眠
すいみん

をとることができなかった。

 酸素
さ ん そ

吸 入
きゅうにゅう

ができず入院
にゅういん

した。

 医療
いりょう

機器
き き

の充電
じゅうでん

ができなくなった（人工
じんこう

内耳
な い じ

、吸入器
きゅうにゅうき

、たん吸引器
きゅういんき

など）。

 人工
じんこう

透析
とうせき

に関する
か ん す る

こと（透析
とうせき

日
ひ

の変更
へんこう

、病院
びょういん

の変更
へんこう

、医療
いりょう

機関
き か ん

までの交通
こうつう

など）。

 停電
ていでん

で手元
て も と

が見えず
み え ず

困った
こ ま っ た

（自己
じ こ

導
どう

尿
にょう

、ストーマ
す と ー ま

交換
こうかん

、夜
や

盲症
もうしょう

など）。

 医
い

薬品
やくひん

の調達
ちょうたつ

ができなくなった。

 電動
でんどう

ベッド
べ っ ど

が動かなくなり困った
う ご か な く な り こ ま っ た

。

■精神面
せいしんめん

での困り
こ ま り

ごと

 日常
にちじょう

と違う
ち が う

ことに順応
じゅんのう

しづらく、報道
ほうどう

が恐怖
きょうふ

を掻き立てる
か き た て る

ので目
め

にしないよう、耳
みみ

にし

ないようにするのが苦痛
く つ う

だった。

 再度大
さいどおお

きな地震
じ し ん

が発生
はっせい

したときに精神障
せいしんしょう

がいのうつ病
びょう

とパニック
ぱ に っ く

障
しょう

がいの症 状
しょうじょう

が

起こらない
お こ ら な い

か不安感
ふあんかん

がひどく日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送る
お く る

ことが大変
たいへん

だった。

 なぜ停電
ていでん

が起きて
お き て

いるのかなどの状 況
じょうきょう

が理解
り か い

できず、パニック
ぱ に っ く

になり大変
たいへん

だった。

 学校
がっこう

の休校
きゅうこう

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

が利用
り よ う

できないことで不安
ふ あ ん

になった。

平成
へいせい

３０年
３ ０ ね ん

９月
９ が つ

６日
６ に ち

の「北海道胆振
ほっかいどういぶり

東部
と う ぶ

地震
じ し ん

」の際
さい

、大規模
だ い き ぼ

停電
ていでん

（ブラックアウト
ぶ ら っ く あ う と

）が発生
はっせい

しましたが、障
しょう

がいがあることが理由
り ゆ う

で困った
こ ま っ た

経験
けいけん

がありましたか？
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■生活面
せいかつめん

での困り
こ ま り

ごと

 偏食
へんしょく

があるため食べられる
た べ ら れ る

物
もの

が手
て

に入らず
は い ら ず

困った
こ ま っ た

。

 （保護者
ほ ご し ゃ

が）買い出し
か い だ し

などで家
いえ

を空ける
あ け る

際
さい

に留守番
る す ば ん

させるのが不安
ふ あ ん

だった。

 安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

をしてくれる人
ひと

が必要
ひつよう

だと思った
お も っ た

。

 広報車
こうほうしゃ

が 町内
ちょうない

を回って
ま わ っ て

いたようだが、何
なに

も聞こえず
き こ え ず

情報
じょうほう

不足
ぶ そ く

で終わった
お わ っ た

ので、

スピーカー
す ぴ ー か ー

の音量
おんりょう

や速度
そ く ど

など、工夫
く ふ う

をお願い
お ね が い

したい。

 障
しょう

がいをあまり表沙汰
おもてざた

にしたくない気持ち
き も ち

の方
ほう

が強い
つ よ い

ので自力
じ り き

で乗り越えた
の り こ え た

。

 断水
だんすい

が解
かい

消されて
し ょ う さ れ て

も直後
ちょくご

は赤水
あ こ ず

で飲用
いんよう

できないが、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

は確認
かくにん

することがで

きない。

 既往症
きおうしょう

があり感染
かんせん

すると命
いのち

に関わる
か か わ る

ので心配
しんぱい

。

 感染
かんせん

することに対する
た い す る

不安
ふ あ ん

が強く
つ よ く

、４月
４ が つ

と５月
５ が つ

は家
いえ

から出られなかった
で ら れ な か っ た

。

 外出
がいしゅつ

時
とき

にはマスク
ま す く

が必要
ひつよう

だが自力
じ り き

で脱
だっ

着
ちゃく

ができない。

 感覚障
かんかくしょう

がいでマスク
ま す く

をするのが苦痛
く つ う

なのに、マスク
ま す く

をすることを強要
きょうよう

される。

 透析
とうせき

のために通院
つういん

しているがマスク
ま す く

がなくて困った
こ ま っ た

。

 臨時
り ん じ

休校
きゅうこう

で長期
ちょうき

休み
や す み

になったことで、学校
がっこう

に行けなく
い け な く

なってしまった。

 感染
かんせん

で母親
ははおや

が入院
にゅういん

したり、子ども
こ ど も

だけ入院
にゅういん

することになったら困って
こ ま っ て

しまう。

 新しい
あたらしい

ルール
る ー る

や細かい
こ ま か い

変化
へ ん か

に弱く
よ わ く

、感染
かんせん

予防
よ ぼ う

のマナー
ま な ー

を守る
ま も る

のが難しい
むずかしい

。

新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

の流行
りゅうこう

に伴い
ともない

、障
しょう

がいがあることが理由
り ゆ う

で困った
こ ま っ た

経験
けいけん

が

ありますか？
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 新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

にとても敏感
びんかん

になり、学校
がっこう

が再開
さいかい

しても「感染
かんせん

したら死ぬ
し ぬ

」としばらく

登校
とうこう

できなくなった。

 手
て

洗い
あ ら い

をしても、その後
そ の ご

すぐいろいろ物
もの

をさわって指
ゆび

を口
くち

に入れて
い れ て

しまう。

（２） 生活
せいかつ

支援
し え ん

について

※
こめ

上位
じょうい

のみ掲載
けいさい

１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

利用
り よ う

したことがない 47.0％ 放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

55.0％

補
ほ

装具
そ う ぐ

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

10.5％ 相談
そうだん

支援
し え ん

・計画
けいかく

相談
そうだん

23.8％

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

6.7％ 利用
り よ う

したことがない 18.8％

生活
せいかつ

介護
か い ご

6.6％ 補
ほ

装具
そ う ぐ

の給付
きゅうふ

15.0％

相談
そうだん

支援
し え ん

・計画
けいかく

相談
そうだん

6.1％ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

11.3％

○ １８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

では、およそ半数
はんすう

が障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を「利用
り よ う

したことがない」と回答
かいとう

してお

り、中でも
な か で も

身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

の割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

○ 知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

のおよそ９割
９ わ り

が就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

や就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

、生活
せいかつ

介護
か い ご

、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

などの日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

していると回答
かいとう

している。

○ １８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

では、「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

」を利用
り よ う

している児童
じ ど う

が55
５ ５

.0%と高い
た か い

割合
わりあい

にな

っている。

あなたやお子
お こ

さんが利用
り よ う

している障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

は何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答
かいとう

）
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○ また、サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

