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第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の概要
がいよう

 

 

１ 計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

余市町
よいちちょう

では、平成
へいせい

１５年度
ね ん ど

に「余市町
よいちちょう

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」、平成
へいせい

１８年度
ね ん ど

に「余市町
よいちちょう

障
しょう

がい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、さらに平成
へいせい

２１年度
ね ん ど

から３年
ねん

ごとに「余市町
よいちちょう

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

・障
しょう

がい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」、また、平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

から「余市町
よいちちょう

障
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

が義務
ぎ む

付
づ

けられ、

一体的
いったいてき

な計画
けいかく

として、支援体制
しえんたいせい

の充実
じゅうじつ

など各般
かくはん

の施策
し さ く

の推進
すいしん

を図って
は か    

きました。 

この間
かん

、平成
へいせい

１８年
ねん

４月
がつ

には、障
しょう

がいのある人
ひと

が住み
す  

慣れた
な   

地域
ち い き

で必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受け
う  

な

がら自分
じ ぶ ん

らしく生活
せいかつ

を送る
お く  

ことができる地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざす「障
しょう

害
がい

者
しゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

法
ほう

」が

施行
し こ う

され、その後
ご

、平成
へいせい

２４年
ねん

６月
がつ

に、地域
ち い き

社会
しゃかい

における共生
きょうせい

の実現
じつげん

に向けて
む   

、障
しょう

がい

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

等
とう

障
しょう

がい者
しゃ

を支援
し え ん

するために、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう
」という）が成立

せいりつ

（平成
へいせい

２５年
ねん

４月
がつ

および平成
へいせい

２６年
ねん

４月
がつ

施行
し こ う

）し、「障
しょう

害
がい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

」から「障
しょう

害
がい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

」への改正
かいせい

、ま

た、障
しょう

がいのある人
ひと

の定義
て い ぎ

に難病
なんびょう

等
とう

が加え
くわ   

られ、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

の対象
たいしょう

拡充
かくじゅう

やケアホー

ムとグループホームの一元化
いちげんか

等
とう

が実施
じ っ し

されました。 

こうしたなか、さらに、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」（平成
へいせい

３０年
ねん

４月
がつ

施行
し こ う

）の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

におい

て、障
しょう

がいのある人
ひと

が自ら
みずか 

望む
の ぞ  

地域
ち い き

生活
せいかつ

を営む
いとな  

ことができるよう、「生活
せいかつ

」と「就労
しゅうろう

」に

対する
た い    

支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

等
とう

見直し
み な お  

と、「児
じ

童
どう

福祉
ふ く し

法
ほう

」（平成
へいせい

３０年
ねん

４月
がつ

施行
し こ う

）の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

に

より市町村
しちょうそん

に対して
た い    

障
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

が義務
ぎ む

付
づ

けられました。 

余市町
よいちちょう

では、この改正
かいせい

の趣旨
し ゅ し

を踏まえ
ふ   

、障
しょう

がいのある人
ひと

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

および

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとな  

ことができるよう、地域
ち い き

において必要
ひつよう

な相談
そうだん

支援
し え ん

や障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス

等
とう

が計画
けいかく

的
てき

に提供
ていきょう

されるための実施
じ っ し

計画
けいかく

として余市町
よいちちょう

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

・障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

及
およ

び余市町
よいちちょう

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を策定
さくてい

し、施策
し さ く

を体
たい

系
けい

的
てき

に整理
せ い り

しながら目標
もくひょう

達成
たっせい

に向け
む

て取り組む
と  く  

べき方向
ほうこう

性
せい

を示す
しめ   

とともに、その施策
し さ く

を推進
すいしん

することによって、障
しょう

がいの有
う

無
む

にかかわらず地域
ち い き

のなかでだれもが自分
じ ぶ ん

らしく生活
せいかつ

を送る
お く  

ことができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を

目指し
め ざ  

ます。 

 
 障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
しえん

法
ほう

 ： 共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、社会
しゃかい

参加
さんか

の機会
きかい

の確保
かくほ

および地域
ちいき

社会
しゃかい

における共 生
きょうせい

、

社会
しゃかい

的
てき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に役立つ
やくだ  

よう、 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

・社会
しゃかい

生 活
せいかつ

の支援
しえん

を総合的
そうごうてき

かつ計画
けいかく

的
てき

に行う
おこな 

ことを目的
もくてき

に

定め
さだ  

られた法律
ほうりつ
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２ 計画
けいかく

の位
い

置
ち

付
づ

け 
 

余市町
よいちちょう

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

は、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

基本
き ほ ん

法
ほう

」第
だい

１１条
じょう

第
だい

３項
こう

に基づ
もと   

く「市町村
しちょうそん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」として、今後
こ ん ご

進め
す す  

ていく障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方向
ほうこう

や目標
もくひょう

を総合的
そうごうてき

に定める
さ だ    

計画
けいかく

で

す。 

余市町
よいちちょう

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

は「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」第
だい

８８条
じょう

に基づ
もと   

く「市町村
しちょうそん

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」として、障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の中
なか

の実施
じ っ し

計画
けいかく

的
てき

な位置
い ち

づけのものとして、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サ

ービスや地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

のため、具体的
ぐたいてき

な数値
す う ち

目標
もくひょう

を定める
さ だ    

も

のです。 

余市町
よいちちょう

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、「児
じ

童
どう

福祉
ふ く し

法
ほう

」第
だい

３３条
じょう

の２０に基づ
もと   

く「市町村
しちょうそん

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」として、障
しょう

がいのある子
こ

どもを対象
たいしょう

とする各種
かくしゅ

支援
し え ん

事業
じぎょう

に関する
か ん   

具体的
ぐたいてき

な

実施
じ っ し

内容
ないよう

、見込み量
み こ  り ょ う

等
とう

を定める
さ だ    

ものです。 

余市町
よいちちょう

では、「余市町
よいちちょう

総合
そうごう

計画
けいかく

」を上位
じょうい

計画
けいかく

とし、関連
かんれん

計画
けいかく

等
とう

との整合
せいごう

性
せい

を図り
は か  

ながら、

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

と一体的
いったいてき

に策定
さくてい

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

を図り
は か  

ます。 

 

■計画
けいかく

の位
い

置
ち

付
づ

け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[国
くに

] 第
だい

５次
じ

障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

 

[北海道
ほっかいどう

] 第
だい

１期
き

ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン 

 第
だい

５次
じ

余市町
よいちちょう

総合
そうごう

計画
けいかく

 

第
だい

９期
き

余市町
よいちちょう

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

・ 

余市町
よいちちょう

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

 

 連
れん

 携
けい

 

 

第
だ い

７期
き

余市町
よ い ち ち ょ う

障
しょう

がい者
し ゃ

計画
け い か く

・障
しょう

がい福
ふ く

祉
し

計
け い

画
か く

及
お よ

び 

第
だ い

３期
き

余
よ

市
い ち

町
ちょう

障
しょう

がい児
じ

福
ふ く

祉
し

計
け い

画
か く
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３ 計画
けいかく

の期間
き か ん

 
 

本
ほん

計画
けいかく

の期間
き か ん

は、令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

までの３年
ねん

間
かん

とします。 

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」に基づ
もと   

く市町村
しちょうそん

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

と「児
じ

童
どう

福祉
ふ く し

法
ほう

」に基づ
もと   

く市町村
しちょうそん

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は３年
ねん

を１期
き

として定める
さ だ    

計画
けいかく

とされていることから、計画
けいかく

を一体的
いったいてき

に策定
さくてい

し、令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

までの計画
けいかく

としていますが、定
てい

期
き

的
てき

に調査
ちょうさ

・分析
ぶんせき

およ

び評価
ひょうか

を行い
おこな  

、必要
ひつよう

がある場合
ば あ い

は計画
けいかく

の見直し
み な お  

等
とう

の措置
そ ち

を講
こう

ずることとします。 

 

 

■計画
けいかく

期間
き か ん

 

  計画名
けいかくめい

 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

国
くに

 障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

   第
だい

４次
じ

 第
だい

５次
じ

(R5～R9) 

  

北海道
ほっかいどう

 

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

 
  第

だい

２期
き

 

第
だい

１期
き

 

ほっかいどう 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン 

北海道障
ほっかいどうしょう

がい 

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
  第

だい

５期
き

 第
だい

６期
き

 (R6～R11) 

  

 
総合
そうごう

計画
けいかく

   第
だい

４次
じ

 

（H24～R3） 

第
だい

５次
じ

 

（R4～R13） 

   

余市町
よいちちょう

 
障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

 
障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

（H30～R2） 

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

（R3～R5） 

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

(R6～R8） 
  

 
障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
第
だい

５期
き

（H30～

R2） 

第
だい

６期
き

 

（R3～R5） 

第
だい

７期
き

 

(R6～R8） 
  

 
障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
第
だい

１期
き

（H30～

R2） 

第
だい

２期
き

 

（R3～R5） 

第
だい

３期
き

 

(R6～R8） 
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４ 計画
けいかく

の策定
さくてい

体制
たいせい

 

（１）障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

アンケート調査
ちょうさ

 

余市町
よいちちょう

の身体
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

又
また

は精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

している人
ひと

を

対象
たいしょう

に、生活
せいかつ

実態
じったい

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス利用
り よ う

に関
かん

する今後
こ ん ご

の意向
い こ う

などについてアンケート

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。また、障
しょう

がい児
じ

については、幼稚園
ようちえん

・保育所
ほい く じ ょ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、養護
よ う ご

学校
がっこう

にアンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 

 

（２）パブリックコメント 

町民
ちょうみん

の意見
い け ん

を聴取
ちょうしゅ

するため、パブリックコメントを令和
れ い わ

６年
ねん

２月
がつ

１日
にち

から令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

４日
にち

まで実施
じ っ し

しました。パブリックコメントの結果
け っ か

、●●件
けん

の意
い

見
けん

提
てい

出
しゅつ

がありました。 

 

（３）余市町
よいちちょう

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

等
とう

懇談会
こんだんかい

からの意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

 

余市町
よいちちょう

の保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

の代表者
だいひょうしゃ

等
とう

で構成
こうせい

する「余市町
よいちちょう

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

等
とう

懇談
こんだん

会
かい

」において、専門的
せんもんてき

・総合的
そうごうてき

な見地
け ん ち

から意見
い け ん

をいただきました。 

 