している児童
じ ど う

のおよそ３割
３ わ り

が「相談
そうだん

支援
し え ん

・計画
けいかく

相談
そうだん

」を利用
り よ う

してい

ると回答
かいとう

している。

■サービス
さ ー び す

を受ける
う け る

ときに困って
こ ま っ て

いること

7.5%

5.9%

7.3%

7.2%

6.4%

23.1%

13.8%

13.8%

1.5%

9.2%

緊急時に利用しにくい

必要な曜日や時間帯に

利用しにくい

利用できる事業所が

少ない

サービスの支給量が

足りない

事業所の情報が

わからない

18歳以上（N=709） 18歳未満（N=65）

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

したこ

とがある人
ひと

のうち半数
はんすう

が「困り
こ ま り

ご

とはない」と回答
かいとう

している。

○ 困り
こ ま り

ごとのある人
ひと

のうち、緊急
きんきゅう

時
じ

や必要
ひつよう

な時
とき

に利用
り よ う

しにくいと

回答
かいとう

した割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

○ その他
そ の ほ か

の回答
かいとう

では、サービス
さ ー び す

の質
しつ

が悪い
わ る い

、療育
りょういく

をしっかりしてくれ

ないという意見
い け ん

もあった。
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（３） 社会
しゃかい

参加
さ ん か

について

○ 最近
さいきん

１か月間
１ か げ つ か ん

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

では、１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

、１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

ともに「買い物
か い も の

」と「家族
か ぞ く

・友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

との交流
こうりゅう

」の割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

○ 今後
こ ん ご

やってみたい活動
かつどう

を見る
み る

と、「旅行
りょこう

」、「スポーツ
す ぽ ー つ

」、「文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

」の割合
わりあい

が高く
た か く

なり、１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

では特
とく

に高い
た か い

傾向
けいこう

にある。

あなたやお子
お こ

さんが最近
さいきん

１か月間
１ か げ つ か ん

に行った
おこなった

社会
しゃかい

参加
さ ん か

は何
なん

ですか？

また、今後
こ ん ご

やってみたい活動
かつどう

は何
なん

ですか？（複数
ふくすう

回答
かいとう

）

9.9%

6.8%

7.1%

47.5%

3.0%

2.5%

1.9%

4.3%

4.0%

39.8%

27.7%

1.6%

2.1%

8.8%

13.8%

12.5%

67.5%

1.3%

3.8%

3.8%

23.8%

3.8%

76.3%

8.8%

0.0%

2.5%

趣味などの文化・

芸術活動

スポーツ

旅行

買い物（日常の

買い物を含む）

ボランティア活動

障がい者団体の活動

講座や講演会

などへの参加

地域の行事や祭り、

学校・職場の行事

インターネット等

での社会交流

家族・友人・知人

との交流

特にない

わからない

その他

最近１か月の社会参加
18歳以上（N=1336）

18歳未満（N=80）

14.8%

12.3%

27.4%

22.5%

5.9%

4.2%

7.6%

8.7%

4.2%

25.4%

27.0%

5.2%

1.7%

43.8%

47.5%

36.3%

42.5%

17.5%

13.8%

10.0%

43.8%

10.0%

42.5%

5.0%

5.0%

2.5%

今後やってみたい活動
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○ その他
そ の ほ か

の意見
い け ん

には、新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

の影響
えいきょう

により、活動
かつどう

が中止
ちゅうし

されたり、躊躇
ちゅうちょ

して

しまうといった意見
い け ん

が多かった
お お か っ た

。

（４） 理解
り か い

の促進
そくしん

、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

について

【上位
じょうい

の回答
かいとう

】

順位
じゅんい

１８歳
さい

以上
いじょう

１８歳
さい

未満
み ま ん

�
�
�

１位
い

保育所
ほ い く じ ょ

・幼稚園
よ う ち え ん

・学校
がっこう

29.1% 保育所
ほ い く じ ょ

・幼稚園
よ う ち え ん

・学校
がっこう

70.0%

１位
い

職場
しょくば

29.1% 公共
こうきょう

施設
し せ つ

33.3%

１位
い

交通
こうつう

機関
き か ん

18.0% お店
みせ

23.3%

誰 �
�

�
�

１位
い

友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

30.2% 友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

60.0%

１位
い

知らない
し ら な い

人
ひと

24.4% 知らない
し ら な い

人
ひと

30.0%

１位
い

客
きゃく

・利用者
り よ う し ゃ

19.2% 客
きゃく

・利用者
り よ う し ゃ

20.0%

12.9%

37.5%

68.2%

40.0%

13.2%

22.5%

5.7%18歳以上（N=1336）

18歳未満（N=80）

されたことがある されたことはない わからない 無回答

あなたやお子
お こ

さんは日常
にちじょう

生活
せいかつ

において、障
しょう

がいがあるために差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

を

受けたり
う け た り

、嫌がらせ
い や が ら せ

をされたり、仲間
な か ま

はずれにされたことがありますか？



47

何 �
�

�

１位
い

嫌
いや

なことを言われた
い わ れ た

62.2% 嫌
いや

なことを言わ
い わ

れた 83.3%

１位
い

嫌
いや

な態度
た い ど

をとられた 51.7% 嫌
いや

な態度
た い ど

をとられた 60.0%

１位
い

嫌
いや

な目
め

で見られた
み ら れ た

37.2% 嫌
いや

な目
め

で見
み

られた 40.0%

24.4%

33.3%

69.2%

63.3%

6.4%

3.3%

18歳以上

（N=172）

18歳未満

（N=30）

相談した 相談しなかった 無回答

差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、嫌がらせ
い や が ら せ

や仲間外れ
な か ま は ず れ

などをされた時
とき

、あなたやお子
お こ

さんについてどこか

に相談
そうだん

しましたか？

【
（

主
おも

な相談先
そうだんさき

】
）

 学校
がっこう

（担任
たんにん

、教育
きょういく

委員会
いいんかい

）

 相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 両親
りょうしん

 医療
いりょう

機関
き か ん

 ハローワーク
は ろ ー わ ー く

 労働
ろうどう

基準
きじゅん

監督
かんとく

署
しょ

 警察
けいさつ
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【相談
そうだん

しなかった理由
り ゆ う

】

19.3%

51.3%

11.8%

52.9%

7.6%

13.4%

1.7%

11.8%

10.5%

52.6%

0.0%

42.1%

26.3%

0.0%

15.8%

21.1%

相談窓口があることを知らなかった

相談しても解決しないと思った

相談する時間や余裕がなかった

我慢すればよいと思った

直接相手に話をした

特にない

わからない

その他

18歳以上（N=119）

18歳未満（N=19）
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（５） 相談
そうだん

・情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

について

※上位
じょうい

のみ掲載
けいさい

75.6%

24.2%

0.7%

11.8%

8.9%

26.5%

82.5%

45.0%

58.8%

41.3%

33.8%

38.8%

家族・親族

知人・友人

保育所・幼稚園

・学校の先生

通所・入所施設

の職員

相談支援事業所

の相談員

医師・看護師・

ソーシャルワーカー

18歳以上（N=1336） 18歳未満（N=80）

あなたが相談
そうだん

する人
ひと

は、どなたですか？（複数
ふくすう

回答
かいとう

）

○ １８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

、 １８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

と

も に 「 家族
か ぞ く

・ 親族
しんぞく

」 や

「知人
ち じ ん

・友人
ゆうじん

」に相談
そうだん

する

割合
わりあい

が高い
た か い

。

【
（

その他
そ の た

の回答
かいとう

】
）

 ケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ ー

 相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の職員
しょくいん

 専任
せんにん

手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

 勤務先
きんむさき

の上司
じょうし

 士業
しぎょう

の人
ひと



50

37.9%

2.3%

14.5%

6.1%
2.8%

31.8%

15.3%

7.2%
3.6% 4.1%

12.9%
8.6%

5.6%

2.7%

12.5%
5.0%

12.5%
8.8% 7.5%

11.3% 8.8%
10.0%

51.3%
47.5% 47.5%

43.8%

3.8%

5.0%

特
に
な
い

身
の
回
り
の
支
援
を
し
て

く
れ
る
人
が
い
な
い

生
活
に
必
要
な
お
金
が

足
り
な
い

趣
味
や
生
き
が
い
が

見
つ
け
ら
れ
な
い

生
活
を
す
る
上
で
必
要
な

情
報
が
得
ら
れ
な
い

健
康
や
体
力
に
自
信
が
な

い

家
族
な
ど
介
助
者
の

健
康
状
態

一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る

家
族
と
の
関
係

一
緒
に
暮
ら
す
人
が

い
な
い

働
く
と
こ
ろ
が
な
い

将
来
的
に
生
活
す
る

住
居
や
施
設
が
あ
る
か

将
来
的
に
金
銭
管
理

な
ど
の
支
援
が
あ
る
か

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

18歳以上（N=1336） 18歳未満（N=80）

あなたやお子
お こ

さんが現在
げんざい

の生活
せいかつ

で困って
こ ま っ て

いることや不安
ふ あ ん

に思って
お も っ て

いることはありま

すか？（複数
ふくすう

回答
かいとう

）
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項目
こうもく

18
１ ８

歳
さい

以上
いじょう

18
１ ８

歳
さい

未満
み ま ん

さまざまな媒体
ばいたい

（音声
おんせい

、点字
て ん じ

、テキストデータ
て き す と で ー た

など）で提供
ていきょう

し

てほしい

3.7% 5.0%

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

やホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

など 、文字
も じ

の大きさ
お お き さ

や色
いろ

の

使い方
つかいかた

に配慮
はいりょ

してほしい

6.4% 3.8%

問合せ先
といあわせさき

は 電話番号
でんわばんごう

だ け で は な く 、 ファクス
ふ ぁ く す

や

メールアドレス
め ー る あ ど れ す

も載
の

せてほしい

5.6% 13.8%

手話
し ゅ わ

、筆談
ひつだん

で対応
たいおう

できる人
ひと

を増
ふ

やしてほしい 1.7% 3.8%

わかりやすい文言
もんごん

・ルビ
る び

・表現
ひょうげん

・絵文字
え も じ

を使用
し よ う

してほしい 7.0% 31.3%

動画
ど う が

などを使って
つ か っ て

わかりやすい資料
しりょう

を作成
さくせい

してほしい 4.9% 36.3%

情報
じょうほう

をわかりやすく説明
せつめい

してくれる人
ひと

がほしい 16.0% 40.0%

特
とく

にない 43.6% 18.8%

わからない 11.4% 12.5%

その他
た

1.3% 2.5%

あなたやお子
お こ

さんが情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

したり、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

をする上
うえ

で配慮
はいりょ

してほし

いことはありますか？（３つまで選択可
せ ん たくか

）
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５ 事業所
じぎょうしょ

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

（１） 調査
ちょうさ

の目的
もくてき

このアンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

は、石狩市
い し か り し

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

について見込数
み こ み す う

と実績値
じ っせ き ち

の

点検
てんけん

、評価
ひょうか

を行う
おこなう

とともに、今後
こ ん ご

の見込量
みこみりょう

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

との相互
そ う ご

理解
り か い

などの実態
じったい

を把握
は あ く

し、計画
けいかく

策定
さくてい

のための基礎
き そ

資料
しりょう

として活用
かつよう

することを目的
もくてき

に実施
じ っ し

しました。

（２） 調査
ちょうさ

方法
ほうほう

・実施
じ っ し

期間
き か ん

 配布
は い ふ

方法
ほうほう

・・・ 郵送
ゆうそう

 回収
かいしゅう

方法
ほうほう

・・・ 郵送
ゆうそう

、メール
め ー る

 実施
じ っ し

期間
き か ん

・・・ 令和
れ い わ

２年
２ ね ん

８月
８ が つ

２０日
２ ０ に ち

～９月
９ が つ

１０日
１ ０ に ち

（３） 調査
ちょうさ

の対象
たいしょう

・配布数
はいふすう

調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

石狩
いしかり

市内
し な い

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

配布数
は いふすう

５５件
けん

回収数
かいしゅうすう

３１件
けん

回収率
かいしゅうりつ

５６．４%
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回答
かいとう

内容
ないよう

概要
がいよう

（１） サービス
さ ー び す

の受入れ
う け い れ

（サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

の現状
げんじょう

）について

〇 最も
もっとも

回答
かいとう

が多かった
お お か っ た

サービス
さ ー び す

は「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

」であった。

〇 「希望
き ぼ う

される時間帯
じかんたい

に利用
り よ う

が 集 中
しゅうちゅう

し、依頼
い ら い

時
じ

には定員
ていいん

に達して
た っ し て

いた」、「新規
し ん き

契約者
けいやくしゃ

を

受け入れる
う け い れ る

余裕
よ ゆ う

がなかった」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高か
た か か

った。

3件

4件

0件

2件

2件

3件

1件

1件

0件

3件

2件

2件

3件

0件

2件

3件

6件

0件

0件

1.居宅介護

2.重度訪問介護

3.同行援護

4.行動援護

5.生活介護

6.短期入所

7.施設入所支援

8.就労移行支援

9.就労継続支援A型

10.就労継続支援B型

11.共同生活援助

12.計画相談支援

13.移動支援

14.日中一時支援

15.地域活動支援センター

16.児童発達支援

17.放課後等デイサービス

18.保育所等訪問支援

19.その他

利用者
り よ う し ゃ

からの依頼
い ら い

に対して
た い し て

、受け入れ
う け い れ

（サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

）ができなかったサービス
さ ー び す

は何
なん

で

すか？

受け入れ
う け い れ

（サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

）できなかった理由
り ゆ う

は何
なん

ですか？
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〇 ニーズ
に ー ず

はあるが施設
し せ つ

の規模
き ぼ

などにより受け入れ
う け い れ

が困難
こんなん

であったことや、職員
しょくいん

など人員
じんいん

不足
ぶ そ く

により受け入れる
う け い れ る

ことができなかったと回答
かいとう

した事業所
じぎょうしょ

が多
おお

かった。

（2） 必要
ひつよう

とされている障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

について

〇 「共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」、「短期
た ん き

入所
にゅうしょ

」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高かった
た か か っ た

。

〇 「職員
しょくいん

の確保
か く ほ

が困難
こんなん

」という回答
かいとう

が最も
もっとも

多く
お お く

、また次
つぎ

に多かった
お お か っ た

のは「報酬
ほうしゅう

単価
た ん か

が低く
ひ く く

採算性
さいさんせい

に不安
ふ あ ん

がある」という回答
かいとう

になっている。

3件

1件

0件

5件

3件

7件

1件

1件

4件

0件

8件

5件

4件

0件

1件

3件

3件

0件

1件

1件

1.居宅介護

2.重度訪問介護

3.同行援護

4.行動援護

5.生活介護

6.短期入所

7.施設入所支援

8.就労移行支援

9.就労継続支援A型

10.就労継続支援B型

11.共同生活援助

12.計画相談支援

13.移動支援

14.日中一時支援

15.地域活動支援センター

16.児童発達支援

17.放課後等デイサービス

18.保育所等訪問支援

19.【その他①】自立生活援助

19.【その他②】重心児デイサービス

利用者
り よ う し ゃ

から望む
の ぞ む

声
こえ

が多い
お お い

けれど、不足
ふ そ く

していると感じられる
か ん じ ら れ る

サービス
さ ー び す

は何
なん

ですか？

定員増
ていいんぞう

や新規
し ん き

参入
さんにゅう

が進まない
す す ま な い

理由
り ゆ う

は何
なん

だと思
おも

いますか？
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（３） 防災
ぼうさい

対策
たいさく

について

〇 約
やく

９割
９ わ り

が「防災
ぼうさい

計画
けいかく

を作成
さくせい

している」、また約
やく

８割
８ わ り

が「防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を実施
じ っ し

している」と回答
かいとう

して

いる。

28件

4件

26件

11件

21件

7件

2件

11件

21件

2件

1.防災計画を作成している

2.業務継続計画（BCP）を作成している

3.防災訓練を実施している

4.設備・機器類の地震対策を実施している

5.災害時における緊急連絡についての対応・手順の教

育・訓練を実施している

6.災害時における設備（機器類・システム）復旧に関す

る対応手順の教育・訓練を実施している

7.福祉避難所としての指定を受けている

8.施設の防火対策（不燃化・スプリンクラーの設置等）

を実施している

9.災害時に利用者の安否確認を行うことになっている

10.その他

災害
さいがい

時
じ

の備え
そ な え

として、事業所
じぎょうしょ

で取り組んで
と り く ん で

いることはありますか？（複数
ふくすう

回答可
か いとうか

）
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（４） 地域
ち い き

移行
い こ う

や生活
せいかつ

支援
し え ん

継続
けいぞく

のために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

〇 地域
ち い き

移行
い こ う

や生活
せいかつ

支援
し え ん

継続
けいぞく

のために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

については、「身近
み ぢ か

な相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

」

が最も
もっとも

高く
た か く

、次いで
つ い で

「高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

への対応
たいおう

」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

17.0%

12.5%

13.4%

12.5%

7.1%

8.0%

12.5%

6.3%

10.7%

0.0%

1.身近な相談体制の充実

2.グループホームやショートステイの整備促進

3.高齢障がい者への対応

4.地域住民の理解や共生の意識づくり

5.障がい種別によらないサービス提供

6.移動支援サービスの拡充

7.医療的ケアの必要な重度障がい者サービスの充実

8.ボランティア等による地域ぐるみの支援

9.重度障がい者の日中活動の場づくり

10.その他

地域
ち い き

移行
い こ う

や生活
せいかつ

支援
し え ん

継続
けいぞく

のために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

は何
なん

だと思います
お も い ま す

か？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

）
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（５） 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

が地域
ち い き

で育ち
そ だ ち

、学びあって
ま な び あ っ て

いくために必要
ひつよう

な

取り組み
と り く み

〇 「学校
がっこう

・放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

・放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

との連携
れんけい

など、福祉
ふ く し

と教育
きょういく

・保育
ほ い く

との

連携
れんけい

」が最も
もっとも

高く
た か く

、次いで
つ い で

「ショートステイ
し ょ ー と す て い

などの緊急
きんきゅう

時
じ

対応
たいおう

のサービス
さ ー び す

の整備
せ い び

」「相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

」となっている。

20.9%

13.9%

12.2%

15.7%

15.7%

13.0%

5.2%

3.5%

1.学校・放課後等デイサービス・放課後児童クラブと

の連携など、福祉と教育・保育との連携

2.地域の保育園、幼稚園、学校の受入態勢の整備

3.地域住民の理解や共生の意識づくり

4.ショートステイなどの緊急時対応のサービスの整備

5.相談体制の充実

6.医療的ケアが必要な重度障がい児サービスの整備

7.ボランティア等による地域ぐるみの支援

8.その他

障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

が地域
ち い き

で育ち
そ だ ち

、学びあって
ま な び あ っ て

いくために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

は何
なん

だと

思います
お も い ま す

か？（複数
ふくすう

回答可
か いとうか

）
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（６） 障
しょう

がいのある人
ひと

の相談
そうだん

支援
し え ん

を進める
す す め る

ために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

〇 「障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

と保育
ほ い く

園
えん

、幼稚園
よ う ち え ん

、学校
がっこう

との相談
そうだん

連携
れんけい

の促進
そくしん

」、「身近
み ぢ か

な相談
そうだん

や必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

または権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための援助
えんじょ

を行う
おこなう

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

」、「 障
しょう

がい児
じ

の

療育
りょういく

、養護
よ う ご

施設
し せ つ

との相談
そうだん

連携
れんけい

の促進
そくしん

」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

24.6%

26.1%

5.8%

15.9%

10.1%

14.5%

2.9%

1.身近な相談や必要な情報の提供または権利擁護のた

めの援助を行う障害者相談支援事業

2.障がい児福祉分野と保育園、幼稚園、学校との相談

連携の促進

3.民生委員、児童委員との地域連携

4.障がい児の療育、養護施設との相談連携の促進

5.成年後見制度の利用促進

6.差別事例への対応や虐待防止などの権利擁護活動

7.その他

障
しょう

がいのある人
ひと

の相談
そうだん

支援
し え ん

を進める
す す め る

ために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

についてお答え
お こ た え

ください。

（３つまで回答
かいとう

）
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（７） 事業所
じぎょうしょ

の活動
かつどう

や障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

〇 事業所
じぎょうしょ

の活動
かつどう

や障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

については、「よく理解
り か い

されて

いる」と回答
かいとう

した割合
わりあい

は約
やく

４割
４ わ り

となっている。

38.7%

22.6%

3.2%

35.5%

1.よく理解されている

2.あまり理解されていない

3.まったく理解されていない

4.わからない

事業所
じぎょうしょ

の活動
かつどう

や障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

はありますか？
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地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

が得られない
え ら れ な い

理由
り ゆ う

は何
なん

だと思います
お も い ま す

か？（複数
ふくすう

回答可
かいとうか

）

〇 「利用者
り よ う し ゃ

や職員
しょくいん

が地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

できていない」「地域
ち い き

住民
じゅうみん

と障
しょう

がいのある人
ひと

との交流
こうりゅう

機会
き か い

を設ける
も う け る

ことができていない」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

36.1%

38.9%

13.9%

2.8%

5.6%

2.8%

1.地域住民と障がいのある人との交流機会を設けることが

できていない

2.利用者や職員が地域活動に参加できていない

3.地域団体への情報発信ができていない

4.新しくできた施設であり地域とのつながりがない

5.地域住民のボランティア参加の機会をつくれていない

6.その他
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６ 計画
けいかく

策定
さくてい

において踏まえる
ふ ま え る

べき課題
か だ い

計画
けいかく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

や各調査
かくちょうさ

結果
け っ か

を踏まえ
ふ ま え

、石狩市
いしかりし

における課題
か だ い

を以下
い か

のとおりに抜粋
ばっすい

し、整理
せ い り

しました。

（１）障
しょう

がいのある人
ひと

への理解
り か い

促進
そくしん

、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

【
（

団体
だんたい

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 障
しょう

がいについて理解
り か い

を深める
ふ か め る

機会
き か い

を増やす
ふ や す

とともに、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の横
よこ

のつながり

を深め
ふ か め

、さまざまな障
しょう

がいへの理解
り か い

につなげる取り組み
と り く み

が必要
ひつよう

である。

〇 ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

など、 障
しょう

がいのある人
ひと

への配慮
はいりょ

に関する
か ん す る

取り組み
と り く み

を効果的
こうかてき

に伝える
つ た え る

必要
ひつよう

がある。

〇 ハード面
は ー ど め ん

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

だけでなく、心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

も同時
ど う じ

に広げる
ひ ろ げ る

ことが重要
じゅうよう

である。

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

が参加
さ ん か

しやすいような環境づくり
か ん きょ うづ く り

が必要
ひつよう

である。

〇 障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

のためにも、当事者
とうじしゃ

だけでなく、一般
いっぱん

市民
し み ん

にも参加
さ ん か

してもらう

ための取り組み
と り く み

が必要
ひつよう

である。

〇 市
し

役所
やくしょ

からのお知らせ
お し ら せ

など、できるかぎり情報
じょうほう

保障
ほしょう

をする。

〇 情報
じょうほう

が得られない
え ら れ な い

ことで孤立
こ り つ

しないように、 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応じた
お う じ た

様々
さまざま

な支援
し え ん

を

検討
けんとう

する。

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

活動
かつどう

が継続
けいぞく

できる環境づくり
か ん きょ うづ く り

が必要
ひつよう

である。

【
（

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 日常
にちじょう

生活
せいかつ

において、障
しょう

がいがあるために差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

を受けたり
う け た り

、嫌がらせ
い や が ら せ

をされた
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施策
し さ く

の方向
ほうこう

● 障
しょう

がいへの理解
り か い

の促進
そくしん

● 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

● 情報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

り、仲間
な か ま

はずれにされたことがあると回答
かいとう

した割合
わりあい

は、１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

で３７．５％だっ

た。

〇 情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

したり、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

をする上
うえ

で配慮
はいりょ

してほしいことについて、

「情報
じょうほう

をわかりやすく説明
せつめい

してくれる人
ひと

がほしい」と回答
かいとう

した割合
わりあい

は、１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

で４０．

０％だった。

【
（

事業所
じぎょうしょ

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 相談
そうだん

支援
し え ん

を進める
す す め る

ために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

については、「身近
み ぢ か

な相談
そうだん

や必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の

提供
ていきょう

または権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための援助
えんじょ

を行う
おこなう

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

」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

〇 事業所
じぎょうしょ

の活動
かつどう

や障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

が得られない
え ら れ な い

理由
り ゆ う

について、

「利用者
り よ う し ゃ

や職員
しょくいん

が地域
ち い き

活動
かつどう

にできていない」「地域
ち い き

住民
じゅうみん

と障
しょう

がいのある人
ひと

の交流
こうりゅう

機会
き か い

を設ける
も う け る

ことができていない」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。
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（２）災害
さいがい

や感染症
かんせんしょう

に対応
たいおう

した支援
し え ん

【
（

団体
だんたい

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 避難
ひ な ん

にためらいを感じる
か ん じ る

ことがないよう、避難
ひ な ん

所内
じょない

で 障
しょう

がいに応じた
お う じ た

配慮
はいりょ

が

得られる
え ら れ る

ことが必要
ひつよう

である。

【
（

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 避難所
ひなんじょ

まで移動
い ど う

できるか不安
ふ あ ん

に感じて
か ん じ て

いる割合
わりあい

が高い
た か い

。

〇 避難所
ひ な ん じ ょ

での状 況
じょうきょう

を見る
み る

と、１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

では「他
た

の避難者
ひ な ん し ゃ

が障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

を理解
り か い

してく

れるか」、「他
た

の避難者
ひ な ん し ゃ

に迷惑
めいわく

をかけてしまわないか」といった、他者
た し ゃ

への配慮
はいりょ

に関する
か ん す る

割合
わりあい

が高く
た か く

、１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

では「医療
いりょう

機関
き か ん

に行く
い く

ことができるか」、「医療食
いりょうしょく

や薬
くすり

が手
て

に入る
は い る

か」など、医療
いりょう

に関する
か ん す る

不安
ふ あ ん

の割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

〇 「北海道胆振
ほっかいどういぶり

東部
と う ぶ

地震
じ し ん

」の際
さい

に大規模
だ い き ぼ

停電
ていでん

（ブラックアウト
ぶ ら っ く あ う と

）が発生
はっせい

し、パニック
ぱ に っ く

なるなど

精神面
せいしんめん

での不安
ふ あ ん

を訴える
うったえる

人
ひと

が目立った
め だ っ た

。

【
（

事業所
じぎょうしょ

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 約
やく

９割
９ わ り

が「防災
ぼうさい

計画
けいかく

を作成
さくせい

している」、また約
やく

８割
８ わ り

が「防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を実施
じ っ し

している」と回答
かいとう

し

ている。

施策
し さ く

の方向
ほうこう

● 災害
さいがい

に備えた
そ な え た

対策
たいさく

の取り組み
と り く み

● 感染症
かんせんしょう

等
とう

に対応
たいおう

した支援
し え ん

の充実
じゅうじつ
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（３）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の拡充
かくじゅう

【
（

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を受ける
う け る

時
とき

に困り
こ ま り

ごとのある人
ひと

のうち、緊急
きんきゅう

時
じ

や必要
ひつよう

な時
とき

に利用
り よ う

し

にくいと回答
かいとう

した割合
わりあい

が高い
た か い

。

〇 最近
さいきん

１か月間
１ か げ つ か ん

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

では、１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

、１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

ともに「買い物
か い も の

」と「家族
か ぞ く

・友人
ゆうじん

・

知人
ち じ ん

との交流
こうりゅう

」の割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。また、今後
こ ん ご

やってみたい活動
かつどう

を見る
み る

と、「旅行
りょこう

」、

「スポーツ
す ぽ ー つ

」、「文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

」の割合
わりあい

が高く
た か く

なり、１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

では特
とく

に高い
た か い

傾向
けいこう

にある。

【
（

事業所
じぎょうしょ

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

の現状
げんじょう

について、利用者
り よ う し ゃ

からの依頼
い ら い

に対して
た い し て

、受け入れ
う け い れ

がで

きなかったと回答
かいとう

が最も
もっとも

多かった
お お か っ た

サービス
さ ー び す

は「放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

」であった。

〇 必要
ひつよう

とされている障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

について、利用者
り よ う し ゃ

から望む
の ぞ む

声
こえ

が多い
お お い

けれど、不足
ふ そ く

し

ていると感じられる
か ん じ ら れ る

サービス
さ ー び す

は、「共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」「短期
た ん き

入所
にゅうしょ

」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高かった
た か か っ た

。

〇 地域
ち い き

移行
い こ う

や生活
せいかつ

支援
し え ん

継続
けいぞく

のために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

については、「身近
み ぢ か

な相談
そうだん

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

」が最も
もっとも

高く
た か く

、次いで
つ い で

「高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

への対応
たいおう

」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

施策
し さ く

の方向
ほうこう

● 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

● 地域
ち い き

で生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

● 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の充実
じゅうじつ
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（４）市
し

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

などの人材
じんざい

育成
いくせい

・人材
じんざい

確保
か く ほ

【
（

団体
だんたい

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

対応
たいおう

ができるよう、市
し

の担当
たんとう

職員
しょくいん

は研修
けんしゅう

を受講
じゅこう

することが

必要
ひつよう

である。

【
（

事業所
じぎょうしょ

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 必要
ひつよう

とされている障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

について、定員増
ていいんぞう

や新規
し ん き

参入
さんにゅう

が進まない
す す ま な い

理由
り ゆ う

は、

「職員
しょくいん

の確保
か く ほ

が困難
こんなん

」という回答
かいとう

が最も
もっとも

多く
お お く

、また次
つぎ

に多かった
お お か っ た

のは「報酬
ほうしゅう

単価
た ん か

が低く
ひ く く

採算性
さいさんせい

に不安
ふ あ ん

がある」という回答
かいとう

になっている。

（５）子ども
こ ど も

への支援
し え ん

・家族
か ぞ く

への支援
し え ん

・親
おや

なき後
あと

支援
し え ん

【
（

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 相談
そうだん

・情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

について、１８歳
１ ８ さ い

以上
いじょう

、１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

ともに「家族
か ぞ く

・親族
しんぞく

」や「知人
ち じ ん

・友人
ゆうじん

」に

相談
そうだん

する割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

〇 生活
せいかつ

で困って
こ ま っ て

いることや不安
ふ あ ん

に思って
お も っ て

いることについて、１８歳
１ ８ さ い

未満
み ま ん

では「一緒
いっしょ

に暮らす
く ら す

人
ひと

がいない」「働く
はたらく

ところがない」「将来的
しょうらいてき

に生活
せいかつ

する住居
じゅうきょ

や施設
し せ つ

があるか」「将来的
しょうらいてき

に

金銭
きんせん

管理
か ん り

などの支援
し え ん

があるか」と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

施策
し さ く

の方向
ほうこう

● 人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ
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【
（

事業所
じぎょうしょ

アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

より】
）

〇 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

が地域
ち い き

で育ち
そ だ ち

、学び合って
ま な び あ っ て

いくために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

については、

「学校
がっこう

・放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

・放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

との連携
れんけい

など、福祉
ふ く し

と教育
きょういく

・保育
ほ い く

との

連携
れんけい

」が最も
もっとも

高く
た か く

、次いで
つ い で

「ショートステイ
し ょ ー と す て い

などの緊急
きんきゅう

時
じ

対応
たいおう

のサービス
さ ー び す

の整備
せ い び

」「相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

」となっている。

〇 相談
そうだん

支援
し え ん

を進める
す す め る

ために必要
ひつよう

な取り組み
と り く み

については、「障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

と保育所
ほ い く じ ょ

、

幼稚園
よ う ち え ん

、学校
がっこう

との相談
そうだん

連携
れんけい

の促進
そくしん

」、「障
しょう

がい児
じ

の療育
りょういく

、養護
よ う ご

施設
し せ つ

との相談
そうだん

連携
れんけい

の促進
そくしん

」

と回答
かいとう

した割合
わりあい

が高く
た か く

なっている。

施策
し さ く

の方向
ほうこう

● 権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

● 親
おや

なき後
あと

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

● 障
しょう

がいや発達
はったつ

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な子ども
こ ど も

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

● 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

のいる家族
か ぞ く

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ
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第３章
だい３しょう

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と重点的
じゅうてんてき

な取り組み
と り く み

１ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で、誰
だれ

もが互いに
た が い に

支え合い
さ さ え あ い

、その人
ひと

らしく、 心
こころ

豊か
ゆ た か

に安心
あんしん

して

暮らし続ける
く ら し つ づ け る

ことはすべての人
ひと

の願い
ね が い

です。障
しょう

がいのある人
ひと

が尊厳
そんげん

と生きがい
い き が い

を持ち
も ち

、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受けながら
う け な が ら

自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を営み
いとなみ

幸せ
しあわせ

を実感
じっかん

することができるまちの実現
じつげん

を

目指します
め ざ し ま す

。

Ⅰ 共生
きょうせい

のまち

住み慣れた
す み な れ た

まちで、個人
こ じ ん

の人格
じんかく

や多様性
たようせい

が尊重
そんちょう

され、安心
あんしん

して暮らして
く ら し て

いける社会
しゃかい

の

実現
じつげん

をめざすため、 障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を制限
せいげん

する社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除く
と り の ぞ く

支援
し え ん

を進めます
す す め ま す

。

Ⅱ 安心
あんしん

で心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち

障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮らせる
く ら せ る

ように、障
しょう

がいのある人
ひと

に配慮
はいりょ

した防災
ぼうさい

、

情報
じょうほう

保障
ほしょう

の体制づくり
た い せ い づ く り

を推進
すいしん

するほか、権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

していきます。また、新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

な ど に 対応
たいおう

し た 支援
し え ん

に 取り組み
と り く み

、 新しい
あたらしい

生活
せいかつ

様式
ようしき

な ど を

取り入れた
と り い れ た

支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

していきます。

誰
だれ

もが幸せ
しあわせ

を実感
じっかん

でき、心
こころ

豊か
ゆ た か

に安心
あんしん

して暮
く

らすことができるまち
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Ⅲ 子
こ

育て
そ だ て

しやすいまち

障
しょう

がいの有無
う む

によらない、子ども
こ ど も

たちの地域
ち い き

共生
きょうせい

のために、障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

の

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応じた
お う じ た

切れ目
き れ め

のない支援
し え ん

を展開
てんかい

するとともに、一人
ひ と り

ひとりのニーズ
に ー ず

に

応じた
お う じ た

支援
し え ん

を推進
すいしん

します。

Ⅳ 自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち

障
しょう

がいのある人
ひと

が住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で 生涯
しょうがい

安心
あんしん

して暮らして
く ら し て

いくために、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

と、必要
ひつよう

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

を総合的
そうごうてき

にコーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

する相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

を確立
かくりつ

します。また、一人
ひ と り

ひとりの暮らし
く ら し

を自分
じ ぶ ん

らしく豊か
ゆ た か

にするために、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

や場
ば

の充実
じゅうじつ

に取り組みます
と り く み ま す

。さらに、サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

や事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

の安定
あんてい

を図る
は か る

ために、

人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

に取り組みます
と り く み ま す

。
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２ 重点的
じゅうてんてき

な取り組み
と り く み

アンケート
あ ん け ー と

や関係者
かんけいしゃ

等
とう

のご意見
ご い け ん

やご要望
ごようぼう

、社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

等
とう

の変化
へ ん か

を踏まえ
ふ ま え

、計画
けいかく

策定
さくてい

にあた

っての課題
か だ い

を整理
せ い り

し、以下
い か

の項目
こうもく

を重点的
じゅうてんてき

な取り組み
と り く み

とし、積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

します。

（１）情報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の推進
すいしん

について

障
しょう

がいがあることが原因
げんいん

で情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

ができない 状 況
じょうきょう

は、様々
さまざま

な場面
ば め ん

において

孤立
こ り つ

してしまう恐れ
お そ れ

があります。 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

と変わらず
か わ ら ず

社会
しゃかい

に

関わる
か か わ る

ことができるよう、本人
ほんにん

の意思
い し

表明
ひょうめい

を支援
し え ん

するための体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させるととも

に 、 必要
ひつよう

な 情報
じょうほう

を 困難
こんなん

に 感じる
か ん じ る

こ と な く 入手
にゅうしゅ

し 発信
はっしん

で き る よ う 、 情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

の向上
こうじょう

を進めて
す す め て

いきます。また、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

と認め
み と め

、手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

と利用
り よ う

促進
そくしん

を 目指す
め ざ す

「 石狩市
いしかりし

手話
し ゅ わ

に 関する
か ん す る

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

」 の 理念
り ね ん

を 踏まえ
ふ ま え

、 情報
じょうほう

・

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な 障
しょう

がいのある人
ひと

の情報
じょうほう

保障
ほしょう

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

推進
すいしん

を盛り込んだ
も り こ ん だ

「情報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

条例
じょうれい

の制定
せいてい

」を目指します
め ざ し ま す

。

（２）親
おや

なき後
あと

支援
し え ん

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こ うれいか

が進む
す す む

中
なか

、障
しょう

がいの重度化
じ ゅ う ど か

や生活
せいかつ

習慣病
しゅうかんびょう

の発症
はっしょう

、心身
しんしん

の

機能
き の う

低下
て い か

などに対応
たいおう

することが求められて
も と め ら れ て

います。障
しょう

がいのある人
ひと

が高齢
こうれい

になっても地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らし続ける
く ら し つ づ け る

ためには、障
しょう

がいによる特性
とくせい

と高齢
こうれい

による特性
とくせい

の両面
りょうめん

に配慮
はいりょ

した

支援
し え ん

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があります。また、障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こ うれいか

や親
おや

なき後
あと

を見
み

すえ、居住
きょじゅう

支援
し え ん

のための機能
き の う

を充実
じゅうじつ

させることにより、相談
そうだん

支援
し え ん

の機能
き の う

強化
きょうか

、緊急
きんきゅう

時
じ

の受け入れ
う け い れ

や
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対応
たいおう

、地域
ち い き

で生活
せいかつ

するための体験
たいけん

の機会
き か い

や場
ば

の提供
ていきょう

、専門
せんもん

相談員
そうだんいん

などの人材
じんざい

の確保
か く ほ

や育成
いくせい

、

コーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

機能
き の う

を強化
きょうか

するための地域
ち い き

の体制づくり
た い せ い づ く り

を進めます
す す め ま す

。

（３）精神障
せいしんしょう

がい地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

長期間
ちょうきかん

入院
にゅういん

している精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

移行
い こ う

、地域
ち い き

定着
ていちゃく

を図る
は か る

ため、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

とともに、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

などの保健
ほ け ん

医療
いりょう

サービス
さ ー び す

などの充実
じゅうじつ

が求められて
も と め ら れ て

います。

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

らしい暮らし
く ら し

をすることができるよ

う、医療
いりょう

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

、介護
か い ご

、住まい
す ま い

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

（就労
しゅうろう

）、地域
ち い き

の助け合い
た す け あ い

、教育
きょういく

が包括的
ほうかつてき

に

確保
か く ほ

されるしくみづくりに取り組みます
と り く み ま す

。また、同じ
お な じ

悩み
な や み

や障
しょう

がいを持つ
も つ

仲間
な か ま

（ピア
ぴ あ

）の相談
そうだん

に乗る
の る

ことや、サービス
さ ー び す

利用
り よ う

などの意思
い し

決定
けってい

の際
さい

に助言
じょげん

を行う
おこなう

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活動
かつどう

を

支援
し え ん

します。

（４）市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

と家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らし続ける
く ら し つ づ け る

ためには、発達
はったつ

や成長
せいちょう

段階
だんかい

に応じた
お う じ た

切れ目
き れ め

のない支援
し え ん

が必要
ひつよう

であり、福祉
ふ く し

・教育
きょういく

・保健
ほ け ん

などの関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、障
しょう

が

い特性
とくせい

に応じた
お う じ た

きめ細やか
こ ま や か

な相談
そうだん

や療育
りょういく

などの適切
てきせつ

な支援
し え ん

が求められています。児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と同じ
お な じ

機能
き の う

をもつ市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

に加え
く わ え

、保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

または障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

するほか、地域
ち い き

の連携
れんけい

体制
たいせい

や

発達
はったつ

支援
し え ん

体制
たいせい

を強化
きょうか

します。また、 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

を育てた
そ だ て た

経験
けいけん

のある保護者
ほ ご し ゃ

（ペアレントメンター
ぺ あ れ ん と め ん た ー

）が相談
そうだん

相手
あ い て

となる相談
そうだん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

し、障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

がいる

家族
か ぞ く

を支援
し え ん

します。
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（５）感染症
かんせんしょう

等
とう

に対応
たいおう

した支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

への対応
たいおう

が長期化
ち ょ う き か

することに伴い
ともない

、心身
しんしん

に変調
へんちょう

が生じる
し ょう じ る

障
しょう

がいのある人
ひと

が増えて
ふ え て

いくことが予想
よ そ う

されます。また、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などは、障
しょう

がい

のある人
ひと

やその家族
か ぞ く

などを支える
さ さ え る

上
うえ

で必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であることから、感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

を徹底
てってい

した

上
うえ

で、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などを提供
ていきょう

する体制
たいせい

が求められて
も と め ら れ て

います。新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

などに対応
たいおう

した支援
し え ん

に取り組み
と り く み

、新しい
あたらしい

生活
せいかつ

様式
ようしき

などを取り入れた
と り い れ た

支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。

（６）人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

分野
ぶ ん や

においては、利用者本
りようしゃほん

位
い

の質
しつ

の高い
た か い

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する人材
じんざい

が

求められて
も と め ら れ て

います。各事業所
かくじぎょうしょ

においても定期的
ていきてき

な雇用
こ よ う

に努めて
つ と め て

いますが、人材
じんざい

確保
か く ほ

が大変
たいへん

厳しい
き び し い

状 況
じょうきょう

が続き
つ づ き

、人材
じんざい

の確保
か く ほ

及び
お よ び

職場
しょくば

定着
ていちゃく

に向けた
む け た

対策
たいさく

が喫緊
きっきん

の課題
か だ い

となっています。

また、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

にあたっては、一人
ひ と り

ひとりの障
しょう

がいの状 況
じょうきょう

や特性
とくせい

に応じた
お う じ た

専門性
せんもんせい

の

高い
た か い

支援
し え ん

が提供
ていきょう

できる人材
じんざい

の育成
いくせい

が必要
ひつよう

です。サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

や事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

の安定
あんてい

を

図る
は か る

ために、人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

に向けて
む け て

取り組み
と り く み

を進めます
す す め ま す

。
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３ 施策
し さ く

の体系
たいけい

5 社会
しゃかい

参加
さんか

の充実
じゅうじつ

6 人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
かくほ

基
本

き
ほ
ん

理
念

り
ね
ん

障
しょう

がいのある子
こ

どもに対
たい

する教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

Ⅳ
自
分

じ
ぶ
ん

ら
し
く
生

い

き
生

い

き
と
生
活

せ
い
か
つ

で
き
る
ま
ち

1 相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

2 地域
ちいき

で生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

なサービスの充実
じゅうじつ

3 就労支援と雇用促進
しゅうろうしえん こようそくしん

4 保健
ほけん

・医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

4 権利
けんり

擁護
ようご

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

5 親
おや

なき後
あと

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

Ⅲ
子
育

こ
そ
だ

て
し

や
す
い
ま
ち

1 障
しょう

がいや発達
はったつ

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な子
こ

どもの支援
しえん

の充実
じゅうじつ

2 障
しょう

がいのある子
こ

どものいる家族
かぞく

の支援
しえん

の充実
じゅうじつ

3

1 情報
じょうほう

・コミュニケーション支援
しえん

の充実
じゅうじつ

2 災害
さいがい

に備
そな

えた対策
たいさく

の取
と

り組
く

み

3 感染症等に対応した支援の充実
かんせんしょうとう たいおう しえん じゅうじつ

4つの視点
してん

施策
せさく

の方向
ほうこう

誰
だ
れ

も
が
幸

し
あ
わ

せ
を
実
感

じ
っ
か
ん

で
き

、
心

こ
こ
ろ

豊
ゆ
た

か
に
安
心

あ
ん
し
ん

し
て
暮

く

ら
す
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

Ⅰ
共
生

き
ょ
う
せ
い

の
ま
ち

1 障
しょう

がいへの理解
りかい

の促進
そくしん

2 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せいび

Ⅱ
安
心

あ
ん
し
ん

で
心

こ
こ
ろ

豊
ゆ
た

か

に
暮

く

ら
せ
る
ま
ち
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第４章
だい４しょう

各論
かくろん

Ⅰ
１

共生
きょうせい

のまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

１ 障
しょう

がいへの理解
り か い

の促進
そくしん

障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、ともに暮らせる
く ら せ る

まちづくりを推進
すいしん

するために、

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の理念
り ね ん

に基づき
も と づ き

、差別
さ べ つ

、偏見
へんけん

、物理的
ぶつりてき

な障壁
しょうへき

をなくし、障
しょう

がい特性
とくせい

について理解
り か い

が進む
す す む

よう周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行って
おこなって

いきます。

障
しょう

がいのある人
ひと

とない人
ひと

の交流
こうりゅう

を促進
そくしん

することによって相互
そ う ご

の理解
り か い

を深め
ふ か め

、障
しょう

がいの

理解
り か い

と差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向けた
む け た

講演会
こうえんかい

や研修
けんしゅう

、福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

、 障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

と地域
ち い き

との

交流
こうりゅう

などにより、 心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

を推進
すいしん

し、すべての人
ひと

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

される地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指します
め ざ し ま す

。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がいについて理解
り か い

を深める
ふ か め る

機会
き か い

を増やす
ふ や す

とともに、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の横
よこ

のつなが

りを深め
ふ か め

、様々
さまざま

な障
しょう

がいへの理解
り か い

につなげるイベント
い べ ん と

や講習会
こうしゅうかい

などの取り組み
と り く み

を

進
すす

めます。

②

石狩市
いしかりし

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

を支援
し え ん

するボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

へ

の支援
し え ん

を行います
お こ な い ま す

。

③

障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

や事業所
じぎょうしょ

、関係
かんけい

機関
き か ん

などと 協 力
きょうりょく

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

への必要
ひつよう

な

配慮
はいりょ

について、『
「

広報
こうほう

いしかり』
」

などを活用
かつよう

した啓発
けいはつ

活動
かつどう

に取り組みます
と り く み ま す

。
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④

ハード面
は ー ど め ん

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

だけでなく、心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

も同時
ど う じ

に推進
すいしん

するために、

ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

など、障
しょう

がいのある人
ひと

への配慮
はいりょ

に関する
か ん す る

取り組み
と り く み

を周知
しゅうち

します。

Ⅰ
１

共生
きょうせい

のまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

２ 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とする「北海道
ほっかいどう

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」による整備
せ い び

基準
きじゅん

と、「石狩市
いしかりし

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」に基づき
も と づ き

、福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

していきます。ま

た、公共
こうきょう

施設
し せ つ

などの整備
せ い び

について、障
しょう

がいのある人
ひと

にとって安全
あんぜん

なまちづくりを図って
は か っ て

い

きます。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

新法
しんぽう

、北海道
ほっかいどう

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

、石狩市
い し か り し

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

に

基づき
も と づ き

、ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

を踏まえた
ふ ま え た

施設
し せ つ

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。

②

視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

の公共
こうきょう

施設
し せ つ

などへの安全
あんぜん

な移動
い ど う

を確保
か く ほ

するために、点字
て ん じ

ブロック
ぶ ろ っ く

や誘導用
ゆうどうよう

マット
ま っ と

などの整備
せ い び

を推進
すいしん

します。

③

施設
し せ つ

の整備
せ い び

にあたっては、利用
り よ う

形態
けいたい

、障
しょう

がい特性
とくせい

などを把握
は あ く

した上
うえ

で、それらに配慮
はいりょ

したトイレ
と い れ

や駐車
ちゅうしゃ

スペース
す ぺ ー す

などの設置
せ っ ち

を推進
すいしん

します。
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Ⅱ安心
あんしん

で心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

１ 情 報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

石狩市
いしかりし

では、平成
へいせい

２６年度
２ ６ ね ん ど

に「石狩市
いしかりし

手話
し ゅ わ

に関する
か ん す る

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

」を施行
し こ う

しており、手話
し ゅ わ

出前
で ま え

講座
こ う ざ

や手話
し ゅ わ

フェスタ
ふ ぇ す た

などによる手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

、タブレット
た ぶ れ っ と

端末
たんまつ

を活用
かつよう

した遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

体制
たいせい

の

整備
せ い び

や電話
で ん わ

リレーサービス
り れ ー さ ー び す

を実施
じ っ し

するなど、情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

のための様々
さまざま

な支援
し え ん

に取り組んで
と り く ん で

います。

今後
こ ん ご

は、「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

」に基づいた
も と づ い た

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

をするため、「情報
じょうほう

・

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

条例
じょうれい

」の制定
せいてい

に向けて
む け て

、 情報
じょうほう

保障
ほしょう

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

を

図って
は か っ て

いきます。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

利用
り よ う

しやすいコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の環境
かんきょう

を築き
き ず き

、障
しょう

がいの

有無
う む

にかかわらず理解
り か い

し合える
し あ え る

ことを目的
もくてき

とした「情報
じょうほう

・コミュニケーション条例
じょうれい

」の

制定
せいてい

に向けた
む け た

取り組み
と り く み

を進めます
す す め ま す

。

②

障
しょう

がいのある人
ひと

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

発信
はっしん

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

ため、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、朗読
ろうどく

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

などの人材
じんざい

育成
いくせい

に努めます
つ と め ま す

。

③

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

をわかりやすく伝える
つ た え る

ために、デザイン
で ざ い ん

や文字
も じ

、色
いろ

の使い方
つかいかた

などを配慮
はいりょ

し、誰
だれ

にでも見やすい
み や す い

広報
こうほう

の仕方
し か た

を推進
すいしん

します。

④

聴覚障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の手段
しゅだん

として手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の派遣
は け ん

や遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、電話
で ん わ

リレーサービス
り れ ー さ ー び す

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を促進
そくしん

します。



76

⑤

視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の手段
しゅだん

として、情報
じょうほう

の音声化
おんせいか

などの

充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。

Ⅱ安心
あんしん

で心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

２ 災害
さいがい

に備えた
そ な え た

対策
たいさく

の取り組み
と り く み

石狩市
いしかりし

では、平成
へいせい

２７年度
２ ７ ね ん ど

に「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

に関する
か ん す る

条例
じょうれい

」を施行
し こ う

しており、

災害
さいがい

時
じ

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な方
かた

を支援
し え ん

するために避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

を整備
せ い び

しています。また、

地域
ち い き

避難所
ひなんじょ

での生活
せいかつ

が困難
こんなん

な方
かた

を受け入れる
う け い れ る

福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

として、「総合
そうごう

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

」

などを指定
し て い

しています。

今後
こ ん ご

は、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

に必要
ひつよう

な人員
じんいん

や物資
ぶ っ し

の把握
は あ く

などを行い
おこない

ながら体制
たいせい

を整備
せ い び

していく必要
ひつよう

があります。 障
しょう

がいのある人
ひと

が、避難
ひ な ん

生活
せいかつ

において適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を受け
う け

、安心
あんしん

して過ごす
す ご す

こ

とができるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

などと連携
れんけい

しながら体制
たいせい

強化
きょうか

を図ります
は か り ま す

。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

の指定
し て い

、災害用
さいがいよう

物資
ぶ っ し

の備蓄
び ち く

など、災害
さいがい

時
じ

の機能
き の う

及び
お よ び

利便性
りべんせ い

向上
こうじょう

に

努めます
つ と め ま す

。

② 災害
さいがい

時
じ

に円滑
えんかつ

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

が図られる
は か ら れ る

ような取り組み
と り く み

を検討
けんとう

します。

③ 防災
ぼうさい

訓練
くんれん

に障
しょう

がいのある人
ひと

の参加
さ ん か

を促進
そくしん

し、訓練
くんれん

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。

④ 避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

を整備
せ い び

するとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、災害
さいがい

時
じ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や
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避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