（４）計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

・評価
ひょうか

 

各年度
かくねんど

における計画
けいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえながら、目標
もくひょう

数値
す う ち

が達成
たっせい

できるよう関係
かんけい

機
き

関
かん

との連携
れんけい

を図
はか

り、その実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

と進行
しんこう

管理
か ん り

に努
つと

めます。 

また、３年
ねん

ごとに行
おこな

われる計画
けいかく

見直
み な お

しの機会
き か い

を捉
とら

えて、それまでの取
と

り組
く

みを評価
ひょうか

する

とともに、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

に対
たい

して必要
ひつよう

な指導
し ど う

・助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

います。 
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５ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

・制度
せ い ど

等
とう

の動向
どうこう

 
 

■計
けい

画
かく

策
さく

定
てい

に関
かん

する動
どう

向
こう

 

≪国
くに

≫ 

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

 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

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

（平成
へいせい

23年
ねん

8月
がつ

） 

〇目 的
もくてき

と理念
り ね ん

の改 正
かいせい

・強 化
きょうか

 

・基本的
きほんてき

人 権
じんけん

の 尊 重
そんちょう

 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

・ 障
しょう

がいの定義
て い ぎ

の見直し
み な お し

 

・地域
ち い き

における共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

〇差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

 

〇個
こ

別
べつ

分野
ぶ ん や

の追加
つ い か

と既存
き そ ん

分野
ぶ ん や

の強化
きょうか

 

・療 育
りょういく

、防災
ぼうさい

及び
お よ び

防犯
ぼうはん

、消費者
しょうひしゃ

としての 障
しょう

が

い者
しゃ

の保護
ほ ご

、選挙
せんきょ

等
とう

における配慮
はいりょ

等
とう

 

障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の施行
しこう

（平成
へいせい

25年
ねん

4月
がつ

） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の定義
ていぎ

に 難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

を追加
ついか

 

〇重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の 対 象
たいしょう

に知的
ち て き

・精
せい

神
しん

障
しょう

がい

により行動障
こうどうしょう

がいのある人
ひと

を追加
つ い か

 

〇共 同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
か い ご

（ケアホーム）の共 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）への一元化
い ち げ ん か

 

〇障 害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

を障 害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

に見
み

直
なお

し 

障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の改正
かいせい

（令和
れいわ

６年
ねん

4月
がつ

） 

〇地域
ちいき

生 活
せいかつ

の支援
しえん

体 制
たいせい

の 充 実
じゅうじつ

 

〇多様
たよう

な 就 労
しゅうろう

ニーズに対
たい

する支
し

援
えん

及
およ

び雇
こ

用
よう

の質
しつ

の 向 上
こうじょう

の推 進
すいしん

 

〇データベース（ＤＢ）に関
かん

する規
き

定
てい

の整
せい

備
び

 

第
だい

５次
じ

障 害 者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計画
けいかく

の策定
さくてい

（令和
れいわ

５年
ねん

３月
がつ

） 

〇差別
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

及
およ

び 虐 待
ぎゃくたい

の

防止
ぼうし

 

〇安 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

 

〇情 報
じょうほう

アクセシビリティの向
こう

上
じょう

及
およ

び意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

の充 実
じゅうじつ

 

〇防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

等
とう

の推進
すいしん

 

〇行 政
ぎょうせい

等
とう

における配慮
はいりょ

の充 実
じゅうじつ

 

〇保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

 

〇自立
じ り つ

した生活
せいかつ

の支援
し え ん

・意思
い し

決定
けってい

の推進
すいしん

 

〇教 育
きょういく

の振興
しんこう

 

〇雇用
こ よ う

・ 就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

〇文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

の振興
しんこう

 

〇国際
こくさい

社会
しゃかい

での 協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

の推進
すいしん

 

基本
き ほ ん

指針
し し ん

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

５年
ねん

５月
がつ

） 

〇 入 所
にゅうしょ

等
とう

から地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

の継 続
けいぞく

の支援
しえん

 

〇 精 神 障
せいしんしょう

がいにも対 応
たいおう

した地域
ちいき

包 括
ほうかつ

ケアシ

ステムの構 築
こうちく

 

〇福祉
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

等
とう

 

〇地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

〇虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

〇「地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

 

〇障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の確保
か く ほ

 

〇 障
しょう

がい福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・定 着
ていちゃく

 

〇よりきめ細
こま

かい地
ち

域
いき

ニーズを踏
ふ

まえた 障
しょう

が

い福祉
ふ く し

計画
けいかく

の策定
さくてい

 

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

の情 報
じょうほう

取得
しゅとく

利用
り よ う

・意思
い し

疎通
そ つ う

の推進
すいしん

 

〇 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

に基
もと

づく 難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

への

支援
し え ん

の明確化
め い か く か
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■計画
けいかく

策定
さくてい

に関
かん

する動
どう

向
こう

 

≪国
くに

≫ 

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

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

６年
ねん

４月
がつ

） 

〇子
こ

育
そだ

て世帯
せたい

に対
たい

する包 括 的
ほうかつてき

な支援
しえん

のための体
たい

制
せい

強
きょう

化
か

及
およ

び事
じ

業
ぎょう

の拡 充
かくじゅう

 

・児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターが地域
ち い き

における 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

役割
やくわり

を担
にな

うことの明確化
め い か く か

 

・児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

の類型
るいけい

（福祉型
ふ く し が た

、医療型
いりょうがた

）の一元化
い ち げ ん か

 

基本
きほん

指針
ししん

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

５年
ねん

５月
がつ

） 

〇 障
しょう

がい児
じ

のサービス 提 供
ていきょう

体 制
たいせい

の計 画 的
けいかくてき

な構 築
こうちく

 

〇発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

支援
しえん

の一 層
いっそう

の 充 実
じゅうじつ

 

〇よりきめ細
こま

かい地
ち

域
いき

ニーズを踏
ふ

まえた 障
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

 

≪北海道
ほっかいどう

≫ 

条 例
じょうれい

・計画
けいかく

 

北 海 道 障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

条 例
じょうれい

の施行
しこう

（平成
へいせい

22年
ねん

4月
がつ

） 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

を支
ささ

える基
き

本
ほん

的
てき

施
し

策
さく

等
とう

    ○ 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

  

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

が暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくり    ○ 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する 就
しゅう

労
ろう

の支援
し え ん

等
とう

 

第
だい

１期
き

ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プランの策定
さくてい

（令和
れ い わ

６年
ねん

度
ど

～令和
れ い わ

11年度
ね ん ど

） 

○北
ほっ

海道障
かいどうしょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

と北海道障
ほっかいどうしょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

を統合
とうごう

 

○「希望
き ぼ う

するすべての 障
しょう

がい者
しゃ

が安 心
あんしん

して地域
ちいき

で暮
く

らせる社
しゃ

会
かい

の実 現
じつげん

」を目
め

指
ざ

す 

○計画
けいかく

期間
き か ん

は６年
ねん

とし、３年
ねん

で中 間
ちゅうかん

見直し
み な お し

を図る
は か る

。 

○北 海 道 障
ほっかいどうしょう

がい保健
ほけん

福祉圏域
ふくしけんいき

を設 定
せってい

し、本 道
ほんどう

を 21区分
くぶん

とする（余 市 町
よいちちょう

：後 志 圏 域
しりべしけんいき

） 

≪計 画
けいかく

推 進
すいしん

のための具体的
ぐたいてき

な取 組
とりくみ

≫ 

① 権利
けんり

擁護
ようご

の推 進
すいしん

 

② 障
しょう

がいのある人
ひと

が暮
く

らしやすい地
ち

域
いき

づくり 

③ 就 労
しゅうろう

支援
しえん

施策
しさく

の 充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

④ 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

・地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

⑤ サービス提 供
ていきょう

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

 

⑥ 保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

・医療
いりょう

施策
し さ く

の充 実
じゅうじつ

 

⑦ 多様
た よ う

な人材
じんざい

の確保
か く ほ

・定 着
ていちゃく

・養成
ようせい

及
およ

びサービスの質
しつ

の向 上
こうじょう

 

⑧ 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

⑨ 発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

や在宅
ざいたく

の 障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

への支援
し え ん

 

⑩ 自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

・取組
とりくみ

定 着
ていちゃく

 

⑪ 北海道
ほっかいどう

意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

条 例
じょうれい

・手話
しゅわ

言語
げんご

条 例
じょうれい

の施策
しさく

の推 進
すいしん

 

⑫ 安 全
あんぜん

確保
かくほ

に備
そな

えた地
ち

域
いき

づくりの推 進
すいしん
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■その他
た

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する動向
どうこう

 

≪国
くに

≫ 

法律
ほうりつ

・政策
せいさく

 

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼ う し ほ う

の施行
し こ う

（平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼうし

と 虐 待
ぎゃくたい

の早期
そうき

発 見
はっけん

・対 応
たいおう

と再 発
さいはつ

防止
ぼうし

等
とう

の取 組
とりくみ

を規定
きてい

 

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
し こ う

（平成
へいせい

28年
ねん

4
４

月
がつ

） 

〇「差別
さべつ

の禁止
きんし

」の規定
きてい

を具体化
ぐ た い か

し、国
くに

・地方
ちほう

自治体
じ ち た い

による「合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

」の義務化
ぎ む か

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

６年
ねん

４
４

月
がつ

） 

〇民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

による「合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

」の義務化
ぎ む か

 

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
し え ん ほ う

の改正
かいせい

（平
へい

成
せい

28年
ねん

８月
がつ

） 

〇社 会 的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除 去
じょきょ

など 発 達 障
はったつしょう

がいのある人
ひと

への支援
しえん

に係
かか

る基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

の新 設
しんせつ

 

〇国
くに

・地方
ちほう

公
こう

自治体
じ ち た い

の責務
せきむ

の追加
つ い か

（相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

） 

〇教 育
きょういく

・情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

・就 労
しゅうろう

・地域
ち い き

生活
せいかつ

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

・司法
し ほ う

手続
てつづき

・家族
か ぞ く

に関
かん

する支援
し え ん

の規定
き て い

 