などを円滑
えんかつ

にするために、制度
せ い ど

や支援
し え ん

体制
たいせい

のしくみについての啓発
けいはつ

に

努めます
つ と め ま す

。

⑤

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

において、市
し

が発令
はつれい

する避難
ひ な ん

情報
じょうほう

が災害
さいがい

時
じ

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
よう しえ んしゃ

に確実
かくじつ

に

伝達
でんたつ

されるよう配慮
はいりょ

します。

Ⅱ安心
あんしん

で心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

３ 感染症
かんせんしょう

等
とう

に対応
たいおう

した支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

への対応
たいおう

が長期化
ちょうきか

することに伴い
ともない

、心身
しんしん

の変調
へんちょう

が生じる
しょうじる

障
しょう

がいのある人
ひと

が増えて
ふ え て

いくことが予想
よ そ う

されます。また、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

は、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

やその家族
か ぞ く

を支える
さ さ え る

上
うえ

で必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であることから、新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

などの

感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

を徹底
てってい

した上
うえ

で、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

をする体制
たいせい

を構築
こうちく

する必要
ひつよう

があります。

今後
こ ん ご

は、新しい
あたらしい

生活
せいかつ

様式
ようしき

を取り入れた
と り い れ た

新た
あ ら た

な取り組み
と り く み

など、障
しょう

がいのある人
ひと

や事業所
じぎょうしょ

、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

従事者
じゅうじしゃ

などへの支援
し え ん

に努めます
つ と め ま す

。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を維持
い じ

するため、感染
かんせん

防止
ぼ う し

に向けた
む け た

留意点
りゅういてん

の周知
しゅうち

やその

対策
たいさく

を講じる
こ う じ る

にあたり必要
ひつよう

な物品
ぶっぴん

などの確保
か く ほ

に努め
つ と め

ます。

②

感染症
かんせんしょう

などに関わる
か か わ る

情報
じょうほう

を障
しょう

がいのある人
ひと

にわかりやすく伝える
つ た え る

など、情報
じょうほう

発信
はっしん

などにあたって十分
じゅうぶん

配慮
はいりょ

します。
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③

感染症
かんせんしょう

などへの対応
たいおう

が長期化
ち ょ う き か

することに伴い
ともない

、障
しょう

がいがあることで心身
しんしん

に変調
へんちょう

が

生じる
し ょうじ る

方
かた

のために、相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

をします。

④

タブレット
た ぶ れ っ と

端末
たんまつ

の活用
かつよう

による遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の実施
じ っ し

など、感染
かんせん

リスク
り す く

を回避
か い ひ

した意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。

⑤

新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

などによる新しい
あたらしい

生活
せいかつ

様式
ようしき

への対応
たいおう

として、オンライン
お ん ら い ん

会議
か い ぎ

やオンライン
お ん ら い ん

研修
けんしゅう

などの取り組み
と り く み

を推奨
すいしょう

します。

Ⅱ
２

安心
あんしん

で 心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

４ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

障
しょう

がいのある人
ひと

が、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、人権
じんけん

侵害
しんがい

を受ける
う け る

ことなく一人
ひ と り

ひとりが尊重
そんちょう

され、権利
け ん り

や財産
ざいさん

が擁護
よ う ご

されなければいけません。

石狩市
いしかりし

では、平成
へいせい

２６年度
２ ６ ね ん ど

に「石狩市
いしかりし

成年
せいねん

後見
こうけん

センター
せ ん た ー

」を設置
せ っ ち

し、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

などの

相談
そうだん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図って
は か っ て

います。誰
だれ

もが地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らして
く ら し て

いくためには、一人
ひ と り

ひとり

の人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、権利
け ん り

を擁護
よ う ご

する必要
ひつよう

があります。障
しょう

がいのある人
ひと

が成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を適切
てきせつ

に利用
り よ う

できるよう支援
し え ん

するとともに、制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

のための地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワーク
ね っ と わ ー く

などの

整備
せ い び

に向けて
む け て

検討
けんとう

していきます。
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（
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な施策
し さ く

】
）

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

などの活用
かつよう

促進
そくしん

について

①

障
しょう

がいのある人
ひと

がトラブル
と ら ぶ る

に巻き込まれない
ま き こ ま れ な い

よう、弁護士
べ ん ご し

などをはじめ関係
かんけい

機関
き か ん

が

連携
れんけい

し、被害者
ひ が い しゃ

とならない取り組み
と り く み

を実施
じ っ し

します。

②

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の 利用
り よ う

促進
そくしん

の た め に 、 地域
ち い き

の 専門
せんもん

職
しょく

団体
だんたい

で 構成
こうせい

す る 地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワーク
ね っ と わ ー く

や、コーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

を行う
おこなう

中核
ちゅうかく

機関
き か ん

の整備
せ い び

に向けて
む け て

検討
けんとう

を進め
す す め

ます。

③

知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいにより意思
い し

決定
けってい

の困難
こんなん

な人
ひと

が財産
ざいさん

管理
か ん り

や計画
けいかく

などで

不利益
ふ り え き

にならないよう、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用
り よ う

を促進
そくしん

しま

す。

平成
へいせい

２４年度
２ ４ ね ん ど

に施行
せ こ う

された「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」に基づき
も と づ き

、 障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、早期
そ う き

発見
はっけん

と迅速
じんそく

・的確
てきかく

な対応
たいおう

に取り組んで
と り く ん で

います。また、家
か

庭内
ていない

の虐待
ぎゃくたい

だけ

でなく、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

や就労
しゅうろう

の場
ば

における虐待
ぎゃくたい

も未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

するため、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

に努めます
つ と め ま す

。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

について

①

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

とともに、障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

通報
つうほう

の受理
じ ゅ り

、

虐待
ぎゃくたい

を受けた
う け た

障
しょう

がいのある人
ひと

の保護
ほ ご

など、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

に努め
つ と め

ます。



80

平成
へいせい

２８年度
２ ８ ね ん ど

に施行
せ 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

」、平成
へいせい

２２年度
２ ２ ね ん ど

に施行
せ こ う

された「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

」に基づき
も と づ き

、今後
こ ん ご

も差別
さ べ つ

解消
かいしょう

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を促進
そくしん

するための取り組み
と り く み

を進めて
す す め て

いきます。また、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で障
しょう

がいのある人
ひと

への差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向けた
む け た

取り組み
と り く み

を

進める
す す め る

ために、 障
しょう

がいの理解
り か い

を深める
ふ か め る

ための啓発
けいはつ

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

の配布
は い ふ

や、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の周知
しゅうち

を図ります
は か り ま す

。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

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

①

「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

」、「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

」に基づく
も と づ く

取り組み
と り く み

を推進
すいしん

し、障
しょう

がい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に向けた
む け た

イベント
い べ ん と

や研修会
けんしゅうかい

などを実施
じ っ し

します。

② パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

の発行
はっこう

や『
「

広報
こうほう

いしかり』
」

を活用
かつよう

した広報
こうほう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

に取り組み
と り く み

ます。

Ⅱ安心
あんしん

で心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らせる
く ら せ る

まち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

５ 親
おや

なき後
あと

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こうれいか

が進む
す す む

中
なか

、障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

や親
おや

なき後
あと

を見
み

すえ、地域
ち い き

で安心
あんしん

し

て暮らし続ける
く ら し つ づ け る

ことができるような体制
たいせい

が必要
ひつよう

です。今後
こ ん ご

は、障
しょう

がいのある人
ひと

が身近
み じ か

な地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らし続ける
く ら し つ づ け る

ために、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

について検討
けんとう

し、緊急
きんきゅう

時
じ

の

受け入れ
う け い れ

をはじめ、居住
きょじゅう

支援
し え ん

のための相談
そうだん

、日中
にっちゅう

活動
かつどう

などの体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

、専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

、地域
ち い き

の体制づくり
た い せ い づ く り

を構築
こうちく

していきます。また、８０５０問題
もんだい

を抱える
か か え る

家族
か ぞ く

の

把握
は あ く

に努める
つ と め る

とともに、「親
おや

なき後
あと

」問題
もんだい

を未然
み ぜ ん

に防ぐ
ふ せ ぐ

取り組み
と り く み

を進めます
す す め ま す

。
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【
（
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きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

８０５０問題
もんだい

をはじめとする社会
しゃかい

背景
はいけい

により、複雑化
ふくざつか

した生活
せいかつ

課題
か だ い

を抱える
か か え る

障
しょう

がいの

ある人
ひと

の事例
じ れ い

が発生
はっせい

してきており、早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

のしくみづくりを進めます
す す め ま す

。

②

障
しょう

がいのある人
ひと

が、住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らして
く ら し て

いくため様々
さまざま

な支援
し え ん

を

切れ目
き れ め

なく提供
ていきょう

する機能
き の う

をもつ地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

を検討
けんとう

します。

Ⅲ子
こ

育て
そ だ て

しやすいまち

施策
しさく

の方向
ほうこう

１ 障
しょう

がいや発達
はったつ

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な子ども
こ ど も

の支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

と家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らし続ける
く ら し つ づ け る

ためには、乳幼児期
にゅうようじき

から 就
しゅう

園
えん

、就学
しゅうがく

、就労
しゅうろう

までのライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応じた
お う じ た

切れ目
き れ め

のない支援
し え ん

が必要
ひつよう

であり、子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を中心
ちゅうしん

に関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

して、発達
はったつ

や成長
せいちょう

段階
だんかい

に応じた
お う じ た

支援
し え ん

及び
お よ び

子
こ

育て
そ だ て

に

関する
か ん す る

家族
か ぞ く

からの相談
そうだん

に対応
たいおう

しています。

今後
こ ん ご

は、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と同じ
お な じ

機能
き の う

を持つ
も つ

「市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」

を設置
せ っ ち

し、地域
ち い き

連携
れんけい

を強化
きょうか

するとともに、専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図って
は か っ て

いきます。ま

た、子ども
こ ど も

の発達
はったつ

に関する
か ん す る

家族
か ぞ く

の不安
ふ あ ん

を丁寧
ていねい

に受け止め
う け と め

、適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなげていきます。

さらに、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な子ども
こ ど も

については、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・教育
きょういく

・保育
ほ い く

・福祉
ふ く し

などの関係
かんけい

機関
き か ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

するなど、総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

していきます。
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】
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①

市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、発達
はったつ

の遅れ
お く れ

や障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

と

家族
か ぞ く

に対し
た い し

、適切
てきせつ

な相談
そうだん

指導
し ど う

や療育
りょういく

を受ける
う け る

ための支援
し え ん

を図
はか

ります。

②

乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

や保健
ほ け ん

相談
そうだん

などにおいて、障
しょう

がいや疾病
しっぺい

の早期
そ う き

発見
はっけん

だけではなく、

保護者
ほ ご し ゃ

の子育て
こ そ だ て

支援
し え ん

を行う
おこなう

など、乳幼児
にゅうようじ

の健やか
す こ や か

な発育
はついく

・発達
はったつ

を図
はか

ります。

③

各種健康診査
かくしゅけんこうしんさ

や保健
ほ け ん

相談
そうだん

などでの困り
こ ま り

ごとについて、必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

医療
いりょう

、福祉
ふ く し

などの

関係
かんけい

機関
き か ん

と 円滑
えんかつ

な 連携
れんけい

を 図り
は か り

、 そ の 問題
もんだい

解決
かいけつ

に 向けた
む け た

対応
たいおう

を 行う
おこなう

な ど 、

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

において切れ目
き れ め

のない支援
し え ん

を図
はか

ります。

④

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、保育
ほ い く

、福祉
ふ く し

などの関係
かんけい

機関
き か ん

との協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

し、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を

必要
ひつよう

とする障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

と家族
か ぞ く

への支援
し え ん

を図
はか

ります。

Ⅲ子
こ

育て
そ だ て

しやすいまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

２ 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

のいる家族
か ぞ く

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

の発達
はったつ

や 成長
せいちょう

段階
だんかい

に応じた
お う じ た

支援
し え ん

についての相談
そうだん

のニーズ
に ー ず

が

高まって
た か ま っ て

きています。障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

の親
おや

などが孤立
こ り つ

することのないよう、障
しょう

がいの

ある子ども
こ ど も

を育てた
そ だ て た

経験
けいけん

のある保護者
ほ ご し ゃ

（ペアレントメンター
ぺ あ れ ん と め ん た ー

）が相談
そうだん

相手
あ い て

となる相談
そうだん

事業
じぎょう

を

実施
じ っ し

し、心
こころ

のケア
け あ

も含めた
ふ く め た

家族
か ぞ く

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図って
は か っ て

いきます。
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【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

を育てた
そ だ て た

経験
けいけん

のある保護者
ほ ご し ゃ

（ペアレントメンター
ぺ あ れ ん と め ん た ー

）が相談
そうだん

相手
あ い て

と

なり、障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

がいる家族
か ぞ く

を支援
し え ん

します。

Ⅲ子
こ

育て
そ だ て

しやすいまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

３ 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

に対する
た い す る

教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

教育
きょういく

の場
ば

においては、一人
ひ と り

ひとりの成長
せいちょう

段階
だんかい

に応じた
お う じ た

専門性
せんもんせい

の高い
た か い

支援
し え ん

と家族
か ぞ く

の子育て
こ そ だ て

不安
ふ あ ん

を解消
かいしょう

し、次
つぎ

につなげる支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

が求められます
も と め ら れ ま す

。特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の視点
し て ん

を持つ
も つ

教員
きょういん

を育成
いくせい

し、個々
こ こ

に応じた
お う じ た

指導
し ど う

と同時
ど う じ

に多様
た よ う

な学び
ま な び

の場
ば

と、共
とも

に学ぶ
ま な ぶ

場
ば

の環境
かんきょう

整備
せ い び

が

必要
ひつよう

です。地域
ち い き

の中
なか

では、就学前
しゅうがくまえ

から卒業後
そつぎょうご

の生活
せいかつ

までを見通して
み と お し て

、学校
がっこう

教育
きょういく

・子育て
こ そ だ て

・

福祉
ふ く し

・就労
しゅうろう

部門
ぶ も ん

などとの連携
れんけい

を図り
は か り

、子ども
こ ど も

の成長
せいちょう

段階
だんかい

や障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

と相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図って
は か っ て

いきます。また、学校
がっこう

教 職 員
きょうしょくいん

、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

な

どに対して
た い し て

、障
しょう

がいへの理解
り か い

と高い
た か い

専門
せんもん

知識
ち し き

・技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

、研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

に取り組ん
と り く ん

でい

きます。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子ども
こ ど も

を対象
たいしょう

に、就学前
しゅうがくまえ

からの教育
きょういく

相談
そうだん

を実施
じ っ し

するなど、

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら早期
そ う き

からの切れ目
き れ め

のない支援
し え ん

を行います
お こ な い ま す

。

②

一人
ひ と り

ひとりのニーズ
に ー ず

に合わせ
あ わ せ

、「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

」や「個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

」を作成
さくせい

し、将来
しょうらい

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向けた
む け た

、きめ細やか
こ ま や か

な支援
し え ん

を推進
すいしん

します。
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③ 切
きり

れ目
れ め

のない一貫
いっかん

した教育
きょういく

支援
し え ん

を行う
おこなう

ため、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

を図ります
は か り ま す

。

④

高い
た か い

専門性
せんもんせい

に基づく
も と づ く

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を推進
すいしん

するため、教職員
きょうしょくいん

研修
けんしゅう

や講習会
こうしゅうかい

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。

Ⅳ
４

自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

１ 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が、乳幼児
にゅうようじ

から高齢期
こうれいき

までのライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応じて
お う じ て

、切れ目
き れ め

な く 必要
ひつよう

な 支援
し え ん

が 受けられる
う け ら れ る

相談
そうだん

支援
し え ん

の 充実
じゅうじつ

を 様々
さまざま

な 関係
かんけい

機関
き か ん

と の 連携
れんけい

に よ り

取り組みます
と り く み ま す

。また、障
しょう

がいの種別
しゅべつ

に関わらず
か か わ ら ず

総合的
そうごうてき

かつ専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

を行う
おこなう

ために、

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の機能
き の う

強化
きょうか

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

を図り
は か り

、総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

して

いきます。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

が、気軽
き が る

に安心
あんしん

してサービス
さ ー び す

利用
り よ う

や生活上
せいかつじょう

の悩み
な や み

などを

相談
そうだん

できるよう「石狩市
い し か り し

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」における相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。

②

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

支援
し え ん

や継続
けいぞく

利用
り よ う

支援
し え ん

に関する
か ん す る

相談
そうだん

と援助
えんじょ

計画
けいかく

の作成
さくせい

を

行う
おこなう

「計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

」の体制
たいせい

強化
きょうか

に向けて
む け て

方策
ほうさく

を検討
けんとう

し、その整備
せ い び

に努
つと

めます。
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Ⅳ自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