〇発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

、発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい者
しゃ

支
し

援
えん

センターの増
ぞう

設
せつ

 

〇普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に関する
か ん す る

規定
き て い

 

障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

推進法
すいしんほう

の施行
し こ う

（平
へい

成
せい

30年
ねん

６
６

月
がつ

） 

○文化
ぶんか

芸 術
げいじゅつ

活 動
かつどう

を通じた
つ う じ た

障
しょう

がいのある人
ひと

の個性
こせい

と 能 力
のうりょく

の発揮
はっき

及び
および

社 会
しゃかい

参加
さんか

の促 進
そくしん

 

ユニバーサル社会
しゃかい

実現
じつげん

推進法
すいしんほう

の施行
し こ う

（平成
へいせい

30年
ねん

12月
がつ

） 

○年
ねん

齢
れい

、性 別
せいべつ

、 障
しょう

がい、文化
ぶんか

などの違
ちが

いに関
かか

わりなく誰
だれ

もが地域
ちいき

社 会
しゃかい

の一 員
いちいん

として支
ささ

え合
あ

う

中
なか

で安
あん

心
しん

して暮
く

らし、一
ひと

人
り

ひとりが持
も

てる 力
ちから

を発揮
は っ き

して元気
げ ん き

に活動
かつどう

できる「ユニバーサル社会
しゃかい

」

の実現
じつげん

 

読
どく

書
しょ

バリアフリー法
ほう

の施
し

行
こう

（令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

６月
がつ

） 

○全
すべ

ての国 民
こくみん

が等
ひと

しく読
どく

書
しょ

を通
つう

じて文字
も じ

・活字
かつじ

文化
ぶんか

の恵 沢
けいたく

を 享 受
きょうじゅ

することができる社 会
しゃかい

の

実 現
じつげん

 

○視 覚 障
しかくしょう

がいのある人
ひと

の読書
どくしょ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

 

農
のう

福
ふく

連携
れんけい

等
など

推進
すいしん

ビジョンの策定
さくてい

（令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

６月
がつ

） 

〇農
のう

福
ふく

連 携
れんけい

等
とう

の推 進
すいしん

に向けて
む け て

 

〇農
のう

福
ふく

連
れんけい

携を推 進
すいしん

するためのアクション
あ く し ょ ん

 

〇農
のう

福
ふく

連 携
れんけい

の広
ひろ

がりの推進
すいしん

 

児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

施行令
し こ う れ い

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

10月
がつ

） 

〇 就 学 前
しゅうがくまえ

障
しょう

がい児
じ

を 対 象
たいしょう

とした児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

等
とう

のサービス
さ ー び す

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

の無償化
むしょうか
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■その他
た

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する動向
どうこう

 

≪国
くに

≫ 

法律
ほうりつ

・政策
せいさく

 

電
でん

話
わ

リレーサービス法
ほう

の施行
し こ う

（令和
れ い わ

２年
ねん

12月
がつ

） 

○聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

が手話通
しゅわつう

訳 者
やくしゃ

などを介
かい

して連
れん

絡
らく

を取
と

る「電話
でんわ

リレーサービス」（パソコン

やスマホの画面
がめん

を通
つう

じて手
しゅ

話
わ

や文字
も じ

で発 信
はっしん

し、通訳
つうやく

が通話先
つ う わ さ き

にその内容
ないよう

を伝
つた

えるもの）を制度化
せ い ど か

し、交付
こ う ふ

金
きん

制度
せ い ど

の創設
そうせつ

を整備
せ い び

 

バリアフリー法
ほう

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

３年
ねん

４月
がつ

） 

○ソフト対 策
たいさく

の取 組
とりくみ

の強 化
きょうか

、国 民
こくみん

に向
む

けた広
こう

報
ほう

啓
けい

発
はつ

の取 組
とりくみ

の促 進
そくしん

を規定
きてい

 

○市
し

町
ちょう

村
そん

による「 心
こころ

のバリアフリー」の推 進
すいしん

に関
かん

する事
じ

項
こう

を追
つい

加
か

 

社会
しゃかい

福祉法
ふ く し ほ う

等
とう

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

３年
ねん

４月
がつ

） 

〇地域
ちいき

住 民
じゅうみん

の複雑化
ふくざつか

・複合化
ふくごうか

した支援
しえん

ニーズに対 応
たいおう

する市 町 村
しちょうそん

の包 括 的
ほうかつてき

な支援
しえん

体 制
たいせい

の構 築
こうちく

の

支援
しえん

（ 重 層 的
じゅうそうてき

支援
しえん

体 制
たいせい

整備
せいび

事 業
じぎょう

の創 設
そうせつ

） 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援法
し え ん ほ う

の施行
し こ う

（令
れい

和
わ

３年
ねん

９月
がつ

） 

〇「医 療 的
いりょうてき

ケア児
じ

」を定義
ていぎ

し、国
くに

や地方
ちほう

自治体
じ ち た い

が医
い

療
りょう

的
てき

ケア児
じ

の支援
しえん

を 行
おこな

う責
せき

務
む

を負
お

うことを

明文化
め い ぶ ん か

 

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
し さ く

推進法
すいしんほう

の施行
し こ う

（令
れい

和
わ

４年
ねん

５月
がつ

） 

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

の 情 報
じょうほう

取 得
しゅとく

や利用
りよう

、意思
い し

疎通
そつう

支援
しえん

に係
かか

る具
ぐ

体
たい

的
てき

施
し

策
さく

の策 定
さくてい

・実施
じっし

の義務化
ぎ む か

 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

５年
ねん

４月
がつ

、令
れい

和
わ

６年
ねん

４月
がつ

） 

○雇用
こよう

の質
しつ

の 向 上
こうじょう

のための事 業
じぎょう

主
ぬし

の責務
せきむ

の明確化
めいかくか

 

〇 精 神 障
せいしんしょう

がいのある短時間
たんじかん

労 働 者
ろうどうしゃ

の雇用率
こようりつ

算 定
さんてい

に係
かか

る特
とく

例
れい

の 延 長
えんちょう

 

〇 週
しゅう

所定
しょてい

労働
ろうどう

時間
じ か ん

10時間
じ か ん

以上
いじょう

20時間
じ か ん

未満
み ま ん

で 働
はたら

く 重
じゅう

度
ど

障
しょう

がいのある人
ひと

の算定
さんてい

特例
とくれい

 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふ く し ほ う

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

５年
ねん

４月
がつ

、令
れい

和
わ

６年
ねん

４月
がつ

） 

〇 精 神 障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

の希望
きぼう

やニーズに応
おう

じた支
し

援
えん

体
たい

制
せい

の整備
せいび

 

・家族
かぞく

等
とう

が意思
い し

表 示
ひょうじ

を 行
おこな

わない場
ば

合
あい

の市 町
しちょう

村 長
そんちょう

の同意
どうい

による医療
いりょう

保護
ほ ご

入 院
にゅういん

 

・ 入 院 者
にゅういんしゃ

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の創 設
そうせつ

 

・医 療
いりょう

機関
きかん

における 虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

措置
そ ち

、 虐 待
ぎゃくたい

通 報
つうほう

の義務化
ぎ む か

 

〇地域
ちいき

生 活
せいかつ

の支援
しえん

体 制
たいせい

の 充 実
じゅうじつ

 

・地域
ちいき

援助事
えんじょじ

業 者
ぎょうしゃ

の 紹 介
しょうかい

の義務化
ぎ む か

 

・市 町 村
しちょうそん

等
とう

の相 談
そうだん

支援
しえん

の 対 象
たいしょう

に 精 神 障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

のほか、精 神
せいしん

保健
ほけん

に課題
かだい

を抱
かか

える者
もの

を

追加
ついか
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難
なん

病
びょう

法
ほう

及
およ

び児
じ

童
どう

福
ふく

祉法
し ほ う

の改正
かいせい

（令
れい

和
わ

５年
ねん

10月
がつ

、令
れい

和
わ

６年
ねん

４月
がつ

） 

〇難
なん

病
びょう

患
かん

者
じゃ

及
およ

び 小
しょう

児
に

慢
まん

性
せい

特
とく

定
てい

疾
しっ

病
ぺい

児
じ

童
どう

等
とう

に対
たい

する医
い

療
りょう

費
ひ

助
じょ

成
せい

の開始
かいし

時期
じ き

の見
み

直
なお

し 

〇 難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

及
およ

び小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 病
しっぺい

児童
じどう

等
とう

に対
たい

する「登
とう

録
ろく

者
しゃ

証
しょう

」の発
はっ

行
こう

事
じ

業
ぎょう

の創
そう

設
せつ

 

〇データベース（ＤＢ）に関
かん

する規
き

定
てい

の整
せい

備
び

 

 

■その他
た

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する動向
どうこう

 

≪北海道
ほっかいどう

≫ 

条 例
じょうれい

・計画
けいかく

 

北海道
ほっかいどう

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

条例
じょうれい

・手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

の施行
し こ う

（平
へい

成
せい

30年
ねん

４月
がつ

） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の意思
い し

疎通
そつう

の総 合 的
そうごうてき

な支援
しえん

、言語
げんご

としての手話
しゅわ

の認 識
にんしき

の普 及
ふきゅう

 

北海道
ほっかいどう

ケアラー支援
し え ん

条例
じょうれい

の施行
し こ う

（令
れい

和
わ

４年
ねん

４月
がつ

） 

〇ケアラー支援
しえん

に関
かん

する道
どう

の責務
せきむ

並
なら

びに道 民
どうみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、関 係
かんけい

機関
きかん

等
とう

の役 割
やくわり

の明確化
めいかくか

 

北海道
ほっかいどう

ケアラー支援
し え ん

推進
すいしん

計画
けいかく

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

７年度
ね ん ど

）の策定
さくてい

 

〇普 及
ふきゅう

啓 発
けいはつ

の促 進
そくしん

 

〇早期
そうき

発 見
はっけん

及び
および

相 談
そうだん

の場
ば

の確保
かくほ

 

〇ケアラーを支援
しえん

するための地域
ち い き

づくり 
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６ 北海道障
ほっかいどうしょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

 
 

北海道
ほっかいどう

では、サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

が、地域間
ちいきかん

の格差
か く さ

を縮 小
しゅくしょう

しながら進
すす

められる

よう、サービスの種類
しゅるい

ごとの支給量
しきゅうりょう

及
およ

び整備量
せいびりょう

を見
み

込
こ

み、推進
すいしん

管理
か ん り

等
とう

を行
おこな

う「区域
く い き

」を

設定
せってい

しています。 

（１）施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

…全道域
ぜんどういき

 

（２）共
きょう

同
どう

生
せい

活
かつ

援
えん

助
じょ

及
およ

び日
にっ

中
ちゅう

活
かつ

動
どう

系
けい

サービス…北海道障
ほっかいどうしょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

（21圏域
けんいき

） 

（３）訪問
ほうもん

系
けい

サービス及
およ

び相
そう

談
だん

支
し

援
えん

…市
し

町
ちょう

村
そん

圏
けん

域
いき

（179圏域
けんいき

） 

 

北海道障
ほっかいどうしょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

は、障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の積極的
せっきょくてき

な推進
すいしん

を図
はか

るため、市町村
しちょうそん

の

人口
じんこう

規模
き ぼ

や各種
かくしゅ

施策
し さ く

の内容
ないよう

等
とう

に応
おう

じた広域的
こういきてき

な調整
ちょうせい

を行
おこな

うことを目的
もくてき

に設定
せってい

されてお

り、余市町
よいちちょう

は「後志圏域
しりべしけんいき

」に位
い

置
ち

付
づ

けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                 

            資料：北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉

課  

【後志圏域
しりべしけんいき

】 

小樽市
お た る し

、島牧村
しままきむら

、寿都村
す っ つ む ら

、黒松内町
くろまつないちょう

、蘭越町
らんこしちょう

、ニセコ

町
ちょう

、 真狩村
まっかりむら

、 留寿都村
る す つ む ら

、 喜茂別町
き も べ つ ち ょ う

、 京極町
きょうごくちょう

、

倶知安町
くっちゃんちょう

、 共和町
きょうわちょう

、 岩内町
いわないちょう

、 泊村
とまりむら

、 神恵内村
かもえないむら

、

積丹町
しゃこたんちょう

、古平町
ふるびらちょう

、仁木町
に き ち ょ う

、余市町
よいちちょう

、赤井川村
あかいがわむら
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第
だい

２章
しょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

を取り巻く現状
げんじょう

と課題
かだい

 
 

１ 人口
じんこう

構造
こうぞう

 
 

余市町
よいちちょう

の人口
じんこう

は減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、平
へい

成
せい

12年
ねん

の23,685人
にん

から減少
げんしょう

が続
つづ

き、令和
れ い わ

5年
ねん

９月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

の住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

では、17,328人
にん

（外国
がいこく

人
じん

を含む
ふ く  

）となっており約
やく

27％減
げん

となっています。 

年
ねん

齢
れい

区分
く ぶ ん

別
べつ

に見る
み  

と、年少人口
ねんしょうじんこう

（15歳
さい

未満
み ま ん

）の割合
わりあい

が減少
げんしょう

しているのに対し
た い  

、高齢
こうれい

者
しゃ

人
じん

口
こう

（65歳
さい

以上
いじょう

）は増加
ぞ う か

しており、高齢化率
こうれいかりつ

は令和
れ い わ

5年
ねん

９月
がつ

1日現在
げんざい

で41.0%と国
くに

・道
どう

の

高齢化率
こうれいかりつ

と比較
ひ か く

をして高い
たか   

水準
すいじゅん

となっており、少
しょう

子
し

高齢化
こうれいか

の進行
しんこう

がうかがえます。 

 

 総人口
そ う じ ん こ う

の推移
す い い

  

 

 

 

 

 

 

 

資料
しりょう

：国勢
こくせい

調査
ちょうさ

（令和
れ い わ

5年
ねん

は住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

9月
がつ

１日
  にち

時点
じ て ん

のデータによる） 

 
 

  年齢
ねんれい

3区分
く ぶ ん

別
べつ

人口
じ ん こ う

割合
わりあい

の推移
す い い

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料
しりょう

：国勢
こくせい

調査
ちょうさ

（令和
れ い わ

5年
ねん

は住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

9月
がつ

１日
  にち

時点
じ て ん

のデータによる） 
  

3,052 2,722 2,371 1,995 1,667 1,502

14,973
13,617

12,215
10,452

9,020 8,727

5,660
6,394

6,672
7,130

7,260 7,099

23,685 22,734
21,258

19,607
18,000 17,328

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和5年

（人）

人口（0～14歳） 人口（15～64歳） 人口（65歳以上）

12.9%

12.0%

11.2%

10.2%

9.3%

8.7%

63.2%

59.9%

57.5%

53.3%

50.1%

50.4%

23.9%

28.1%

31.4%

36.4%

40.3%

41.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

令和2年

令和5年

人口（0～14歳） 人口（15～64歳） 人口（65歳以上）
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  高齢化率
こ う れ い か り つ

の推移
す い い

   

 

  
平成
へいせい

 平成
へいせい

 平成
へいせい

 平成
へいせい

 令和
れ い わ

 令和
れ い わ

 

12年
ねん

 17年
ねん

 22年
ねん

 27年
ねん

 2年
ねん

 5年
ねん

 

余市町
よいちちょう

 23.9% 28.1% 31.4% 36.4% 40.3% 41.0% 

北海道
ほっかいどう

 18.2% 21.4% 24.4% 29.0% 31.8% 32.8% 

全
ぜん

 国
こく

 17.3% 20.1% 23.0% 26.3% 28.0% 29.1% 

資料
しりょう

：国勢
こくせい

調査
ちょうさ

（令和
れ い わ

5年
ねん

は住民
じゅうみん

基本
き ほ ん

台帳
だいちょう

9月
がつ

１日
  にち

時点
じ て ん

のデータによる） 

 

 

  世帯数
せ た い す う

の推移
す い い

   

世帯数
せたいすう

の推移
す い い

を見る
み  

と、それまでの増加
ぞ う か

傾向
けいこう

が、平成
へいせい

12年
ねん

をピークに減少
げんしょう

に転
てん

じ、

令和
れ い わ

2年
ねん

には8,283世帯
せ た い

となっています。 

一方
いっぽう

、１世帯
せ た い

あたりの人員
じんいん

も減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、令和2年
ねん

では2.2人
にん

と核家族化
か く か ぞ く か

の進行
しんこう

が

うかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料

しりょう

：国勢調査

こくせいちょうさ

 

 

  

9,043

9,387 9,310

9,051

8,769

8,283

2.7人
2.5人

2.4人
2.3人

2.2人 2.2人

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

8,000

8,250

8,500

8,750

9,000

9,250

9,500

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人）（世帯）

世帯数 1世帯あたり人員
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２ 障
しょう

がいのある人
ひと

の状 況
じょうきょう

 
 

（１）手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

 

手帳所持者数
てちょうしょじしゃすう

については、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

末
まつ

の1,193人
にん

から、令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

末
まつ

では150人
にん

減
げん

の1,043人
にん

となっています。障
しょう

がいの種別
しゅべつ

を見る
み  

と、身体
しんたい

に障
しょう

がいのある人
ひと

が約
やく

7割
わり

を占め
し  

ています。 

また、発達
はったつ

障
しょう

がいについては、「発達
はったつ

障
しょう

害
がい

者
しゃ

支援
し え ん

法
ほう

」により「自閉症
じへいしょう

、アスペルガー

症候群
しょうこうぐん

その他
た

の広汎
こうはん

性
せい

発達
はったつ

障
しょう

害
がい

、学習
がくしゅう

障
しょう

害
がい

、注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障
しょう

害
がい

その他
た

これに類
るい

する

脳
のう

機能
き の う

の障
しょう

害
がい

であってその症 状
しょうじょう

が通常低
つうじょうてい

年
ねん

齢
れい

において発現
はつげん

するものとして政令
せいれい

で

定める
さだ     

もの」と定義
て い ぎ

されており、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」の対象
たいしょう

として規定
き て い

されています。 

さらに、平成
へいせい

２５年
ねん

４月
がつ

から障
しょう

がいのある人
ひと

の定義
て い ぎ

に難病
なんびょう

等
とう

が追加
つ い か

され、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」の対象
たいしょう

として規定
き て い

されており、対象
たいしょう

疾病
しっぺい

が当初
とうしょ

の１３０疾病
しっぺい

から令和
れ い わ

６年
ねん

４

月
がつ

には３６9疾病
しっぺい

へ見
み

直
なお

しが行
おこな

われます。 

 

余市町
よいちちょう

における障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
し ょじしゃすう

 

 

上段
じょうだん

（人
にん

）、下段
げ だ ん

構成
こうせい

比
ひ

（％） 

 
H30年度

ねんど

末
まつ

 R元
がん

年度
ね ん ど

末
まつ

 R2年度
ね ん ど

末
まつ

 R3年度
ね ん ど

末
まつ

 R4年度
ね ん ど

末
まつ

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

 1,193 1,166 1,145 1,093 1,043 

構成比
こ う せ い ひ

 73.7% 73.3% 73.1% 70.6% 68.9% 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

 250 255 260 266 273 

構成比
こ う せ い ひ

 15.4% 16.0% 16.6% 17.2% 18.0% 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

 176 169 161 190 198 

構成比
こ う せ い ひ

 10.9% 10.6% 10.3% 12.3% 13.1% 

合計
ごうけい

 1,619 1,590 1,566 1,549 1,514 

※構成比
こうせいひ

は合計
ごうけい

に対する
たい      

割合
わりあい

 

  



第２章
だい  しょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

14 

（２）手帳
てちょう

等
とう

級 別
きゅうべつ

割合
わりあい

の推移
すいい

 

①身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

手帳等級別割合
てちょうとうきゅうべつわりあい

の推移
す い い

 

手帳
てちょう

の等
とう

級
きゅう

別
べつ

では１級
きゅう

の割合
わりあい

が高く
たか   

令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

末
まつ

では324人
にん

（31.1％）、次
つぎ

に４級
きゅう

が

287人
にん

（27.5％）となっていますが、構成
こうせい

に大
おお

きな変動
へんどう

は見
み

られません。 

 