２ 地域
ち い き

で生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

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

の負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

し、身近
み じ か

な地域
ち い き

で生活
せいかつ

しやすくするために、

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

に基づいた
も と づ い た

訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

などの提供
ていきょう

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

などを

行って
おこなって

います。今後
こ ん ご

、障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こうれいか

が進み
す す み

、障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

、生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の

発症
はっしょう

、心身
しんしん

の機能
き の う

低下
て い か

などへの対応
たいおう

に伴い
ともない

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

や共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

などの障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

において、サービス
さ ー び す

利用量
りようりょう

のさらなる増大
ぞうだい

が予想
よ そ う

されます。特
とく

に、地域
ち い き

での生活
せいかつ

基盤
き ば ん

となる生活
せいかつ

共同
きょうどう

援助
えんじょ

については、障
しょう

がいのある人
ひと

それぞれの状 況
じょうきょう

やニーズ
に ー ず

に即した
そ く し た

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

のニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できる短期
た ん き

入所
にゅうしょ

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。

②

ニーズ
に ー ず

に即した
そ く し た

地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支援
し え ん

するために、共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

などの充実
じゅうじつ

を

図ります
は か り ま す

。

③

障
しょう

がいのある人
ひと

の在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するために、補
ほ

装具
そ う ぐ

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

を

実施
じ っ し

します。

④ 重度身体障
じゅうどしんたいしょう

がいのある人
ひと

への訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス
さ ー び す

を実施
じ っ し

します。
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Ⅳ自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

３ 就 労
しゅうろう

支援
し え ん

と雇用
こ よ う

促進
そくしん

障
しょう

がいのある人
ひと

が、社会
しゃかい

の一員
いちいん

として就労
しゅうろう

の機会
き か い

を得て
え て

、充実
じゅうじつ

した社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送る
お く る

た

め、障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

支援
し え ん

を受けながら
う け な が ら

働き続ける
は た らき つづ け る

ことのできる環境
かんきょう

整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。

また、就労後
しゅうろうご

も、企業
きぎょう

と就労
しゅうろう

する障
しょう

がいのある人
ひと

とのマッチング
ま っ ち ん ぐ

など、効果的
こうかてき

な就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の推進
すいしん

が求められて
も と め ら れ て

います。さらに、障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

などにおける生産
せいさん

活動
かつどう

や自主生
じしゅせい

産品
さんひん

の販売
はんばい

促進
そくしん

、普及
ふきゅう

などについて創意
そ う い

工夫
く ふ う

し、工賃
こうちん

向上
こうじょう

への取り組み
と り く み

を支援
し え ん

します。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

① 障
しょう

がいのある人
ひと

が、福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

事業所
じぎょうしょ

に通う
か よ う

際
さい

の交通費
こ う つ う ひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

を検討
けんとう

します。

②

障
しょう

が い の あ る 人
ひと

が 継続
けいぞく

し て 就労
しゅうろう

で き る よ う に 、 就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

終了後
しゅうりょうご

の

フォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

を推進
すいしん

していきます。

③

障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

意識
い し き

の動機づけ
ど う き づ け

として効果
こ う か

があるインターンシップ
い ん た ー ん し っ ぷ

による

職 業
しょくぎょう

体験
たいけん

についての受け入れ
う け い れ

を推進
すいしん

していきます。

④

障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

に基づき
も と づ き

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

からの製品
せいひん

購入
こうにゅう

について調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

を

作成
さくせい

し目標
もくひょう

を定め
さ だ め

、毎年
まいとし

実績
じっせき

を公表
こうひょう

します。

⑤

障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

などで作られた
つ く ら れ た

製品
せいひん

について、市
し

のイベント
い べ ん と

などで積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

や販売
はんばい

を継続
けいぞく

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の工賃
こうちん

向上
こうじょう

への取り組み
と り く み

を支援
し え ん

します。
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Ⅳ自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

４ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

保健
ほ け ん

や医療
いりょう

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で暮らし続けて
く ら し つ づ け て

いくために、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービス
さ ー び す

と福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

との連携
れんけい

を図ります
は か り ま す

。特
とく

に、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

移行
い こ う

を

進めて
す す め て

いくためには、地域
ち い き

で医療
いりょう

を受けながら
う け な が ら

安定
あんてい

した生活
せいかつ

を送る
お く る

ことができるように、

居住
きょじゅう

の確保
か く ほ

や医師
い し

、保健師
ほ け ん し

、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

などの連携
れんけい

による支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

ことが

必要
ひつよう

です。また、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

についても、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の

確保
か く ほ

、家族
か ぞ く

の介護
か い ご

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

のための事業
じぎょう

の拡充
かくじゅう

など、重い
お も い

障
しょう

がいがあっても地域
ち い き

で

暮らし続けて
く ら し つ づ け て

いける支援
し え ん

体制
たいせい

の拡充
かくじゅう

を図り
は か り

ます。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

精神障
せいしんしょう

がい地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

に向けて
む け て

、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

への福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

など、切れ目
き れ め

のない支援
し え ん

を実施
じ っ し

できるよう関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を

強化
きょうか

します。

②

【
（

再掲
さいけい

】
）

乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうしんさ

や保健
ほ け ん

相談
そうだん

などにおいて、障
しょう

がいや疾病
しっぺい

の早期
そ う き

発見
はっけん

だけでは

なく、保護者
ほ ご し ゃ

の子育て
こ そ だ て

支援
し え ん

を行う
おこなう

など、乳幼児
にゅうようじ

の健やか
す こ や か

な発育
はついく

・発達
はったつ

を図
はか

ります。

③

【
（

再掲
さいけい

】
）

各種健康診査
かくしゅけんこうしんさ

や保健
ほ け ん

相談
そうだん

などでの困り
こ ま り

ごとについて、必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

医療
いりょう

、福祉
ふ く し

などの関係
かんけい

機関
き か ん

と円滑
えんかつ

な連携
れんけい

を図り
は か り

、その問題
もんだい

解決
かいけつ

に向けた
む け た

対応
たいおう

を行う
おこなう

など、

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

において切れ目
き れ め

のない支援
し え ん

を図
はか

ります。
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④

【
（

再掲
さいけい

】
）

保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、保育
ほ い く

、福祉
ふ く し

などの関係
かんけい

機関
き か ん

との協議
きょうぎ

の場
ば

を開催
かいさい

し、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

と家族
か ぞ く

への支援
し え ん

を図
はか

ります。

Ⅳ自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

５ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の充 実
じゅうじつ

障
しょう

がいのある人
ひと

が、自ら
みずから

望む
の ぞ む

生活
せいかつ

のあり方
あ り か た

を選択
せんたく

し、社会
しゃかい

活動
かつどう

に参加
さ ん か

するため、単独
たんどく

で

移動
い ど う

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

に外出
がいしゅつ

などに必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

しています。また、障
しょう

がいのある

人
ひと

が豊か
ゆ た か

で充実
じゅうじつ

した生活
せいかつ

を地域
ち い き

で送る
お く る

ことができるように、多様
た よ う

な活動
かつどう

の場
ば

の提供
ていきょう

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

のために必要
ひつよう

な環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。さらに、 障
しょう

がいのある人
ひと

がピア
ぴ あ

（仲間
な か ま

）として、

当事者
とうじしゃ

からの相談
そうだん

を受け
う け

、助言
じょげん

を行う
おこなう

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の養成
ようせい

や活動
かつどう

などを支援
し え ん

します。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①
障
しょう

がいのある人
ひと

の外出
がいしゅつ

の機会
き か い

を増やす
ふ や す

ため、福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

利用券
り よ う け ん

交付
こ う ふ

制度
せ い ど

を実施
じ っ し

し

ます。

②

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を利用
り よ う

する精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

支援
し え ん

のため、通所
つうしょ

に

伴う
ともなう

交通費
こ う つ う ひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

を推進
すいしん

します。

③
障
しょう

がいのある人
ひと

が、社会
しゃかい

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

のために利用
り よ う

する移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を推進
すいしん

しま

す。

④ 公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

料金
りょうきん

割引
わりびき

制度
せ い ど

の拡充
かくじゅう

に向けた
む け た

働きかけ
は た ら き か け

を推進
すいしん

します。
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⑤

障
しょう

がいのある人
ひと

が日中
にっちゅう

活動
かつどう

を利用
り よ う

して地域
ち い き

での社会
しゃかい

参加
さ ん か

ができるよう、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。

⑥

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

がピア
ぴ あ

（仲間
な か ま

）として障
しょう

がいのある人
ひと

からの相談
そうだん

を受け
う け

、

問題
もんだい

解決
かいけつ

につながる助言
じょげん

を行う
おこなう

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の養成
ようせい

や活動
かつどう

などを支援
し え ん

します。

⑦

障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、ともにふれあい、学べる
ま な べ る

ような内容
ないよう

を考慮
こうりょ

したイベント
い べ ん と

や講演会
こうえんかい

などを実施
じ っ し

します。

⑧

障
しょう

がいのある人
ひと

の健康
けんこう

保持
ほ じ

・増進
ぞうしん

を図る
は か る

ため、各関係
かくかんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、気軽
き が る

に参加
さ ん か

でき

るスポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

を支援
し え ん

します。

⑨

障
しょう

がいのある人
ひと

が積極的
せっきょくてき

に文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を行える
おこなえる

よう、活動
かつどう

や創作
そうさく

作品
さくひん

の展示
て ん じ

の

場
ば

の確保
か く ほ

に努める
つ と め る

など、活動
かつどう

を支援
し え ん

します。

Ⅳ自分
じ ぶ ん

らしく生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

できるまち

施策
し さ く

の方向
ほうこう

６ 人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

分野
ぶ ん や

においては、利用者本
りようしゃほん

位
い

の質
しつ

の高い
た か い

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する人材
じんざい

が

求められて
も と め ら れ て

います。各事業所
かくじぎょうしょ

においても定期的
ていきてき

な雇用
こ よ う

に努めて
つ と め て

いますが、人材
じんざい

確保
か く ほ

が大変
たいへん

厳しい
き び し い

状 況
じょうきょう

が続き
つ づ き

、人材
じんざい

の確保
か く ほ

及び
お よ び

職場
しょくば

定着
ていちゃく

に向けた
む け た

対策
たいさく

が喫緊
きっきん

の課題
か だ い

となっています。

また、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

にあたっては、一人
ひ と り

ひとりの 障
しょう

がい 状 況
じょうきょう

や 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

専門性
せんもんせい

の高い
た か い

支援
し え ん

が提供
ていきょう

できる人材
じんざい

の育成
いくせい

が必要
ひつよう

です。事業所
じぎょうしょ

や市
し

の職員
しょくいん

が積極的
せっきょくてき

に

研修
けんしゅう

に参加
さ ん か

できるように、研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

と参加
さ ん か

への支援
し え ん

、そして、障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

を担う
に な う
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次
つぎ

の世代
せ だ い

の育成
いくせい

に努めます
つ と め ま す

。

【
（

基本的
きほんてき

な施策
し さ く

】
）

①

障
しょう

がいのある人
ひと

に必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

するため、人材
じんざい

確保
か く ほ

と職場
しょくば

定着
ていちゃく

について

取り組みます
と り く み ま す

。

②

事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

が、障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

に関する
か ん す る

専門的
せんもんてき

技術
ぎじゅつ

を習得
しゅうとく

するための

研修
けんしゅう

へ参加
さ ん か

するための支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。

③

小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

・高等
こうとう

学校
がっこう

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

での体験
たいけん

の機会
き か い

を設ける
も う け る

など、障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の人材
じんざい

育成
いくせい

につながる取り組み
と り く み

を実施
じ っ し

します。

④

市
し

職員
しょくいん

に対して
た い し て

、障
しょう

がいのある人
ひと

に関する
か ん す る

理解
り か い

を促進
そくしん

するための必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

し、窓口
まどぐち

などにおける障
しょう

がいのある人
ひと

への配慮
はいりょ

を周知
しゅうち

します。
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第５章
だい５しょう

第６期
だ い ６ き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

１ 第５期
だ い ５ き

計画
けいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

（１）福祉
ふ く し

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

① 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

への移行数
い こ う す う

福祉
ふ く し

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

については、令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で４人
４ に ん

の移行
い こ う

が

見込まれ
み こ ま れ

、移行率
い こ う り つ

は５．５％にとどまる見込み
み こ み

です。

※
こめ

平成
へいせい

２８年度
２ ８ ね ん ど

末
まつ

の入所者
にゅうしょしゃ

数７３人
す う ７ ３ に ん

項目
こうもく

数値
す う ち

備
び

考
こう

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

７ 人
にん

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

からグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

へ地域
ち い き

移行
い こ う

する入所者数
にゅうしょしゃすう

（割合
わりあい

については地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

を入所者数
にゅうしょしゃすう

で除し
じ ょ し

たもの）9.6 ％

【
（

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

】
）

４ 人
にん

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で の 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者
い こ う し ゃ

見込数
み こ みす う

（割合
わりあい

については地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

を入所者数
にゅうしょしゃすう

で

除した
じ ょ し た

もの）5.5 ％

② 施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の減少
げんしょう

見込数
み こ み す う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

については、令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で７１人
７ １ に ん

となる見込み
み こ み

であり、

減少率
げんしょうりつ

は2.7％となり、目標値
もくひょうち

どおりの達成
たっせい

状 況
じょうきょう

となる見込み
み こ み

です。
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※平成
へいせい

２８年度
２ ８ ね ん ど

末
まつ

の入所者
にゅうしょしゃ

数７３人
す う ７ ３ に ん

項目
こうもく

数値
す う ち

備
び

考
こう

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

２ 人
にん

※差引
さしひき

減少
げんしょう

見込み数
み こ み す う

※割合
わりあい

については削減
さくげん

見込
み こ み

人数
にんずう

を入所者
にゅうしょしゃ

で

除した
じ ょ し た

もの２．７ ％

【
（

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

】
）

２ 人
にん

※差引
さしひき

減少
げんしょう

見込み数
み こ み す う

※割合
わりあい

については削減
さくげん

見込
み こ み

人数
にんずう

を入所者
にゅうしょしゃ

で

除した
じ ょ し た

もの２．７ ％

（２）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

①
１

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で、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

は１２人
１ ２ に ん

となっており、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

末
まつ

で

は目標値
もくひょうち

どおりの達成
たっせい

状 況
じょうきょう

となる見込み
み こ み

です。

項目
こうもく

数値
す う ち

備
び

考
こう

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

12 人
にん ※令和

れ い わ

２年度
２ ね ん ど

において福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を退所
たいしょ

し、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

した者
もの

の数
かず

【
（

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

】
）

１２ 人
にん ※令和

れ い わ

１年度
ね ん ど

において福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を退所
たいしょ

し、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

した者
もの

の数
かず

② 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

利用者数
りようしゃすう

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の利用者数
りようしゃ すう

は、３０人
３ ０ に ん

となっており、令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

では目標値
もくひょうち

どおりの達成
たっせい

状 況
じょうきょう

となる見込
み こ

みです。
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項目
こうもく

数値
す う ち

備
び

考
こう

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

23 人
にん

※
こめじるし

令和
れ い わ

３年
３ ね ん

３月
３ が つ

の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

利用者数
り ようしゃすう

【
（

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

】
）

30 人
にん

※
こめじるし

令和
れ い わ

2
２

年
ねん

３月
３ が つ

の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

利用者数
り ようしゃすう

（３）指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

① 居住
きょじゅう

系
けい

サービス量
さ ー び す り ょ う

の見込
み こ み

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、各年度
か くねんど

通じて
つ う じ て

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推移
す い い

しています。施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、ほぼ横ばい
よ こ ば い

で推移
す い い

しています。

（単位
た ん い

：人分
にんぶん

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

0 (1) 0 (1) 0 (1)

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

114 (112) 122 (112) 130 (116)

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

72 (73) 72 (73) 70 (71)

全体
ぜんたい

186 (186) 194 (187) 200 (188)

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せ き ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１０５ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう

② 訪問
ほうもん

系
けい

サービス量
さ ー び す り ょ う

の見込
み こ み

訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、各サービス
か く さ ー び す

ともに各年度
かく ねんど

通じて
つ う じ て

、概ね
おおむね

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推移
す い い

し

ています。
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（単位
た ん い

：時間分
じ か んぶん

／月
つき

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

居宅
きょたく

介護
か い ご 1,599 （1,550） 1,754 （1,600） 1,760 （1,650）

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご 1,112 （405） 1,191 （410） 1,200 （415）

行動
こうどう

援護
え ん ご 734 （605） 323 （610） 800 （615）

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 0 （10） 0 （15） 0 （20）

同行
どうこう

援護
え ん ご 8 （30） 17 （31） 20 （32）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せ き ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１０６ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう

③-1 日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス量
さ ー び す り ょ う

の見込
み こ み

≪全体
ぜんたい

≫

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、就労
しゅうろう

系
けい

サービス
さ ー び す

において、増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推移
す い い

しています。

（単位
た ん い

：人分
にんぶん

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

生活
せいかつ

介護
か い ご

155 （167） 154 （171） 160 （176）

自立
じ り つ

訓練
くんれん

(機能
き の う

訓練
くんれん

) 0 （1） 0 （1） 0 （1）

自立
じ り つ

訓練
くんれん

(生活
せいかつ

訓練
くんれん

) 3 （2） 3 （3） 3 （3）

宿泊型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

1 （-） 2 （-） 2 （-）
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就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

28 （20） 30 （21） 32 （22）

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

(Ａ型
Ａ が た

) 32 （40） 34 （45） 40 （50）

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

(Ｂ型
Ｂ が た

) 108 （93） 125 （95） 140 （98）

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

6 （7） 6 （9） 7 （11）

療養
りょうよう

介護
か い ご

14 （15） 15 （15） 15 （16）

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

40 （40） 40 （50） 40 （60）

全体
ぜんたい

386 （385） 407 （410） 437 （437）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せき ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１０９ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう

※毎日
まいにち

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

利用者
り よ う し ゃ

の全体像
ぜんたいぞう

を整理
せ い り

するため、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を含め
ふ く め

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

を除く
の ぞ く

※サービス
さ ー び す

の見込量
みこみりょう

にあわせ、１か月
１ か げ つ

あたりの平均
へいきん

利用者数
り ようしゃすう

を推計
すいけい

③-2 日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス量
さ ー び す り ょ う

の見込
み こ み

≪月間
げっかん

≫

日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

の利用量
りようりょう

は、就労
しゅうろう

系
けい

サービス
さ ー び す

において顕著
けんちょ

に増加
ぞ う か

しています。

（単位
た ん い

：人
にん

日
にち

／月
つき

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

生活
せいかつ

介護
か い ご

3,234 （3,387） 3,285 （3,403） 3,360 （3,420）
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自立
じ り つ

訓練
くんれん

(機能
き の う

訓練
くんれん

) 0 （1） 0 （1） 0 （1）

自立
じ り つ

訓練
くんれん

(生活
せいかつ

訓練
くんれん

) 52 （44） 57 （66） 66 （66）

宿泊型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

31 （-） 62 （-） 62 （-）

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

434 （345） 455 （360） 576 （375）

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

(Ａ型
Ａ が た

) 602 （800） 645 （1,000） 800 （1,200）

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

(Ｂ型
Ｂ が た

) 1,899 （1,600） 2,206 （1,640） 2,520 （1,700）

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

6 （7） 6 （9） 7 （11）

療養
りょうよう

介護
か い ご

434 （430） 455 （440） 465 （451）

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

177 （200） 130 （216） 176 （232）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せき ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１０９ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう

※人
にん

日
にち

／月
つき

とは、1
１

か月
か げ つ

あたりの利用
り よ う

見込み
み こ み

日数
にっすう

を、人数
にんずう

に乗じた
じょうじた

数値
す う ち

④ 相談
そうだん

支援
し え ん

の見込
み こ み

相談
そうだん

支援
し え ん

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、各年度
かくね んど

を通じて
つ う じ て

概ね
おおむね

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

で推移
す い い

しています。
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（単位
た ん い

：人分
にんぶん

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

428 （200） 432 （210） 440 （220）

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

6 （5） 9 （5） 10 （5）

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

0 （3） 0 （3） 0 （3）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せき ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１１０ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう
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（４）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

① 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、各年度
かくね んど

を通じて
つ う じ て

概ね
おおむね

見込
み こ み

どおりに推移
す い い

しています。

事業名
じぎょうめい

平成
へいせい

３０年度
３ ０ ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

実施
じ っ し

箇所数
か し ょ す う

利用
り よ う

件数
けんすう

実施
じ っ し

箇所数
か し ょ す う

利用
り よ う

件数
けんすう

実施
じ っ し

箇所数
か し ょ す う

利用
り よ う

件数
けんすう

(1)相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

①相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

ア ） 障
しょう

が い 者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

3か所
しょ

（3か所
しょ

）

―

3か所
しょ

（3か所
しょ

）

―

3か所
しょ

（3か所
しょ

）

―

イ ） 地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

１か所
しょ

（１か所
しょ

）

―

１か所
しょ

（１か所
しょ

）

―

１か所
しょ

（１か所
しょ

）

―

② 市町村
しちょうそん

相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

１か所
しょ

（１か所
しょ

）

―

１か所
しょ

（１か所
しょ

）

―

１か所
しょ

（１か所
しょ

）

―

③住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

等
など

支援
し え ん

事業
じぎょう

１か所
しょ

（１か所
しょ

）

―

１か所
しょ

（１か所
しょ

）

―

１か所
しょ

（１か所
しょ

）

―

④成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

―

0人
にん

（2人
にん

）

―

１人
にん

（3人
にん

）

―

1人
にん

（4人
にん

）
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(2)意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

81人
にん

（50人
にん

）

81人
にん

（50人
にん

）

80人
にん

（50人
にん

）

(3)日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

※給付
きゅうふ

等
とう

見込
み こ み

件数
けんすう

①介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

0件
けん

（7件
けん

）

1件
けん

（8件
けん

）

5件
けん

（9件
けん

）

②自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

10件
けん

（20件
けん

）

16件
けん

（21件
けん

）

20件
けん

（22件
けん

）

③在宅
ざいたく

療養
りょうよう

等
とう

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

9件
けん

（15件
けん

）

17件
けん

（16件
けん

）

17件
けん

（17件
けん

）

④ 情報
じょうほう

・ 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

4件
けん

（17件
けん

）

12件
けん

（18件
けん

）

15件
けん

（19件
けん

）

⑤排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

1,293件
けん

（1,400件
けん

）

1,337件
けん

（1,410件
けん

）

1,390件
けん

（1,420件
けん

）

⑥居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

（住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

）

２件
けん

（5件
けん

）

0件
けん

（6件
けん

）

4件
けん

（7件
けん

）

(4)移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

44か所
しょ

（50か所
しょ

）

116人
にん

（200人
にん

）

35か所
しょ

（50か所
しょ

）

120人
にん

（210人
にん

）

40か所
しょ

（50か所
しょ

）

130人
にん

（220人
にん

）

延べ
の

9,091時間
じ か ん

（延
の

べ10,500時間
じ か ん

）

延
の

べ9,605時間
じ か ん

（延
の

べ11,000時間
じ か ん

）

延
の

べ10,000時間
じ か ん

（延
の

べ11,500時間
じ か ん

）

(5)地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

①基礎的
き そ て き

事業
じぎょう

4か所
しょ

40人
にん

4か所
しょ

40人
にん

4か所
しょ

40人
にん
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（4か所
しょ

） （40人
にん

） （5か所
しょ

） （50人
にん

） （5か所
しょ

） （60人
にん

）

②機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

4か所
しょ

（4か所
しょ

）

―

4か所
しょ

（5か所
しょ

）

―

4か所
しょ

（5か所
しょ

）

―

(6)その他
た

事業
じぎょう

①日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

―

2件
けん

（15件
けん

）

―

2件
けん

（15件
けん

）

―

3件
けん

（15件
けん

）

②訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

―

2件
けん

（3件
けん

）

―

2件
けん

（3件
けん

）

―

2件
けん

（3件
けん

）

③生活
せいかつ

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

―

0件
けん

（1件
けん

）

―

0件
けん

（1件
けん

）

―

0件
けん

（1件
けん

）

④更生
こうせい

訓練費
く ん れ ん ひ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

―

0件
けん

（3件
けん

）

―

0件
けん

（3件
けん

）

―

0件
けん

（3件
けん

）

⑤自動車
じ ど う し ゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

・

改造
かいぞう

助成
じょせい

事業
じぎょう ―

0件
けん

（3件
けん

）

―

3件
けん

（3件
けん

）

―

3件
けん

（3件
けん

）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せき ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１１２ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう
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２ 成果
せ い か

目標
もくひょう

の設定
せってい

（１）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

① 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

への移行数
いこうすう

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

現在
げんざい

の全入所者数
ぜんにゅうしょしゃすう

72 人
にん

※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

３月
３ が つ

31
３ １

日
にち

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

４ 人
にん ※上記

じょうき

のうち、令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

から

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

へ 地域
ち い き

移行
い こ う

す る 入所者数
にゅうしょしゃすう

（ 割合
わりあい

に つ い て は 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

を

全入所者数
ぜんにゅうしょしゃすう

で除
じょ

したもの）

※北海道
ほっかいどう

からの目標値
もくひょうち

は 2.4％以上
いじょう

5.6 ％

② 施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の減少
げんしょう

見込数
みこみすう

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

現在
げんざい

の

全入所者数
ぜんにゅうしょしゃすう

（Ａ）
72 人

にん

※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

３月
３ が つ

31
３ １

日
にち

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

全入所者数
ぜんにゅうしょしゃすう

（Ｂ）
68 人

にん

※令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を見込む
み こ む

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

削減
さくげん

見込
み こ み

（Ａ－Ｂ）

４ 人
にん ※差引

さしひき

減少
げんしょう

見込み数
み こ み す う

※割合
わりあい

については削減
さくげん

見込
み こ み

人数
にんずう

を全入所者
ぜんにゅうしょしゃ

(Ａ)で

除した
じ ょ し た

もの

※北海道
ほっかいどう

からの目標値
もくひょうち

は4
４

.3
３

％以上
いじょう

5.6 ％

（２）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

① 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

の

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行者数
いこうしゃすう 12 人

にん ※令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

において福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を退所
たいしょ

し、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

した者
もの

の数
かず
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【
（

目標値
もくひょうち

】
）

15 人
にん

※令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

において福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を退所
たいしょ

し、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

する者
もの

の数
かず

※北海道
ほっかいどう

からの目標値
もくひょうち

は1.27倍
ばい

以上
いじょう

1.25 倍
ばい

② 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

利用者数
りようしゃすう

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

の

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

利用者数
りようしゃすう

30 人
にん

※令和
れ い わ

2
２

年
ねん

３月
３ が つ

の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

利用者
り よ う し ゃ

数

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

38 人
にん

※令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

末
まつ

の就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

利用者数
り ようしゃすう

※（１）及び
お よ び

（２）の目標値
もくひょうち

は、北海道
ほっかいどう

の指針
し し ん

に基づき
も と づ き

設定
せってい

しています。
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３ 重点
じゅうてん

施策
し さ く

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の入所
にゅうしょ

または入院
にゅういん

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

支援
し え ん

、地域
ち い き

生活
せいかつ

継続
けいぞく

の支援
し え ん

、

就労
しゅうろう

支援
し え ん

などのサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

体制
たいせい

を整え
ととのえ

、 障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で

支える
さ さ え る

しくみとして地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

を進めます
す す め ま す

。また、 障
しょう

がいのある人
ひと

の

重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

が進む
す す む

中
なか

、将来
しょうらい

にわたって安定的
あんていてき

に障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などを提供
ていきょう

し、

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

していくために、提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

と人材
じんざい

の確保
か く ほ

を進
すす

めます。

（１）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備数
せいびすう

① 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

、８０５０問題
もんだい

への対応
たいおう

を見
み

すえ、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で

支える
さ さ え る

中核
ちゅうかく

としての役割
やくわり

を担う
に な う

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

１か所
しょ ※令和

れ い わ

５年度
５ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

における地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

予定数
よていすう

② 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

における機能
き の う

の充実
じゅうじつ

に向けた
む け た

検証
けんしょう

及び
お よ び

検討
けんとう

を行い
おこない

ます。

区分
く ぶ ん

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

検討
けんとう

の場
ば

の実施
じ っ し

回数
かいすう １回

かい

３回
かい

３回
かい

３回
かい
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（２）各種
かくしゅ

研修
けんしゅう

への参加
さ ん か

の支援
し え ん

（新規
し ん き

）

① 北海道
ほっかいどう

が実施
じ っ し

する研修
けんしゅう

等
とう

への参加
さ ん か

を支援
し え ん

します。

区分
く ぶ ん

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

支援
し え ん

した研修
けんしゅう

などの

回数
かいすう 0回

かい

0回
かい

１0回
かい

１0回
かい



105

４ サービス
さ ー び す

必要量
ひつようりょう

の見込
み こ み

在宅
ざいたく

生活
せいかつ

で必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

について、自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を心身ともに
し ん し ん と も に

豊か
ゆ た か

におくれるよう、

在宅
ざいたく

でのサービス
さ ー び す

を推進
すいしん

します。具体的
ぐたいてき

なサービス
さ ー び す

としては、次
つぎ

に掲げる
か か げ る

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「指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

」や「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」において提供
ていきょう

されるサービス
さ ー び す

が多く
お お く

含まれ
ふ く ま れ

ます。

（１）指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

① 「指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

」の充実
じゅうじつ

と利用
り よ う

促進
そくしん

（居住
きょじゅう

系
けい

）

■自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

一人暮らし
ひ と り ぐ 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

を補う
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
ぐ る ー ぷ ほ ー む

）

共同
きょうどう

生活
せいかつ

を行う
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

を行います
お こ な い ま す

。

■施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

に、入浴
にゅうよく

や排せつ
は い せ つ

、食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを提供
ていきょう

します。
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① 居住
きょじゅう

系
けい

サービス量
さ ー び す り ょ う

の見込
み こ み

（単位
た ん い

：人分
にんぶん

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

0 1 1 1

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

130 135 140 145

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

72 70 69 68

全体
ぜんたい

202 206 210 214

② 「指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

」の充実
じゅうじつ

と利用
り よ う

促進
そくしん

（訪問
ほうもん

系
けい

）

■居宅
きょたく

介護
か い ご

（ホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

）

自宅
じ た く

で、入浴
にゅうよく

、排せつ
は い せ つ

、食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを行います
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

または重度
じゅうど

の知的
ち て き

障
しょう

がい、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

著しい
いちじるしい

困難
こんなん

を有する
ゆ う す る

人
ひと

で常に
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

、排せつ
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

に行い
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

を行います
お こ な い ま す

。
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■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

がとても高い
た か い

人
ひと

に、居宅
きょたく

介護
か い ご

など複数
ふくすう

のサービス
さ ー び す

を包括的
ほうかつてき

に行います
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

に著しい
いちじるしい

困難
こんなん

を有する
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

を含む
ふ く む

）、移動
い ど う

の援護
え ん ご

などの外出
がいしゅつ

支援
し え ん

を行い
おこない

ます。

② 訪問
ほうもん

系
けい

サービス量
さ ー び す り ょ う

の見込
み こ み

（単位
た ん い

：時間
じ か ん

／月
つき

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

居宅
きょたく

介護
か い ご

1,754 1,780 1,800 1,820

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

1,191 1,200 1,600 1,600

行動
こうどう

援護
え ん ご

691 702 720 720

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

0 10 15 20

同行
どうこう

援護
え ん ご

17 24 28 32

③ 「指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

」の充実
じゅうじつ

と利用
り よ う

促進
そくしん

（日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

）

■生活
せいかつ

介護
か い ご

常に
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

、排せつ
は い せ つ

、食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを行う
おこなう

とともに、創作的
そうさくてき
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活動
かつどう

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。

■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

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

を行いま
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

などへの就労
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

及び
お よ び

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

の

ために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行います
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
Ａ が た

・Ｂ型
Ｂ が た

）

一般
いっぱん

企業
きぎょう

などでの就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な人
ひと

に、働く
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

及び
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

などを行います
お こ な い ま す

。雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結ぶ
む す ぶ

Ａ型
Ａ が た

と、雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結ばない
む す ば な い

Ｂ型
Ｂ が た

があり

ます。

■療養
りょうよう

介護
か い ご

医療
いりょう

と常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に、医療
いりょう

機関
き か ん

で機能
き の う

訓練
くんれん

、療養上
りょうようじょう

の管理
か ん り

、看護
か ん ご

、介護
か い ご

及び
お よ び

日常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

を行い
おこない

ます。

■短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（ショートステイ
し ょ ー と す て い

）

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

も含め
ふ く め

施設
し せ つ

で、入浴
にゅうよく

、排せつ
は い せ つ

、食事
しょくじ

の

介護
か い ご

などを行い
おこない

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

に伴う
ともなう

生活面
せいかつめん

の課題
か だ い

に対し
た い し

､
、

就労
しゅうろう

の継続
けいぞく

を
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図る
は か る

ために企業
きぎょう

・自宅
じ た く

などへの訪問
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

などを行い
おこない

ます。

③-1 日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス量
さ ー び す り ょ う

の見込
み こ み

≪全体
ぜんたい

≫ （単位
た ん い

：人分
にんぶん

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

生活
せいかつ

介護
か い ご

154 160 160 160

自立
じ り つ

訓練
くんれん

(機能
き の う

訓練
くんれん

) 0 1 1 1

自立
じ り つ

訓練
くんれん

(生活
せいかつ

訓練
くんれん

) 3 3 4 4

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

30 34 36 38

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

(Ａ型
Ａ が た

) 34 38 40 42

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

(Ｂ型
Ｂ が た

) 125 150 160 170

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

6 8 9 10

療養
りょうよう

介護
か い ご

15 15 16 16

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

40 40 50 60

全体
ぜんたい

407 449 476 501

※毎日
まいにち

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

利用者
り よ う し ゃ

の全体像
ぜんたいぞう

を整理
せ い り

するため、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を含め
ふ く め

、

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

を除く
の ぞ く

※サービス
さ ー び す

の見込量
みこみりょう

にあわせ、１か月
１ か げ つ

あたりの平均
へいきん

利用者数
り ようしゃすう

を推計
すいけい
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③-2 日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス量
さ ー び す り ょ う

の見込
み こ み

≪月間
げっかん

≫ （単位
た ん い

：人
にん

日
にち

／月
つき

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

生活
せいかつ

介護
か い ご

3,285 3,360 3,360 3,360

自立
じ り つ

訓練
くんれん

(機能
き の う

訓練
くんれん

) 0 30 30 30

自立
じ り つ

訓練
くんれん

(生活
せいかつ

訓練
くんれん

) 57 66 88 88

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

455 612 648 684

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

(Ａ型
Ａ が た

) 645 760 800 840

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

(Ｂ型
Ｂ が た

) 2,206 2,700 2,880 3,060

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

6 8 9 10

療養
りょうよう

介護
か い ご

455 465 496 496

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

130 184 192 200

※サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

見込量
み こ り ょ う

を整理
せ い り

※人
にん

日
にち

／月
つき

とは、1
１

か月
か げ つ

あたりの利用
り よ う

見込み
み こ み

日数
にっすう

を、人数
にんずう

に乗じた
じょうじた

数値
す う ち

④ 「相談
そうだん

支援
し え ん

」の充実
じゅうじつ

と利用
り よ う

促進
そくしん

■計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの申請
しんせい

に係る
か か る

支給
しきゅう

決定前
けっていまえ

に、サービス
さ ー び す

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
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

などとの連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などを行う
おこなう

とともに、サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい
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を行います
お こ な い ま す

。利用
り よ う

開始後
か い し ご

は支給
しきゅう

決定
けってい

されたサービス
さ ー び す

などの利用
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
も に た り ん ぐ

）を

行い
おこない

、サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

などとの連絡
れんらく

調整
ちょうせい

などを行い
おこない

ます。

■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

または精神科
せ いしんか

病院
びょういん

に入所
にゅうしょ

・入院
にゅういん

する障
しょう

がいのある人
ひと

が、退所
たいしょ

・退院
たいいん

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

する際
さい

に必要
ひつよう

な相談
そうだん

支援
し え ん

をします。

■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

などを対象
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

を行い
おこない

ます。

④ 相談
そうだん

支援
し え ん

の見込
み こ み

（単位
た ん い

：人分
にんぶん

）

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん 432

450 460 470

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん 9

5 5
5

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん 0

3 3
3
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（２）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」の充実
じゅうじつ

と利用
り よ う

促進
そくしん

■相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

などからの相談
そうだん

に応じ
お う じ

、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

のために

必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を行い
おこない

ます。

■意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

聴覚障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

などのための意志
い し

疎通
そ つ う

を仲介
ちゅうかい

するための支援
し え ん

で、手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

・手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

に区分
く ぶ ん

されます。

■日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

障
しょう

が いに応じて
お う じ て

必要
ひつよう

な様々
さまざま

な 日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

（ 特殊
とくしゅ

寝台
しんだい

、 入浴
にゅうよく

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

、 住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

、

ストーマ用
す と ー ま よ う

装具
そ う ぐ

、点字器
て ん じ き

、歩行
ほ こ う

補助
ほ じ ょ

つえなど）を給付
きゅうふ

します。

■移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

屋外
おくがい

での移動
い ど う

が困難
こんなん

な障
しょう

がいのある人
ひと

に、社会
しゃかい

参加
さ ん か

のための支援
し え ん

を行い
おこない

ます。

■地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

又
また

は生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

の提供
ていきょう

、社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

促進
そくしん

などの便宜
べ ん ぎ

を供与
きょうよ

します。

■その他
そ の た

事業
じぎょう

市町村
しちょうそん

が地域
ち い き

状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ ま え

必要
ひつよう

に応じ
お う じ

任意
に ん い

に実施
じ っ し

する事業
じぎょう

です。石狩市
い し か り し

で実施
じ っ し

する事業
じぎょう

は

以下
い か

のとおりです。

●日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

日中
にっちゅう

において監護者
か ん ご し ゃ

がおらず、一時的
いちじて き

に見守り
み ま も り

などが必要
ひつよう

な障
しょう

がい児
じ

（者
しゃ

）を適切
てきせつ

な場所
ば し ょ
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で預かり
あ ず か り

、支援
し え ん

を行い
おこない

ます。

●訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

入浴
にゅうよく

が困難
こんなん

な在宅
ざいたく

の身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

の居宅
きょたく

を特殊
とくしゅ

車輌
しゃりょう

で訪問
ほうもん

して入浴
にゅうよく

の介護
か い ご

を

行い
おこない

、身体
しんたい

の清潔
せいけつ

保持
ほ じ

、心身
しんしん

機能
き の う

の維持
い じ

を図り
は か り

ます。

●生活
せいかつ

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

により介護
か い ご

給付
きゅうふ

が非該当
ひがいとう

となっている方
かた

で、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

をきたすおそ

れのある障
しょう

がいのある人
ひと

などにホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

を派遣
は け ん

し、生活
せいかつ

支援
し え ん

・家事
か じ

援助
えんじょ

を行い
おこない

、地域
ち い き

で

の自立
じ り つ

した生活
せいかつ

の促進
そくしん

を図り
は か り

ます。

●更生
こうせい

訓練費
く ん れ ん ひ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

更生
こうせい

施設
し せ つ

などに入所
にゅうしょ

・通所
つうしょ

し、自立
じ り つ

訓練
くんれん

や就労
しゅうろう

訓練
くんれん

を受けて
う け て

いる人
ひと

に更生
こうせい

訓練費
く ん れ ん ひ

を支給
しきゅう

し、社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

の促進
そくしん

を図り
は か り

ます。

●自動車
じ ど う し ゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

･
・

改造
かいぞう

助成
じょせい

事業
じぎょう

身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

が就労
しゅうろう

などのため自動車運転免許
じどうしゃうんてんめんきょ

を取得
しゅとく

する場合
ば あ い

の費用
ひ よ う

の一部助成
いちぶじょせい

と重度
じゅうど

の身体障
しんたいしょう

がいのある人が就労
しゅうろう

などに伴い
ともない

自ら
みずから

所有
しょゆう

し運転
うんてん

する自動車
じ ど う し ゃ

の操
そう

向
こう

装置
そ う ち

など

を改造
かいぞう

した場合
ば あ い

の費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

助成
じょせい

を行い
おこない

、社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

の促進
そくしん

を図り
は か り

ます。
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地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込
み こ み