上段
じょうだん

（人
にん

）、下段
げ だ ん

構成
こうせい

比
ひ

（％） 

 
H30年度

ねんど

末
まつ

 R元
がん

年度
ね ん ど

末
まつ

 R2年度
ね ん ど

末
まつ

 R3年度
ね ん ど

末
まつ

 R4年度
ね ん ど

末
まつ

 

1級
きゅう

 352 348 341 337 324 

構成比
こ う せ い ひ

 29.5% 29.8% 29.8% 30.8% 31.1% 

2級
きゅう

 181 175 166 152 140 

構成比
こ う せ い ひ

 15.2% 15.0% 14.5% 13.9% 13.4% 

3級
きゅう

 197 192 190 181 173 

構成比
こ う せ い ひ

 16.5% 16.5% 16.6% 16.6% 16.6% 

4級
きゅう

 326 315 315 302 287 

構成比
こ う せ い ひ

 27.3% 27.0% 27.5% 27.6% 27.5% 

5級
きゅう

 77 77 75 68 65 

構成比
こ う せ い ひ

 6.5% 6.6% 6.6% 6.2% 6.2% 

6級
きゅう

 60 59 58 53 54 

構成比
こ う せ い ひ

 5.0% 5.1% 5.1% 4.8% 5.2% 

合
ごう

 計
けい

 数
すう

 1,193 1,166 1,145 1,093 1,043 
 

②療育
りょういく

手帳等級別割合
てちょうとうきゅうべつわりあい

の推移
す い い

 

手帳
てちょう

の判定
はんてい

別
べつ

では中
ちゅう

程度
て い ど

であるＢ判定
はんてい

の割合
わりあい

が高く
た か  

、平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

以降
い こ う

手帳
てちょう

所持
し ょ じ

者
しゃ

は

多少
たしょう

の増減
ぞうげん

はありますが、構成
こうせい

に大
おお

きな変動
へんどう

は見
み

られません。 

 

上段
じょうだん

（人
にん

）、下段
げ だ ん

構成
こうせい

比
ひ

（％） 

 
H30年度

ねんど

末
まつ

 R元
がん

年度
ね ん ど

末
まつ

 R2年度
ね ん ど

末
まつ

 R3年度
ね ん ど

末
まつ

 R4年度
ね ん ど

末
まつ

 

A判定
はんてい

 92 88 89 91 92 

構成比
こ う せ い ひ

 36.8% 34.5% 34.2% 34.2% 33.7% 

B判定
はんてい

 158 167 171 175 181 

構成比
こ う せ い ひ

 63.2% 65.5% 65.8% 65.8% 66.3% 

合
ごう

 計
けい

 数
すう

 250 255 260 266 273 
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（単位
た ん い

：人
にん

） 

③精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳等級別割合
てちょうとうきゅうべつわりあい

の推移
す い い

 

手帳
てちょう

の等
とう

級
きゅう

別
べつ

では２級
きゅう

の割合
わりあい

が高
たか

く、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

末
まつ

では１３８人
にん

（69.7％）、次
つ

いで３

級
きゅう

が46人（23.2％）、１級
きゅう

が14人
にん

（7.1％）となっています。 

 

上段
じょうだん

（人
にん

）、下段
げ だ ん

構成
こうせい

比
ひ

（％） 

 
H30年度

ねんど

末
まつ

 R元
がん

年度
ね ん ど

末
まつ

 R2年度
ね ん ど

末
まつ

 R3年度
ね ん ど

末
まつ

 R4年度
ね ん ど

末
まつ

 

1級
きゅう

 18 16 14 16 14 

構成比
こ う せ い ひ

 10.2% 9.5% 8.7% 8.4% 7.1% 

2級
きゅう

 121 111 106 129 138 

構成比
こ う せ い ひ

 68.8% 65.7% 65.8% 67.9% 69.7% 

3級
きゅう

 37 42 41 45 46 

構成比
こ う せ い ひ

 21.0% 24.9% 25.5% 23.7% 23.2% 

合
ごう

 計
けい

 数
すう

 176 169 161 190 198 

 

（３）障 害
しょうがい

支援
しえん

区分
くぶん

別
べつ

の認定者数
にんていしゃすう

 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスの支給決定
しきゅうけってい

にあたっては、様々
さまざま

な状態
じょうたい

の障
しょう

がいのある人
ひと

が支援
し え ん

の必要
ひつよう

度
ど

に応
おう

じて適切
てきせつ

なサービスを受
う

けられるよう、「障
しょう

害
がい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

」の制度
せ い ど

が導入
どうにゅう

さ

れており、軽度
け い ど

の区分
く ぶ ん

１から最
さい

重度
じゅうど

の区分
く ぶ ん

６までに分
わ

かれています。 

 

■障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

別
べつ

認定者数
にんていしゃすう

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

 令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 合
ごう

 計
けい

 

  非該当
ひがいとう

 ０ ０ ０ ０ 

  区分
く ぶ ん

 1 ４ ６ ９ １９ 

  区分
く ぶ ん

 2 １１ ９ ８ ２８ 

  区分
く ぶ ん

 3 ８ １５ ７ ３０ 

  区分
く ぶ ん

 4 ３ ６ １ １０ 

  区分
く ぶ ん

 5 ４ ３ ２ ９ 

  区分
く ぶ ん

 6 ４ １０ ３ １７ 

 
合
ごう

 計
けい

 ３４ ４９ ３０ １１３ 
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（単位
た ん い

：人
にん

） ■障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

別
べつ

認定者数
にん てい し ゃ す う

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

 令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 合
ごう

 計
けい

 

  非該当
ひがいとう

 ０ ０ ０ ０ 

  区分
く ぶ ん

 1 ０ ２ １ ３ 

  区分
く ぶ ん

 2 ４ ４ ７ １５ 

  区分
く ぶ ん

 3 ７ ９ ７ ２３ 

  区分
く ぶ ん

 4 ９ ７ １１ ２７ 

  区分
く ぶ ん

 5 ９ １２ ９ ３０ 

  区分
く ぶ ん

 6 ８ ５ ６ １９ 

 
合
ごう

 計
けい

 ３７ ３９ ４１ １１７ 

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

 令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 合
ごう

 計
けい

 

  非該当
ひがいとう

 ０ ０ ０ ０ 

  区分
く ぶ ん

 1 ０ １ ０ １ 

  区分
く ぶ ん

 2 ５ １１ １３ ２９ 

  区分
く ぶ ん

 3 ４ ５ ５ １４ 

  区分
く ぶ ん

 4 １ １ ０ ２ 

  区分
く ぶ ん

 5 ０ ０ ０ ０ 

  区分
く ぶ ん

 6 ０ ０ ０ ０ 

 
合
ごう

 計
けい

 １０ １８ １８ ４６ 

 

難病
なんびょう

等
とう

 令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

 合
ごう

 計
けい

 

  非該当
ひがいとう

 ０ ０ ０ ０ 

  区分
く ぶ ん

 1 ０ ０ ０ ０ 

  区分
く ぶ ん

 2 １ ０ ０ １ 

  区分
く ぶ ん

 3 ０ ０ ０ ０ 

  区分
く ぶ ん

 4 ０ ０ ０ ０ 

  区分
く ぶ ん

 5 ０ ０ ０ ０ 

  区分
く ぶ ん

 6 ０ ０ ０ ０ 

 
合
ごう

 計
けい

 １ 0 0 １ 

※障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

は原則
げ ん そ く

１８歳
 

以上
い じ ょ う

の障
しょう

がいのある方
かた

を対象
たいしょう

としています。 

（身体
し ん た い

と知的
ち て き

の両方
りょうほう

の障
しょう

がいのある人
ひ と

は、知的
ち て き

障
しょう

がい者
し ゃ

に含めて
ふ く     

います） 
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３ アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 
 

第
だい

７期
き

余市町
よいちちょう

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

・障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

及び
およ   

第３期障
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

向けて
む    

の基礎
き そ

資料
しりょう

とすることを目的
もくてき

にアンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

しました。 

その主
おも

な結果
け っ か

は以下
い か

の通り
とお   

です。 

 

（１） 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

アンケート調査
ちょうさ

結果
けっか

 

 

【アンケート調査
ちょうさ

の概要
がいよう

】 

調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

：令和
れ い わ

５年
   ねん

１１月
    がつ

１日
  にち

現在
げんざい

において、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の利用者
り よ う し ゃ

から

無作為
む さ く い

に２５０名
      めい

を抽 出
ちゅうしゅつ

。 

調査
ち ょ う さ

方法
ほうほう

：無記名
む き め い

によるアンケート方式
ほうしき

、郵送
ゆうそう

による調査票
ちょうさひょう

の配布
は い ふ

・回収
かいしゅう

 

調査
ち ょ う さ

期間
き か ん

：令和
れ い わ

５年
   ねん

１１月
   がつ

２４日
    にち

（金
きん

）～令和
  れ い わ

５年
   ねん

１２月
    がつ

７日
にち

（木
もく

） 

回 答 率
か い と う り つ

：６０．８％（１５２件
      けん

） 

 

【アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

の概要
がいよう

】 

◆日常
にちじょう

生活
せいかつ

について 

 

 

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

の状 況
じょうきょう

 

 

 

 

 

  

日常
にちじょう

生活
せいかつ

において、食事
しょくじ

、トイレ、入浴
にゅうよく

、着脱
ちゃくだつ

は、「一人
ひ と り

でできる」と答えた
こた     

方
かた

が多く
おお  

、家事
か じ

、

外出
がいしゅつ

については、「全介助
ぜんかいじょ

」、「一部
い ち ぶ

介助
かいじょ

」を必要
ひつよう

とする割合
わりあい

が多く
おお  

なっています。 

食事 トイレ 入浴 着脱
家の中の

移動
家事 外出

一人でできる 104 107 93 103 118 44 60

時間かければできる 10 3 6 10 12 20 8

一部介助 23 24 29 19 6 28 29

全介助 7 10 14 8 7 53 46

無回答 8 8 10 12 9 7 9

0

20

40

60

80

100

120

140(人)

一人でできる 時間かければできる 一部介助 全介助 無回答
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◆日
にっ

中
ちゅう

の過
す

ごし方
かた

について 

 

 

 

 

日中
にっちゅう

の過
す

ごし方
かた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事上
しごとじょう

の不安
ふ あ ん

や不満
ふ ま ん

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日中
にっちゅう

の過
す

ごし方
かた

については作業所
さぎょうじょ

、施設
し せ つ

で過ごす
す   

方
かた

が約
やく

半数
はんすう

を占めて
し   

います。次いで
つ   

自宅
じ た く

で

過ごす
す   

方
かた

が 20％となっています。 

会社
かいしゃ

勤め
づと   

や自営業
じえいぎょう

・家業
かぎょう

で働いて
はたら      

いる、作業所
さぎょうじょ

に通って
かよ     

いる方
かた

について、仕事
し ご と

をする上
うえ

での

不安
ふ あ ん

や不満
ふ ま ん

については「不安
ふ あ ん

や不満
ふ ま ん

はない」と答えた
こた     

方
かた

が多い
おお   

一方
いっぽう

で、「 収 入
しゅうにゅう

が少ない
すく      

」と

答えた
こた     

方
かた

も多く
おお  

います。 

作業所

31%

施設入所・通所

17%

会社勤め・自営・家業

6%

自宅で過ごす

20%

専業主婦・主夫

2%

入院療養

2%

デイケア・リハビリ

3%

ボランティア

1%

大学・専門学校等

0%

高校・小中学校・

特別支援学級

7%

保育所・幼稚園

1%
その他

2%
無回答

8%

27

13

7

6

5

4

3

2

0

3

26

0 5 10 15 20 25 30

収入が少ない

人間関係がむずかしい

他の仕事や転職がしたい

身分が不安定

通勤がたいへん

自分にあった仕事がない

仕事がむずかしい・きつい

上級や昇進が平等でない

設備が十分でない

その他

不安や不満はない

(人）
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◆外出
がいしゅつ

・社会
しゃかい

参加
さ ん か

の状 況
じょうきょう

について 

 

 

 

 

 

 

外出
がいしゅつ

頻度
ひ ん ど

                外出
がいしゅつ

時
じ

の同伴者
どうはんしゃ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会
しゃかい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

 
 

 

 

 

 

 

 

  

外出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

は、「毎日
まいにち

」、「週
しゅう

に数回
すうかい

」を合わせる
あ    

と 75％を占めて
し   

います。 

外出
がいしゅつ

時
じ

の同伴者
どうはんしゃ

は、「介助者
かいじょしゃ

、ヘルパー」や「家族
か ぞ く

」などの同伴者
どうはんしゃ

と外出
がいしゅつ

する方
かた

が半数
はんすう

以上
いじょう

を

占めて
し   

いる一方
いっぽう

で、「一人
ひ と り

で外出
がいしゅつ

」する人
ひと

も３割
  わり

強
きょう

を占めて
し   

います。 

毎日

43%

週に数回

32%

あまりない

16%

まったくしない

2% 無回答

7%

社会
しゃかい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

について「参加
さ ん か

していない」と答えた
こた     

方
かた

が多く
おお  

を占
し

めています。「その他
  た

」で

は、「患者会
かんじゃかい

の活動
かつどう

に協 力
きょうりょく

」、「学校
がっこう

での部活動
ぶかつどう

」、「リカバリー」、「コロナで活動
かつどう

できていない」、

「福祉
ふ く し

の介護者
かいごしゃ

と週
しゅう

一位
いちくらい

体育館
たいいくかん

に行
い

きウォーキングやストレッチをする」との回答
かいとう

がありまし

た。 

一人で外出

34%

介護者、ホームヘルパー

30%

家族

25%

友人・知人

1%

その他

3%
無回答

7%

24

22

7

7

6

3

2

7

87

0 20 40 60 80 100

友人・仲間との交流

障がい者団体活動

文化・芸術活動

スポーツ・レクリエーション

インターネットの交流

子ども会・町内会など地域活動

ボランティア

その他

参加していない

(人）
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◆福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

や利用
り よ う

意向
い こ う

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆人権
じんけん

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

、困り
こま   

ごとについて 

 

 

 

 

 

差別
さ べ つ

・嫌
いや

な思い
おも   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

差別
さ べ つ

・嫌
いや

な思い
おも   

をした場所
ば し ょ

 
 

 

  

福祉
ふ く し

サービスのうち利用
り よ う

が多い
おお   

サービスは「計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

」となっています。 

今後
こ ん ご

の利用
り よ う

意向
い こ う

については、グループホーム、福祉
ふ く し

タクシーの利用
り よ う

希望
き ぼ う

が多く
お お く

あります。 

また、「施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

」のうち施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

については、今後
こ ん ご

も「利用
り よ う

したい」が１２件
    けん

、「利用
り よ う

した

くない」は１４件
   けん

となっています。 

障
しょう

がいがあることで差別
さ べ つ

や嫌
いや

な思い
おも   

をしたことがあるかについて、「ない」方
かた

が半数
はんすう

以上
いじょう

、「あ

る」、「少し
すこ   

ある」と答えた
こた     

方
かた

が３８％となっています。 

31

22

20

15

9

8

8

5

3

6

0 10 20 30 40

外出先

職場

小中学校・高校

住んでいる地域

仕事をさがすとき

家庭内

医療機関

施設・グループホーム

保育所・幼稚園

その他

（人）

差別
さ べ つ

や嫌
いや

な思い
おも   

をした場所
ば し ょ

として、「外出先
がいしゅつさき

」や「職場
しょくば

」、「学校
がっこう

等
とう

」と答えた
こた     

方
かた

が多く
おお  

なっていま

す。 

ある

21%

少しある

17%

ない

55%

無回答

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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悩み
なや   

・困り
こま   

ごとの相談
そうだん

相手
あ い て

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆福祉
ふ く し

サービスなどの情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

について 

 

 

 

 

 

福祉
ふ く し

サービス情報
じょうほう

の入手先
にゅうしゅさき

 
 

 

  

悩み
なや   

や困った
こま     

ことを相談
そうだん

する相手
あ い て

は、「家族
か ぞ く

」や「施設
し せ つ

職員
しょくいん

」に相談
そうだん

する方
かた

が多く
おお  

なっています。 

福祉
ふ く し

に関する
かん     

情報
じょうほう

入手先
にゅうしゅさき

として、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

や作業所
さぎょうじょ

に通って
かよ     

いる方
かた

は、施設
し せ つ

の職員
しょくいん

から情報
じょうほう

を得て
え  

いる方
かた

が多く
おお  

なっています。 

85

64

34

33

24

11

10

3

1

0

0

11

2

0 20 40 60 80 100

家族・親戚

福祉施設や作業所の職員

障害者相談支援事業所

友人・知人

医師

会社の人・学校の先生

行政職員

障害者相談員

障がい児・障がい者団体、親の会など

子ども家庭相談センター

民生委員

その他

相談する人はいない

(人）

69

46

32

16

15

15

13

12

10

4

4

1

0

0

7

7

0 20 40 60 80

福祉施設・作業所

子ども家庭相談センター

家族・親戚

町ホームページ・広報・ガイドブック

友人・知人

医師

インターネット

行政職員

会社・学校

障害者相談員

障がい者児団体・親の会・家族会

民生委員

障害者相談支援事業所

社会福祉協議会

その他

どこからも得ることはない

(人）
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◆災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

について 

 

 

 

 
 

災害
さいがい

時
じ

の一人
ひ と り

での避難
ひ な ん

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に支援
し え ん

して欲しい
ほ   

こと 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

火事
か じ

や地震
じ し ん

等
とう

の災害
さいがい

時
じ

に、あなたは一人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できるかについて、「できないと思う
おも   

」と答えた
こた     

方
かた

が６０％を占
し

めています。 

できると思う

21%

できないと思う

60%

わからない

15%

無回答

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に支援
し え ん

してほしいこととして、「避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

までの避難
ひ な ん

の支援
し え ん

」や「災害
さいがい

情報
じょうほう

を知
し

らせ

てほしい」、「避難
ひ な ん

時
じ

の声
こえ

かけをしてほしい」との回答
かいとう

が多く
おお  

なっています。 

避難場所までの避難を支援してほしい

災害情報を知らせてほしい

避難時の声かけをしてほしい

必要な治療や薬を確保してほしい

避難場所を教えてほしい

避難場所で介護してほしい

避難場所の設備（トイレ・段差など）を
整備してほしい

手話など、コミュニケーション手段を
確保してほしい

その他

特にない

77

61

56

46

45

31

30

5

4

6

0 25 50 75 100（人）
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◆福祉
ふ く し

施策
し さ く

などについて 

 

 

 

 

 

 

町
まち

が充実
じゅうじつ

すべきこと 
 

 

 

 

 

 

 

  

町
まち

が特
とく

に充実
じゅうじつ

させていくことについて、「障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

にやさしい福祉
ふ く し

のまちづく

り」、「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

」と答えた
こた     

方
かた

が多く
おお  

なっています。 

障がいのある人や高齢者にやさしい
「福祉のまちづくり」を推進すること

障がいのある人とない人の交流を進め、
おたがいの理解を深めること

障がいのある人が住みやすい
公営住宅などを整備すること

グループホームを整備すること

入所できる施設を整備すること

障がいの特性を理解し、子どもの可能性を
伸ばすような教育を進めること

福祉サービスの案内やインターネットによる
広報など、情報提供を充実させること

仕事につけるように手助けすること

通所できる施設を整備すること

ホームヘルパーの派遣など在宅生活支援
サービスを充実させること

文化、スポーツ、レクリエーション活動に
参加できるよう支援すること

早期発見・早期治療に努めること

ボランティア活動を充実させること

その他

特にない

73

59

59

53

47

45

45

44

43

38

30

29

15

3

0

0 20 40 60 80

（人）
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◆自由
じ ゆ う

記述
きじゅつ

 

 