事業名
じぎょうめい

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

実施
じ っ し

見込
み こ み

箇所数
か し ょ す う

利用
り よ う

見込
み こ み

件数
けんすう

実施
じ っ し

見込
み こ み

箇所数
か し ょ す う

利用
り よ う

見込
み こ み

件数
けんすう

実施
じ っ し

見込
み こ み

箇所数
か し ょ す う

利用
り よ う

見込
み こ み

件数
けんすう

(1)相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

①相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

ア ） 障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

3か所
しょ

― 3か所
しょ

― 3か所
しょ

―

イ）地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

1か所
しょ

― 1か所
しょ

― 1か所
しょ

―

② 市町村
しちょうそん

相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

1か所
しょ

― 1か所
しょ

― 1か所
しょ

―

③住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

等
など

支援
し え ん

事業
じぎょう

1か所
しょ

― 1か所
しょ

― 1か所
しょ

―

④ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

― 2人
にん

― 3人
にん

― 4人
にん

(2)意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

80人
にん

80人
にん

80人
にん

(3)日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

※給付
きゅうふ

等
とう

見込
み こ み

件数
けんすう

① 介護
か い ご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

5件
けん

5件
けん

5件
けん

②自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用
よう

具
ぐ

20件
けん

20件
けん

20件
けん
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③在宅
ざいたく

療養
りょうよう

等
とう

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

18件
けん

19件
けん

20件
けん

④情報
じょうほう

・意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

16件
けん

17件
けん

18件
けん

⑤排泄
はいせつ

管理
か ん り

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

1,400件
けん

1,410件
けん

1,420件
けん

⑥居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
ど う さ

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

（住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

）
5件

けん

6件
けん

7件
けん

(4)移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

50か所
しょ

200人
にん

50か所
しょ

210人
にん

50か所
しょ

220人
にん

延
の

べ10,500時間
じ か ん

延
の

べ11,000時間
じ か ん

延
の

べ11,500時間
じ か ん

(5)地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

事業
じぎょう

①基礎的
き そ て き

事業
じぎょう

4か所
しょ

40人
にん

5か所
しょ

50人
にん

5か所
しょ

60人
にん

②機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

4か所
しょ

― 5か所
しょ

― 5か所
しょ

―

(6)その他
た

事業
じぎょう

①日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

― 15件
けん

― 15件
けん

― 15件
けん

②訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

― 3件
けん

― 3件
けん

― 3件
けん

③生活
せいかつ

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

― 1件
けん

― 1件
けん

― 1件
けん

④更生
こうせい

訓練費
く ん れ ん ひ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

― 3件
けん

― 3件
けん

― 3件
けん

⑤自動車
じ ど う し ゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

・改造
かいぞう

助成
じょせい

事業
じぎょう ― 3件

けん

― 3件
けん

― 3件
けん
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５ 見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

の方策
ほうさく

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

など、必要
ひつよう

な人
ひと

が利用
り よ う

できるよう見込量
みこみりょう

の把握
は あ く

に努める
つ と め る

とともに、相談
そうだん

支援
し え ん

に係る
か か る

ニーズ
に ー ず

把握
は あ く

に努めます
つ と め ま す

。特
とく

に、共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

や生活
せいかつ

介護
か い ご

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

など需要増
じゅようぞう

が見込まれます
み こ ま れ ま す

ので、事業所
じぎょうしょ

の設置
せ っ ち

を促進
そくしん

するとともに、利用者
りようしゃ

の求め
も と め

に

応じた
お う じ た

サービス
さ ー び す

が提供
ていきょう

できるように努めます
つ と め ま す

。

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

については、必要
ひつよう

な事業
じぎょう

を継続
けいぞく

して実施
じ っ し

するとともに、地域
ち い き

の障
しょう

がい

のある人
ひと

の実情
じつじょう

に合わせた
あ わ せ た

事業
じぎょう

実施
じ っ し

に努めます
つ と め ま す

。
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第６章
だい６しょう

第２期
だ い ２ き

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

１ 第１期
だ い １ き

計画
けいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

（１）児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

及び
お よ び

保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の実施
じ っ し

令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

時点
じ て ん

において、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

については未設置
み せ っ ち

です。

引き続き
ひ き つ づ き

、第２期
だ い ２ き

計画
けいかく

の目標
もくひょう

として設定
せってい

し、検討
けんとう

を行って
おこなって

いきます。

① 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

検討中
けんとうちゅう

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設数
し せ つ す う

【
（

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

】
）

設置
せ っ ち

なし ※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

１日
１にち

の施設数
し せ つ す う

② 保育所等訪問支援の実施

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設数
し せ つ す う

【
（

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

１日
１にち

の施設数
し せ つ す う

（２）主
おも

に重 症
じゅうしょう

心
こころ

身障
しんしょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

及び
お よ び

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

の確保
か く ほ

重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する事業所
じぎょうしょ

について、それぞれ１か所
１ か し ょ

の実績
じっせき

となる

見込み
み こ み

です。
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① 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設数
し せ つ す う

【
（

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

１日
１にち

の施設数
し せ つ す う

② 放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

の確保
か く ほ

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設数
し せ つ す う

【
（

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

１日
１にち

の施設数
し せ つ す う

（３）医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

支援
し え ん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

時点
じ て ん

において、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

などの関連
かんれん

機関
き か ん

などが

連携
れんけい

を図る
は か る

ための協議
きょうぎ

の場
ば

については未設置
み せ っ ち

です。引き続き
ひ き つ づ き

、第２期
だ い ２ き

計画
けいかく

の目標
もくひょう

と

して設定
せってい

し、取り組み
と り く み

を行って
おこなって

いきます。

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設数
し せ つ す う

【
（

達成
たっせい

状 況
じょうきょう

】
）

0か所
しょ

※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

１日
１にち

の施設数
し せ つ す う

（４）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

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、各年度
かくねんど

を通じて
つ う じ て

減少
げんしょう

傾向
けいこう

で推移
す い い

しています。
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区分
く ぶ ん

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃすう

（人
にん

／月
つき

）

78人
にん

（113人
にん

）

71人
にん

（118人
にん

）

70人
にん

（124人
にん

）

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

632人
にん

日
にち

（926人
にん

日
にち

）

569人
にん

日
にち

（967人
にん

日
にち

）

560人
にん

日
にち

（1,016人
にん

日
にち

）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せ き ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１２５ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう

（５）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

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

の利用
り よ う

実績
じっせき

はありませんでした。

区分
く ぶ ん

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃすう

（人
にん

／月
つき

）

0人
にん

（3人
にん

）

0人
にん

（3人
にん

）

0人
にん

（3人
にん

）

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

0人
にん

日
にち

（60人
にん

日
にち

）

0人
にん

日
にち

（60人
にん

日
にち

）

0人
にん

日
にち

（60人
にん

日
にち

）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せ き ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１２５ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう
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（６）放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、見込量
みこみりょう

を上回って
う わ ま わ っ て

います。

区分
く ぶ ん

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃ すう

（人
にん

／月
つき

）

171人
にん

（130人
にん

）

172人
にん

（135人
にん

）

170人
にん

（140人
にん

）

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

2,283人
にん

日
にち

（1,820人
にん

日
にち

）

2,283人
にん

日
にち

（1,890人
にん

日
にち

）

2,210人
にん

日
にち

（1,960人
にん

日
にち

）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せ き ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１２６ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう

（７）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

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、横ばい
よ こ ば い

で推移
す い い

しています。

区分
く ぶ ん

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃ すう

（人
にん

／月
つき

）

2人
にん

（5人
にん

）

1人
にん

（5人
にん

）

2人
にん

（5人
にん

）

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

１人
にん

日
にち

（10人
にん

日
にち

）

１人
にん

日
にち

（10人
にん

日
にち

）

1人
にん

日
にち

（10人
にん

日
にち

）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う
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※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せ き ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１２６ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう

（８）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

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

の利用
り よ う

実績
じっせき

はありませんでした。

区分
く ぶ ん

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃ すう

（人
にん

／月
つき

）

0人
にん

（1人
にん

）

0人
にん

（1人
にん

）

0人
にん

（1人
にん

）

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

0人
にん

日
にち

（1人
にん

日
にち

）

0人
にん

日
にち

（1人
にん

日
にち

）

0人
にん

日
にち

（1人
にん

日
にち

）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せ き ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１２７ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう

（９）障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

の利用
り よ う

実績
じっせき

は、見込み
み こ み

を大きく
お お き く

上回って
う わ ま わ っ て

います。

区分
く ぶ ん

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃ すう

（人
にん

）

155人
にん

（103人
にん

）

181人
にん

（108人
にん

）

180人
にん

（112人
にん

）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う
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※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せ き ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１２８ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう

（１０）医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

に対する
た い す る

関連
かんれん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

を調整
ちょうせい

するコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の設置
せ っ ち

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の配置数
はいちすう

は、見込数
みこみすう

に応じた
お う じ た

数
かず

になっています。

区分
く ぶ ん

平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

令和
れ い わ

１年度
ね ん ど

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

配置数
は いちすう

（人
にん

）

２人
にん

（0人
にん

）

２人
にん

（1人
にん

）

２人
にん

（1人
にん

）

※（ ）内
ない

の数値
す う ち

は計画
けいかく

策
さく

定時
ていどき

の見込数
み こ みす う

※令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

の実績値
じ っ せ き ち

は、令和
れ い わ

２年
２ ね ん

４月
４ が つ

～６月
６ が つ

（３か月間
３ か げ つ か ん

）の実績
じっせき

の数値
す う ち

より算出
さんしゅつ

※サービス
さ ー び す

の内容
ないよう

については１２８ページ
ぺ ー じ

を参照
さんしょう
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２ 成果
せ い か

目標
もくひょう

の設定
せってい

（１）市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と同等
どうとう

の機能
き の う

を有する
ゆ う す る

市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

として整備
せ い び

します。

① 市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

現在
げんざい

の設置数
せ っ ち す う

設置
せ っ ち

なし ※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

１日
１にち

の施設数
し せ つ す う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設数
し せ つ す う

（２）主
おも

に重 症
じゅうしょう

心
こころ

身障
しんしょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

及び
お よ び

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

の確保
か く ほ

重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

を支援
し え ん

する事業所
じぎょうしょ

をそれぞれ１か所
１ か し ょ

以上
いじょう

確保
か く ほ

する体制
たいせい

を維持
い じ

します。

① 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

現在
げんざい

の事業所数
じぎょうしょすう

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

１日
１にち

の施設数
し せ つ す う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設数
し せ つ す う
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② 放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

の確保
か く ほ

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

現在
げんざい

の事業所数
じぎょうしょすう

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

１日
１にち

の施設数
し せ つ す う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設数
し せ つ す う

（３）医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

支援
し え ん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

末
まつ

までに、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

などの関連
かんれん

機関
き か ん

が連携
れんけい

を図る
は か る

ための協議
きょうぎ

の場
ば

を設ける
も う け る

ことを目指します
め ざ し ま す

。

項目
こうもく

数値
す う ち

備考
び こ う

現在
げんざい

の設置数
せ っ ち す う

0か所
しょ

※令和
れ い わ

２年
２ ね ん

１２月
１ ２ が つ

１日
１にち

の施設数
し せ つ す う

【
（

目標値
もくひょうち

】
）

1 か所
しょ

※令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設数
し せ つ す う
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３ サービス
さ ー び す

必要量
ひつようりょう

の見込
み こ み

（１）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

がいのある子ども
こ ど も

に対し
た い し

、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

や

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

を行い
おこない

ます。

区分
く ぶ ん

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃすう

（人
にん

／月
つき

）

71人
にん

70人
にん

70人
にん

70人
にん

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

569人
にん

日
にち

560人
にん

日
にち

560人
にん

日
にち

560人
にん

日
にち

（２）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

就学前
しゅうがくまえ

の障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

に対し
た い し

、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

や

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

及び
お よ び

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を行い
おこない

ます。

区分
く ぶ ん

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃすう

（人
にん

／月
つき

）

0人
にん

3人
にん

3人
にん

3人
にん



126

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

0人
にん

日
にち

60人
にん

日
にち

60人
にん

日
にち

60人
にん

日
にち

（３）放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

就学
しゅうがく

している 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

に対し
た い し

、放課後
ほ う か ご

や長期
ちょうき

休 業
きゅうぎょう

期間
き か ん

などに生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための必要
ひつよう

な訓練
くんれん

や社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

促進
そくしん

などの支援
し え ん

を行い
おこない

ます。

区分
く ぶ ん

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃ すう

（人
にん

／月
つき

）

172人
にん

170人
にん

170人
にん

170人
にん

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

2,283人
にん

日
にち

2,550人
にん

日
にち

2,890人
にん

日
にち

3,230人
にん

日
にち

（４）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
ほいくじょ

などを訪問
ほうもん

し、 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

に対して
た い し て

、保育所
ほいくじょ

などにおける集団
しゅうだん

生活
せいかつ

に適応
てきおう

するための専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を行い
おこない

ます。
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区分
く ぶ ん

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃ すう

（人
にん

／月
つき

）

1人
にん

5人
にん

5人
にん

5人
にん

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

1人
にん

日
にち

10人
にん

日
にち

10人
にん

日
にち

10人
にん

日
にち

（５）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

重度
じゅうど

の 障
しょう

がいにより外出
がいしゅつ

が著しく
いちじるしく

困難
こんなん

な 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

に対し
た い し

、居宅
きょたく

を

訪問
ほうもん

し、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

や知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

などの支援
し え ん

を

行います
お こ な い ま す

。

区分
く ぶ ん

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃ すう

（人
にん

／月
つき

）

0人
にん

1人
にん

1人
にん

1人
にん

利用量
りようりょう

（人
にん

日
にち

／月
つき

）

0人
にん

日
にち

1人
にん

日
にち

1人
にん

日
にち

1人
にん

日
にち
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（６）障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

が児童
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
で い さ ー び す

などの障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

を利用
り よ う

するにあたり、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

を作成
さくせい

します。利用
り よ う

開始後
か い し ご

は一定
いってい

の

期間
き か ん

ごとにモニタリング
も に た り ん ぐ

などの支援
し え ん

を行います
お こ な い ま す

区分
く ぶ ん

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

利用者数
りようしゃ すう

（人
にん

）

181人
にん

190人
にん

195人
にん

200人
にん

（７）医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

に対する
た い す る

関連
かんれん

分野
ぶ ん や

の支援
し え ん

を調整
ちょうせい

するコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の

設置
せ っ ち

人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

を装着
そうちゃく

しているなど、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営む
いとなむ

ために医療
いりょう

を必要
ひつよう

とする障
しょう

が

いのある子ども
こ ど も

（医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

）が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らして
く ら し て

いけるよう、医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

に対する
た い す る

支援
し え ん

が適切
てきせつ

に行える
おこなえる

人材
じんざい

を配置
は い ち

します。

区分
く ぶ ん

令和
れ い わ

１年度
１ ね ん ど

※参考値
さ ん こ う ち

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

配置
は い ち

人数
にんずう

（人
にん

）

２人
にん

２人
にん

２人
にん

２人
にん
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４ 見込量
みこみりょう

確保
か く ほ

の方策
ほうさく

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

については需要増
じゅようぞう

が見込まれる
み こ ま れ る

ため、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

の確保
か く ほ

やサービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

に努めます
つ と め 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

と保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

は、利用
り よ う

ニーズ
に ー ず

を的確
てきかく

に把握
は あ く

し、利用者
りようしゃ

の求め
も と め

に応じた
お う じ た

サービス
さ ー び す

が提供
ていきょう

できるよう関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図ります
は か り ま す

。障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

も需要増
じゅようぞう

が見込まれます
み こ ま れ ま す

ので、相談
そうだん

事業所
じぎょうしょ

の設置
せ っ ち

を

促進
そくしん

するとともに、利用者
りようしゃ

に対する
た い す る

適切
てきせつ

な支援
し え ん

とモニタリング
も に た り ん ぐ

の実施
じ っ し

に努めます
つ と め ま す

。
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資料
しりょう

１ 石狩市
い し か り し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

構成
こうせい

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

、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

、関係
かんけい

機関
き か ん

、公募
こ う ぼ

委員
い い ん

などから構成
こうせい

される「石狩市
い し か り し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

」において検討
けんとう

を行いました
お こ な い ま し た

。

石狩市
い し か り し

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

氏名
し め い

所属
しょぞく

専任
せんにん

区分
く ぶ ん

１

委員長
いいんちょう

戸田
と だ

健一
けんいち

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

たねっと

（障
しょう

がい者
しゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター 夢
せ ん た ー む う

民
みん

）
学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

２

副委員長
ふくいいんちょう

細谷
ほ そ や

強
つよ

志
し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

はるにれの里
さと

（石狩市
い し か り し

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

ぷろっぷ）

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

において障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

に関する
か ん す る

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

３ 森川
もりかわ

貴司
た か し

医療
いりょう

法人天
ほうじんてん

公会
こうかい

石狩
いしかり

ファミリアホスピタル
ふ ぁ み り あ ほ す ぴ た る 保健

ほ け ん

、医療
いりょう

及び
お よ び

福祉
ふ く し

に係る
か か る

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

４ 池田
い け だ

真由美
ま ゆ み 社会

しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

タンポポ
た ん ぽ ぽ

のはら

（指定障
していしょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

ギャラリーヴィン
ぎ ゃ ら り ー ヴ ぃ ん

）

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

において障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

に関する
か ん す る

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

５ 今西
いまにし

浩子
ひ ろ こ

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

石狩市手
い し か り し て

をつなぐ育成会
いくせいかい

障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の推薦者
すいせんしゃ

６ 赤山
あかやま

好明
よしあき

石狩市
い し か り し

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の推薦者
すいせんしゃ

７ 福江
ふ く え

彰
あきら

石狩
いしかり

大地
だ い ち

の会
かい

障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

の推薦者
すいせんしゃ

８ 森
もり

朋代
と も よ

石狩市
い し か り し

教育
きょういく

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ
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９ 三島
み し ま