・町
まち

の健
けん

常者
じょうしゃ

と障害
しょうがい

のある人
ひと

との交流会
こうりゅうかい

で経験
けいけん

したことを教
おし

えあう。また、要望
ようぼう

や

情報
じょうほう

交換
こうかん

を共有
きょうゆう

。健
けん

常者
じょうしゃ

も障害者
しょうがいしゃ

も良好
りょうこう

なコミュニケーションを保
たも

てる暮
く

らしがし

たい。 

・在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を支援
し え ん

してもらっているが人
ひと

で不足
ふ そ く

ときいている、もっと充実
じゅうじつ

してほしい。 

・病院
びょういん

へ行く
い  

場合
ば あ い

は車
くるま

を使用
し よ う

できるのですが、銀行
ぎんこう

など自分
じ ぶ ん

の用件
ようけん

の時
とき

に足
あし

が悪い
わる   

の

で車
くるま

を使
つか

えるとよいと思
おも

います。 

・障害
しょうがい

があってもなくてもみんなが住
す

みやすい町
まち

になっていくとうれしいです 

・２４時
じ

間
かん

世
せ

話
わ

人
にん

（支援員
し えんいん

、夜勤者
やきんしゃ

）がいるグループホームや生活
せいかつ

介護
か い ご

の事業所
じぎょうしょ

が増
ふ

えて

ほしい。将来
しょうらい

の選択肢
せ んた く し

が増
ふ

えてほしい。土日
ど に ち

の余暇
よ か

を充実
じゅうじつ

させたい、親
おや

が連
つ

れて歩
ある

く

以
い

外
がい

はほぼ自宅
じ た く

で過
す

ごしています。親
おや

意外
い が い

と歩
ある

ける余
よ

暇
か

支
し

援
えん

的
てき

なサービスをやってい

る所
ところ

が余市
よ い ち

には少
すく

ないようです。気軽
き が る

に利用
り よ う

できる所
ところ

があるといいと思
おも

います。お

祭
まつ

り、映画
え い が

、イベント、カラオケ、買
か

い物
もの

、コンサートなど、親
おや

が元気
げ ん き

ならいいのですが、

親
おや

がいなくなったらどこにも行
い

けないのが不安
ふ あ ん

になります。 

・グループホームを増
ふ

やしてほしい。特
とく

に小樽
お た る

などに通勤
つうきん

するのにバスやJRを利用
り よ う

しや

すい場所
ば し ょ

や食事
しょくじ

や家事
か じ

支援
し え ん

のみあると助
たす

かります。軽度
け い ど

の方
かた

が多
おお

いホームがほしいで

すね。 

・これから将来
しょうらい

に対
たい

して収
しゅう

入
にゅう

がないことの不安
ふ あ ん

と親
おや

の収 入
しゅうにゅう

だけでは生活
せいかつ

ができなく

なる不安
ふ あ ん

。 

・町
まち

の関連
かんれん

施設
し せ つ

のお仕
し

事
ごと

など、作業所
さぎょうじょ

にさせてほしいです。清掃
せいそう

など社会
しゃかい

とのつながり

や本人
ほんにん

の自信
じ し ん

にもなります。余市
よ い ち

町民
ちょうみん

のみなが住
す

みやすく生
せい

活
かつ

できる町
まち

であってほし

い。 

・通所
つうしょ

や入所
にゅうしょ

できる施設
し せ つ

を増
ふ

やしてほしい。短期
た ん き

入所
にゅうしょ

やショートステイ急
きゅう

にでも受
う

け入
い

れしてくれる場所
ば し ょ

がほしい。一人一人
ひ と り ひ と り

に目
め

が届
とど

くように。 

・ヘルパーさんは重要
じゅうよう

なので人材
じんざい

の育成
いくせい

に力
ちから

をいれてほしい。賃金
ちんぎん

のアップも力
ちから

をい

れてほしい。 
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（２） 障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事
じ

業 者
ぎょうしゃ

アンケート調査
ちょうさ

結果
けっか

 

【アンケート調査
ちょうさ

の概要
がいよう

】 

調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

：町内
ちょうない

で実績
じっせき

のある事業
じぎょう

者
しゃ

 

調査
ち ょ う さ

方法
ほうほう

：無記名
む き め い

によるアンケート方式
ほうしき

、郵送
ゆうそう

による調査票
ちょうさひょう

の配布
は い ふ

・回収
かいしゅう

 

調査
ち ょ う さ

期間
き か ん

：令和
れ い わ

５年
   ねん

11月
   がつ

28日
    にち

（火
か

）～令和
  れ い わ

５年
   ねん

１２月
    がつ

14日
にち

（木
もく

） 

回 答 率
か い と う り つ

：68％（17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

の概要
がいよう

】 

 

◆ 事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

状 況
じょうきょう

等
とう

について 

○円滑
えんかつ

な事業
じぎょう

運営
うんえい

を進めて
すす     

いく上
うえ

で、問題
もんだい

を感じる
かん     

こと 

事業
じぎょう

運営
うんえい

で感じる
かん     

問題
もんだい

について、「従事者
じゅうじしゃ

の確保
か く ほ

が難 し い
むずか       

」が１２ヶ所
    かしょ

と最 も
もっと    

多く
おお   

、次いで
つ   

「利用者
り よ う し ゃ

の確保
か く ほ

が難しい
むずか     

」、「施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の改善
かいぜん

が難しい
むずか     

」、「事務
じ む

作業量
さぎょうりょう

が

多い
おお   

」がそれぞれ８ヶ所
  かしょ

となっています。 

 また、その他
  た

の意見
い け ん

として、「より質
しつ

の高い
たか   

サービス支援
し え ん

をするうえでも、グループ

ホームのサービス単価
た ん か

等
とう

、改善
かいぜん

や検討
けんとう

してもらいたいと思って
おも      

いる。より良い
よ  

継続
けいぞく

運営
うんえい

にしていくためにも」、「補助
ほ じ ょ

金
きん

の額がたり
がく        

ない」との意見
い け ん

も挙
あ

げられています。 

 

◆ サービス利用
り よ う

について 

○余市町
よいちちょう

全体
ぜんたい

で不足
ふ そ く

していると思われる
おも       

サービスや支援
し え ん

 

・大病
たいびょう

を見て
み  

もらえるような医師
い し

、病院
びょういん

不足
ぶ そ く

。 

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

（精神
せいしん

障害
しょうがい

等
とう

で普通
ふ つ う

に仕事
し ご と

はできないが、A型
がた

・B型
がた

では物足りなく
ものた        

、もう

少し
すこ   

高度
こ う ど

な就労先
しゅうろうさき

を作って
つく      

ほしい。） 

・生活
せいかつ

介護
か い ご

等
とう

で通える
かよ     

場
ば

（余暇的
よ か て き

な支援
し え ん

を主
しゅ

として通える
かよ     

場
ば

） 

・発達
はったつ

支援
し え ん

センター 

・訪問
ほうもん

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

における移動
い ど う

・移送
い そ う

サービス対応
たいおう

（重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

に対応
たいおう

してくれる

サービス支援
し え ん

）福祉
ふ く し

車両
しゃりょう

を含む
ふく   

。 

・計画
けいかく

相談
そうだん

を担う
にな   

相談
そうだん

事業所
じぎょうしょ

及び
およ   

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の数
かず

。 

・行政内
ぎょうせいない

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

担当
たんとう

職
しょく

員数
いんすう

。 

・移動
い ど う

（車
くるま

）サービス・通院
つういん

等
とう

、外出
がいしゅつ

時
じ

の行動
こうどう

援護
え ん ご

、余暇
よ か

支援
し え ん

。  
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・移動
い ど う

支援
し え ん

サービス、住居
じゅうきょ

支援
し え ん

サービス、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター、相談
そうだん

窓口
まどぐち

、ワンストッ

プサービス、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

、災害
さいがい

時
じ

の障
しょう

がい者
しゃ

支援者
し え ん し ゃ

（防災
ぼうさい

） 

・グループホーム（特
とく

に精神障
せいしんしょう

がいや精神
せいしん

疾患
しっかん

がある方
かた

を対象
たいしょう

） 

・シェアハウスや仲間
な か ま

と暮らせる
く    

終
つい

の棲家
す み か

 

・町民
ちょうみん

に満足
まんぞく

してもらえるようなサービスを提案
ていあん

・提供
ていきょう

できるよう、横
よこ

のつながり

（事業所
じぎょうしょ

又
また

は国
くに

が提供
ていきょう

するサービス）の強化
きょうか

や、様々
さまざま

なニーズに対応
たいおう

できるようなサ

ービスの見直し
みなお   

と町民
ちょうみん

への周知
しゅうち

。 

 

◆ 災害
さいがい

時
じ

の協 力
きょうりょく

について 

○災害
さいがい

時
じ

の利用者
り よ う し ゃ

（契約者
けいやくしゃ

）に対して
たい     

可能
か の う

な支援
し え ん

 

「利用者
り よ う し ゃ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

」、「利用者
り よ う し ゃ

への継続
けいぞく

支援
し え ん

」が１４ヶ所
   か し ょ

と最も
もっと   

多く
おお   

、「避難所
ひなんじ ょ

への

職員
しょくいん

等
とう

の派遣
は け ん

」が７ヶ所
か し ょ

となっています。また、その他
  た

「特別
とくべつ

な配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な方
かた

の支援
し え ん

（利用者
り よ う し ゃ

の情報
じょうほう

、障
しょう

がい特性
とくせい

の理解
り か い

促進
そくしん

、台帳
だいちょう

作成
さくせい

協 力
きょうりょく

、周知
しゅうち

、相談
そうだん

支援
し え ん

、メンタル

ケアなど）」、「災害
さいがい

時
じ

の状 況
じょうきょう

によりできる支援
し え ん

は大きく
おお     

異なる
こと      

ため、回答
かいとう

困難
こんなん

です。

例えば
たと     

、利用者
り よ う し ゃ

も従事者
じゅうじしゃ

の生活
せいかつ

が安定
あんてい

しているのであれば、避難
ひ な ん

所内
じょない

でのサービス

提供
ていきょう

も可能
か の う

かと考えます
かんが        

。」との意見
い け ん

も挙げられて
あ     

います。 

 

◆ 今後
こ ん ご

の障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

に求める
もと      

ものについて 

○福祉
ふ く し

施策
し さ く

 