照子
て る こ

（石狩市
い し か り し

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

協会
きょうかい

瞳会
ひとみかい

） 公募
こ う ぼ

委員
い い ん

１０ 笹谷
さ さ や

真
ま

琴
こと

（特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

石狩
いしかり

聴 力
ちょうりょく

障害者
しょうがいしゃ

協会
きょうかい

） 公募
こ う ぼ

委員
い い ん
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資料
しりょう

２ 用語
よ う ご

解説
かいせつ

あ

● アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

年齢
ねんれい

や性別
せいべつ

、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

でも必要
ひつよう

とする情報
じょうほう

に簡単
かんたん

にたどり着け
た ど り つ け

、利用
り よ う

で

きること。

● 石狩市
い し か り し

手話
し ゅ わ

に関する
か ん す る

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

市民
し み ん

の手話
し ゅ わ

への理解
り か い

の促進
そくしん

を図る
は か る

ことにより、地域
ち い き

における手話
し ゅ わ

の使いやすい
つ か い や す い

環境
かんきょう

を構築
こうちく

す

ることで、手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

する市民
し み ん

が、手話
し ゅ わ

により、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営み
いとなみ

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

をし、及び
お よ び

心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮らす
く ら す

ことができる地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

に、平成
へいせい

２６年
２ ６ ね ん

４月
４ が つ

に施行
し こ う

さ

れた条例
じょうれい

。

● 石狩市
い し か り し

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

に関する
か ん す る

条例
じょうれい

災害
さいがい

時
じ

などにおいて、自ら
みずから

避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

な人
ひと

の円滑
えんかつ

かつ迅速
じんそく

な避難
ひ な ん

の確保
か く ほ

を図る
は か る

ため、

特
とく

に支援
し え ん

を要する
よ う す る

人
ひと

の名簿
め い ぼ

を作成
さくせい

し、災害
さいがい

の発生
はっせい

に備え
そ な え

平時
へ い じ

から避難
ひ な ん

支援
し え ん

などの実施
じ っ し

に必要
ひつよう

な

限度
げ ん ど

で避難
ひ な ん

支援
し え ん

などの関係者
かんけいしゃ

に名簿
め い ぼ

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

することを目的
もくてき

に、平成
へいせい

２８年
２ ８ ね ん

４月
４ が つ

に施行
し こ う

され

た条例
じょうれい

。

● 石狩市
い し か り し

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

石狩市
い し か り し

に居住
きょじゅう

するすべての人
ひと

が、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、自由
じ ゆ う

に行動
こうどう

し、住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

でともに支え合いながら
さ さ え あ い な が ら

安心
あんしん

して快適
かいてき

に暮らす
く ら す

ことができる社会
しゃかい

を目指す
め ざ す

ことを目的
もくてき

に、
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平成
へいせい

１６年
１ ６ ね ん

７月
７ が つ

に施行
し こ う

された条例
じょうれい

。

● 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

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

を営む
いとなむ

ために医療
いりょう

を要する
よ う す る

状態
じょうたい

にある人
ひと

に対して
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

などが行う
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

に関する
か ん す る

ケア
け あ

のこと。

● 医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

等
とう

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

等
とう

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

は、医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

など本人
ほんにん

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

を通じて
つ う じ て

、途切れ
と 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

に関わり続ける
か か わ り 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

を中心的
ちゅうしんてき

に行う
おこなう

。

● 遠隔
えんかく

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

サービス
さ ー び す

スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

やタブレット
た ぶ れ っ と

端末
たんまつ

を利用
り よ う

して、総合
そうごう

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

（りんくる）にいる手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

による手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を受ける
う け る

ことができるサービス
さ ー び す

。

か

● 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

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

と平等
びょうどう

に人権
じんけん

を享受
きょうじゅ

し行使
こ う し

できるよう、一人
ひ と り

ひとりの

特徴
とくちょう

や場面
ば め ん

に応じて
お う じ て

発生
はっせい

する障
しょう

がい・困難さ
こんなんさ

を取り除く
と り の ぞ く

ための個別
こ べ つ

の調整
ちょうせい

や変更
へんこう

のこと。
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● 心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

障
しょう

がいのある人
ひと

などが安心
あんしん

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

ができるように、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、無理解
む り か い

な

どによる意識上
いしきじょう

の障壁
しょうへき

を取り除く
と り の ぞ く

こと。

さ

● 災害
さいがい

時
じ

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえん しゃ

（要援護者
ようえんごしゃ

）

高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がいのある人
ひと

、乳幼児
にゅうようじ

、妊婦
に ん ぷ

など配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な人
ひと

のうち、災害
さいがい

などが発生
はっせい

、または

発生
はっせい

する恐れ
お そ れ

のある場合
ば あ い

に、自ら
みずから

避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

な支援
し え ん

の必要
ひつよう

がある人
ひと

。

● 市町村
しちょうそん

中核
ちゅうかく

子ども
こ ど も

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

発達
はったつ

の 遅れ
お く れ

に 気づいた
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 基づく
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
で い さ ー び す

の利用
り よ う

に繫がる
つ な が る

までの支援
し え ん

を行う
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

などを

推進
すいしん

する機関
き か ん

。

● 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

する基本
き ほ ん

原則
げんそく

とともに、施策
し さ く

全般
ぜんぱん

について基本的
きほんてき

事項
じ こ う

を定めた
さ だ め た

法律
ほうりつ

。

法律
ほうりつ

の対象
たいしょう

となる障
しょう

がいを身体障
しんたいしょう

がい、知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい（発達障
はったつしょう

がいを含む
ふ く む

）その他
そ の た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障
しょう

がいがある者
もの

であって、障
しょう

がい及び
お よ び

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

ま

たは社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受ける
う け る

状態
じょうたい

にあるものと定義
て い ぎ

している。国
くに

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

などの

責務
せ き む

を明らか
あ き ら か

にするとともに、医療
いりょう

、介護
か い ご

、年金
ねんきん

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

、生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

など、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

に関わる
か か わ る

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定め
さ だ め

、障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

、その他
そ の た
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あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

への参加
さ ん か

の促進
そくしん

を規定
き て い

し、「完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平等
びょうどう

」を目指す
め ざ す

ことを目的
もくてき

に、昭和
しょうわ

４５年
４ ５ ね ん

５月
５ が つ

に施行
せ こ う

、平成
へいせい

２３年
２ ３ ね ん

８月
８ が つ

に改正
かいせい

された。

● 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

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

（正式
せいしき

には、「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
よ う ご し ゃ

に対する
た い す る

支援
し え ん

等
とう

に

関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」）は、障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

し、権利
け ん り

・尊厳
そんげん

を守る
ま も る

ことにより、障
しょう

がい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

及び
お よ び

社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促す
うながす

ことを目的
もくてき

に、平成
へいせい

２４年
２ ４ ね ん

１０月
１ ０ が つ

に施行
し こ う

された法律
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

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

（正式
せいしき

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 す る

法律
ほうりつ

」）は、

全て
す べ て

の国民
こくみん

が、障
しょう

がいの有無
う む

によって分け隔てられる
わ け 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

し合いながら
し 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

に向け
む け

、障
しょう

がいを理由
よし

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

に、平成
へいせい

２５年
２ ５ ね ん

６月
６ が つ

に施行
し こ う

された法律
ほうりつ

。

● 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

（正式
せいしき

には、「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
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

」）は、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

に代わって
か わ っ て

、平成
へいせい

25
２ ５

年
ねん

4
４

月
がつ

に施行
せ こ う

された法律
ほうりつ

。障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほ んほ う

を

踏まえた
ふ ま え た

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を新た
あ ら た

に設けた
も う け た

ほか、障
しょう

がい者
しゃ

の範囲
は ん い

に難病
なんびょう

を追加
つ い か

するなどの見直し
み な お し

がされ

た。

● 障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

（正式
せいしき

には、「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
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推進
すいしん

等
とう

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」）は、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

などが率先
そっせん

して障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

などからの

物品
ぶっぴん

などの調達
ちょうたつ

を推進
すいしん

するよう、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講じる
こ う じ る

ことを定めた
さ だ め た

もので、平成
へいせい

25
２ ５

年
ねん

4
４

月
がつ

に

施行
せ こ う

された法律
ほうりつ

。

● 情報
じょうほう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

条例
じょうれい

障
しょう

がいのある人
ひと

がそれぞれの 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応じた
お う じ た

手段
しゅだん

により情報
じょうほう

を取得
しゅとく

したり、

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

しやすい環境づくり
か ん きょ う づく り

を進める
す す め る

ための条例
じょうれい

。手話
し ゅ わ

や点字
て ん じ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

など、障
しょう

が

いのある人
ひと

が使用
し よ う

するさまざまなコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の利用
り よ う

を促進
そくしん

する。

● 職員
しょくいん

の対応
たいおう

要領
ようりょう

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９条
だい９じょう

及び
お よ び

第１０条
だい１０じょう

に基づき
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

などが、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

に関して
か ん し て

当該
とうがい

機関
き か ん

などの職員
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

な

どにおける不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつかい

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

などを示す
し め す

もの。国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

などは作成
さくせい

が義務づけられ
ぎ む づ け ら れ

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

などは努力
どりょく

義務
ぎ む

とされている。

● 精神障
せいしんしょう

がい地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

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

らしい暮らし
く ら し

をすることができるよう、

医療
いりょう

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

、介護
か い ご

、住まい
す ま い

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

（就労
しゅうろう

）、地域
ち い き

の助け合い
た す け あ い

、教育
きょういく

が包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

され

たしくみのこと。

● 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいなど、判断
はんだん

能力
のうりょく

に不安
ふ あ ん

のある人
ひと

が、財産
ざいさん

管理
か ん り

やサービス
さ ー び す

の利用
り よ う

に
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際して
さ い し て

不利益
ふ り え き

を被る
か ぶ る

ことがないよう、後見人
こうけんにん

や保佐人
さ に ん

、補助人
ほ じ ょ に ん

を通じて
つ う じ て

保護
ほ ご

・支援
し え ん

をする制度
せ い ど

。

● 成年
せいねん

後見
こうけん

センター
せ ん た ー

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

のため、相談
そうだん

や手続き
て つ づ き

などを支援
し え ん

する組織
そ し き

。石狩市
い し か り し

成年
せいねん

後見
こうけん

センター
せ ん た ー

は平成
へいせい

２６年
２ ６ ね ん

７月
７ が つ

に開設
かいせつ

。

た

● 地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

に基づき
も と づ き

、障
しょう

がいのある人
ひと

が暮らしやすい
く ら し や す い

地域づくり
ち い き づ く り

を目標
もくひょう

として、障
しょう

が

い福祉
ふ く し

に関わる
か か わ る

関係者
かんけいしゃ

が集まり
あ つ ま り

、地域
ち い き

課題
か だ い

や取り組み
と り く み

などについて協議
きょうぎ

を行う
おこなう

場
ば

。石狩市
い し か り し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

は平成
へいせい

２０年
２ ０ ね ん

に設置
せ っ ち

。

● 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

障
しょう

がいのある人
ひと

の重度化
じ ゅ う ど か

・高齢化
こうれいか

や「親
おや

なき後
あと

」を見
み

すえ、居住
きょじゅう

支援
し え ん

のための機能
き の う

（相談
そうだん

、

緊急
きんきゅう

時
じ

の受入
うけいれ

・対応
たいおう

、体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

、専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

、地域
ち い き

の体制づくり
た い せ い づ く り

）を、地域
ち い き

の

実情
じつじょう

に応じた
お う じ た

創意
そ う い

工夫
く ふ う

により整備
せ い び

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支える
さ さ え る

しくみ。

● 電話
で ん わ

リレーサービス
り れ ー さ ー び す

聴覚障
ちょうかくしょう

がいの人
ひと

と聞こえる
き こ え る

人
ひと

を総合
そうごう

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

（りんくる）にいる手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

が「手話
し ゅ わ

」

や「文字
も じ

」と「音声
おんせい

」とを通訳
つうやく

することにより、電話
で ん わ

で即時
そ く じ

双方向
そうほうこう

につなぐサービス
さ ー び す

。
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な

● 日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいなど判断
はんだん

能力
のうりょく

に不安
ふ あ ん

のある人
ひと

が住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

や家
いえ

において自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送る
お く る

ために、財産
ざいさん

管理
か ん り

やサービス
さ ー び す

の利用
り よ う

に際して
さ い し て

不利益
ふ り え き

を被る
か ぶ る

ことがないよう、

利用者
り よ う し ゃ

の契約
けいやく

に基づいて
も と づ い て

、地域
ち い き

の社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

援助
えんじょ

などを行う
おこなう

事業
じぎょう

。

● ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

1950
１ ９ ５ ０

年代
ねんだい

に北欧
ほくおう

諸国
しょこく

から始まった
は じ ま っ た

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

をめぐる社会
しゃかい

理念
り ね ん

の一つ
ひ と つ

で、「障
しょう

がいのある人
ひと

が障
しょう

がいのない人
ひと

と同等
どうとう

に生活
せいかつ

し、ともにいきいきと活動
かつどう

できる社会
しゃかい

を目指す
め ざ す

」という理念
り ね ん

。

は

● ８０５０問題
もんだい

80 は 80歳代
さいだい

の親
おや

、50 は50歳代
さいだい

の子
こ

のことを指し
さ し

、子
こ

のひきこもりが長期化
ち ょ う き か

することに

伴い
ともない

、親
おや

も高齢化
こうれいか

し働けなく
は た ら け な く

なり生活
せいかつ

に困窮
こんきゅう

するなど、社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

してしまう問題
もんだい

。

● 発達障
はったつしょう

がい

アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症候群
しょうこうぐん

をはじめとした広汎性
こうはんせい

発達障
はったつしょう

がい、学習症
がくしゅうしょう

（ＬＤ）、注意欠陥多動症
ちゅういけっかんたどうしょう

（ＡＤ

ＨＤ）、自閉
じ へ い

スペクトラム症
す ぺ く と ら む し ょ う

（ＡＳＤ）その他
そ の た

これに類する
る い す る

脳
のう

機能
き の う

の障
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。

● バリアフリー
ば り あ ふ り ー

障
しょう

がいのある人
ひと

などが日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営む
いとなむ

上
うえ

での様々
さまざま

な障壁
しょうへき

（バリア
ば り あ

）となるものを取り除く
と り の ぞ く

こ
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と。

● バリアフリー
ば り あ ふ り ー

新法
しんぽう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

新法
しんぽう

（正式
せいしき

には「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんか つか

の促進
そくしん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」）は、

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

や駅
えき

などの旅客
りょかく

施設
し せ つ

を中心
ちゅうしん

にバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を進める
す す め る

交通
こうつう

バリアフリー法
ば り あ ふ り ー ほ う

（正式
せいしき

に

は「高齢者
こうれいしゃ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

した移動
い ど う

の円滑化
えんか つか

の促進
そくしん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」）と、

建築物
けんちくぶつ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を進める
す す め る

ハートビル法
は ー と び る ほ う

（正式
せいしき

には「高齢者
こうれいしゃ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

で

きる特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

の建築
けんちく

の促進
そくしん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」）を統合
とうごう

・拡充
かくじゅう

した法律
ほうりつ

で、平成
へいせい

１８年
１ ８ ね ん

１２月
１ ２ が つ

に施行
せ こ う

さ

れた。

● ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

同じ
お な じ

悩み
な や み

や障
しょう

がいを持つ
も つ

仲間
な か ま

（ピア
ぴ あ

）の相談
そうだん

に乗ったり
の っ た り

、サービス
さ ー び す

利用
り よ う

などの意思
い し

決定
けってい

の際
さい

に

助言
じょげん

を行う
おこなう

人
ひと

。

● 福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

災害
さいがい

時
じ

に、高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がいのある人
ひと

、妊産婦
にんさんぷ

、乳幼児
にゅうようじ

など、避難所
ひ な ん じ ょ

生活
せいかつ

において何ら
な ん ら

かの配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする被災者
ひ さ い し ゃ

で、介護
か い ご

保険
ほ け ん

施設
し せ つ

や医療
いりょう

機関
き か ん

などに入所
にゅうしょ

・入院
にゅういん

に至らない
い た ら な い

程度
て い ど

の人
ひと

を対象
たいしょう

とした避難所
ひ な ん じ ょ

。

● ペアレントメンター
ぺ あ れ ん と め ん た ー

障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

を育てた
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

を活かし
い か し

、子ども
こ ど も

が障
しょう

がいの

診断
しんだん

を受けて
う け て

間
ま

もない親
おや

などに対して
た い し て

相談
そうだん

や助言
じょげん

を行う
おこなう

人
ひと

。
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● ヘルプカード
へ る ぷ か ー ど

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

及び
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

などを伝える
つ た え る

カード
か ー ど

。

● ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

義足
ぎ そ く

や人工
じんこう

関節
かんせつ

を使用
し よ う

している人
ひと

、内部障
ないぶしょう

がいや難病
なんびょう

の人
ひと

、または妊娠
にんしん

初期
し ょ き

の人
ひと

など、外見
がいけん

か

ら分からなくて
わ か ら な く て

も援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている人々
ひとびと

が、周囲
しゅうい

の人
ひと

に配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としていることを

知らせる
し ら せ る

ためのマーク
ま ー 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

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

（正式
せいしき

には、「北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

及び
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 び

に障
しょう

がい

者
しゃ

及び
お よ び

障
しょう

がい児
じ

が暮らしやすい
く ら し や す い

地域づくり
ち い き づ く り

の推進
すいしん

に関する
か ん す る

条例
じょうれい

」）は、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 ら す

ことのできる社会づくり
し ゃ か い づ く り

を目指し
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

と暮らしやすい
く ら し や す い

地域づくり
ち い き づ く り

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

に、平成
へいせい

２２年
２ ２ ね ん

４月
４ が つ

に施行
し こ う

された条例
じょうれい

。

● 北海道
ほっかいどう

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

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

を受ける
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

を等しく
ひ と し く

持つ
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

進めて
す す め て

いくため、道
みち

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及び
お よ び

道民
どうみん

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

などに

際して
さ い し て

の届出
とどけで

などについて定めた
さ だ め た

条例
じょうれい

。平成
へいせい

10
１ ０

年
ねん

４月
４ が つ

施行
し こ う

。
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や

● ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

年齢
ねんれい

や性別
せいべつ

、障
しょう

がいの有無
う む

などにかかわらず、だれもが等しく
ひ と し く

使いやすい
つ か い や す い

ように配慮
はいりょ

したまち

づくりやものづくり、情報
じょうほう

やサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

を進め
す す め

、だれもが生活
せいかつ

しやすい社会
しゃかい

環境
かんきょう

をつくって

いくという考え方
かんがえかた

。