・障
しょう

がいを持った
も    

方
かた

達
たち

と高齢者
こうれいしゃ

のかかわり、外出
がいしゅつ

支援
し え ん

や余暇
よ か

支援
し え ん

など、有償
ゆうしょう

ボランテ

ィア制度
せ い ど

やガイドヘルパー制度
せ い ど

など、お互
たが

いを支えあう
ささ        

、お互
たが

いを知る
し  

などの機会
き か い

を

継続
けいぞく

できるような施策
し さ く

。 

・福祉
ふ く し

従事者
じゅうじしゃ

の待遇
たいぐう

、社会的
しゃかいてき

地位
ち い

の向上
こうじょう

。 

・介護
か い ご

窓口
まどぐち

や他
た

の窓口
まどぐち

を分けず
わ   

、相談
そうだん

窓口
まどぐち

をわかりやすく一本化
いっぽんか

して行政
ぎょうせい

多課
た か

多職種
たしょくしゅ

が連携
れんけい

しゆりかごから墓場
は か ば

まで、つなげられる体制
たいせい

整備
せ い び

、地域づくり
ちいき       

が必要
ひつよう

。 

・公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

利用
り よ う

時
じ

の障
しょう

がい者
しゃ

への交通費
こうつうひ

補助
ほ じ ょ

。 
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○保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 

・予防
よ ぼ う

医療
いりょう

や健康
けんこう

教育
きょういく

の場
ば

としての機能
き の う

を高めて
たか     

いただきたいです。 

・幼児期
よ う じ き

から高校
こうこう

卒業
そつぎょう

までを一貫
いっかん

して支援
し え ん

する発達
はったつ

支援
し え ん

の仕組み
し く  

があると良い
よ  

です。 

・余市町外
よいちちょうがい

への医療
いりょう

機関
き か ん

受診
じゅしん

について、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

できない障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）

が多い
おお   

です（家族
か ぞ く

対応
たいおう

も困難
こんなん

）。障
しょう

がいがあっても福祉
ふ く し

施策
し さ く

の下
もと

、安心
あんしん

して医療
いりょう

機関
き か ん

を受診
じゅしん

できる仕
し

組
く

み作
づく

りが必要
ひつよう

と感じます
かん        

。 

・発達
はったつ

支援
し え ん

センター機能
き の う

強化
きょうか

を望む
のぞ   

。 

・健
けん

診
しん

時
じ

に子供
こ ど も

の悩み
なや   

等
とう

を相談
そうだん

する窓口
まどぐち

があるとよいと思う
おも   

。 

 

○生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

・町内
ちょうない

循環
じゅんかん

バスの範囲
は ん い

を広げて
ひろ      

ほしい。 

・障
しょう

がい者
しゃ

が一人暮らし
ひ と り ぐ    

を希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

、町営
ちょうえい

住宅
じゅうたく

への申し込みできるタイミングが

頻繁
ひんぱん

にあると良い
よ  

。 

・町内
ちょうない

の移送
い そ う

手段
しゅだん

（介護
か い ご

タクシー業者
ぎょうしゃ

）が少ない
すく     

 

 

○相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

や個人
こ じ ん

情報
じょうほう

に配慮
はいりょ

して官民
かんみん

連携
れんけい

し情報
じょうほう

交換
こうかん

ができ、緊急
きんきゅう

にも

対応
たいおう

できる体制
たいせい

と民生
みんせい

委員
い い ん

や近隣
きんりん

の方
かた

も協 力
きょうりょく

しやすい相談
そうだん

体制
たいせい

が必要
ひつよう

。 

・地域
ち い き

のことやイベント等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の資料
しりょう

は、障害
しょうがい

をお持ち
も

の方
かた

には難しい
むずか     

内容
ないよう

や

文字
も じ

が分かりにくい
わ     

ところがあるので、障害
しょうがい

をお持ち
も

の方
かた

専用
せんよう

の情報
じょうほう

機関紙
き か ん し

等
とう

の

発行
はっこう

をすることが出来たら
で き   

良い
よ  

と感じます
かん       

。 

・相談
そうだん

事業所
じぎょうしょ

が無理なく
む り   

様々
さまざま

な利用者
り よ う し ゃ

（保護者
ほ ご し ゃ

）・事業所
じぎょうしょ

と、多い
おお   

時間
じ か ん

関われる
かか        

とよいと

思う
おも   

。 
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○住まい
す   

・住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

 

・当事業所
とうじぎょうしょ

にも一人暮らし
ひ と り ぐ    

やグループホームを希望
き ぼ う

されている方
かた

が何名
なんめい

もおり確保
か く ほ

に

苦労
く ろ う

しています。公共
こうきょう

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

やグループホームが充実
じゅうじつ

し、希望者
きぼう し ゃ

の要望
ようぼう

が通
とお

りや

すくなれば良い
よ  

と思います
おも        

。 

・住宅
じゅうたく

・作業場
さぎょうば

など、有効
ゆうこう

活用
かつよう

できる場所
ば し ょ

があれば、情報
じょうほう

がなく取
と

り組
く

んでいる印象
いんしょう

が

見られない
み     

。 

・障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の住宅
じゅうたく

獲得用
かくとくよう

配慮者
はいりょしゃ

に対する
たい      

不動産
ふどうさん

業者
ぎょうしゃ

・大家
お お や

などへの理解
り か い

促進
そくしん

。

町営
ちょうえい

住宅
じゅうたく

の障
しょう

がい者優先
しゃゆうせん

入居
にゅうきょ

の拡充
かくじゅう

。 

・生活
せいかつ

保護
ほ ご

の方
かた

が扶助
ふ じ ょ

の範囲内
はんいない

で借
か

りる事
こと

のできる住居
じゅうきょ

が無い
な  

。障
しょう

がい者
しゃ

のグループ

ホームが少ない
すく      

。 

 

○雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

 

・軽度
け い ど

の障
しょう

がい者
しゃ

の働 く
はたら   

場
ば

。 

・一般
いっぱん

就職
しゅうしょく

を地域
ち い き

で支える
ささ     

体制
たいせい

について協議
きょうぎ

できると良い
よ  

。 

・長期的
ちょうきてき

な就労
しゅうろう

を 志
こころざ

す障
しょう

がい者
しゃ

をサポートする職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

（ジョブコーチ）の

支援
し え ん

活用
かつよう

があると当事者
と う じ し ゃ

も安心
あんしん

できると考え
かんが 

、働ける
はたら     

職場
しょくば

の環境
かんきょう

や、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

に対し
たい   

地域
ち い き

の就労
しゅうろう

事業所
じぎょうしょ

からの意見
い け ん

・要望
ようぼう

を踏まえ
ふ   

、雇用
こ よ う

促進
そくしん

に繋げられたら
つな            

と

思います
おも        

。 

・地域
ち い き

の中
なか

で障
しょう

がい者
しゃ

が働
はたら

くためには、雇用
こ よ う

主
ぬし

の理解
り か い

促進
そくしん

がまだまだ必要
ひつよう

な状 況
じょうきょう

。

就労
しゅうろう

訓練
くんれん

サービス利用
り よ う

についても送迎
そうげい

がない場合
ば あ い

は、交通費
こうつうひ

補助
ほ じ ょ

などがあれば

状 況
じょうきょう

が変わる
か   

と感じる
かん     

。農業
のうぎょう

や水産業
すいさんぎょう

が盛ん
さか   

な地域
ち い き

で外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

がいるよう

に、障
しょう

がい者
しゃ

も働
はたら

きやすい地域
ち い き

となってほしい。 

・選択
せんたく

できる範囲
は ん い

を広げる
ひろ      

ために障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を推進
すいしん

している会社
かいしゃ

の増加
ぞ う か

や、ニーズに

合わせた
あ    

福祉的
ふ く して き

就労
しゅうろう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

（生活
せいかつ

介護
か い ご

、就労
しゅうろう

B・A）の活性化
かっせいか

をし、選択
せんたく

の範囲
は ん い

を広げて
ひろ     

いくことが課題
か だ い

だと思います
おも         

。 
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○災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

 

・災害
さいがい

時
じ

には現場
げ ん ば

の力
ちから

が非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

になると考えます
かんが        

。現場
げ ん ば

の力
ちから

を向上
こうじょう

するには

日々
ひ び

の訓練
くんれん

ももちろん大切
たいせつ

ですが、現場
げ ん ば

の細部
さ い ぶ

に至る
いた   

まで、全体
ぜんたい

の意思
い し

やバックアッ

プが届いて
とど      

いる状態
じょうたい

を作る
つく   

ことを強く
つよ   

希望
き ぼ う

します。現場
げ ん ば

の士気
し き

をいかに高める
たか     

かに

力
ちから

を注いで
そそ      

いただきたいです。 

・災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や避難
ひ な ん

支援
し え ん

など、地域
ち い き

支援者
し え ん し ゃ

や関係
かんけい

機関
き か ん

で対応
たいおう

可能
か の う

な内容
ないよう

を

まとめ共有
きょうゆう

できる取り組みがあると良い
よ  

。 

・被災
ひ さ い

した事業所
じぎょうしょ

の対処
たいしょ

・対応例
たいおうれい

と、自治体
じ ち た い

との協 力
きょうりょく

体制
たいせい

をどのようにはかったか、と

いった具体的
ぐたいてき

な事例
じ れ い

について知りたい
し    

。 

・最後
さ い ご

には自助
じ じ ょ

、近
きん

助
じょ

の考え方が大事
だ い じ

と思う
おも   

が、障
しょう

がい者
しゃ

が災害
さいがい

防災
ぼうさい

について身近
み ぢ か

に

考
かんが

えられる機会
き か い

があった方
ほう

がよい。サポートする方
かた

も学び
まな   

の場
ば

がほしい。被災者
ひさいしゃ

への

メンタルケアやソーシャルワークができると思
おも

う。 

 

○障
しょう

がいへの理解
り か い

と交流
こうりゅう

 

・もっとたくさんの地域
ち い き

とのかかわりの場面
ば め ん

があっても良い
よ  

と思う
おも   

。 

・地域
ち い き

で生活
せいかつ

している障
しょう

がい者
しゃ

並び
なら   

に当事者
と う じ し ゃ

の家族
か ぞ く

が抱える
かか     

不安
ふ あ ん

・心配事
しんぱいごと

を地域
ち い き

で

考える
かんが      

機会
き か い

や場
ば

を設けて
もう      

ほしい。 

・障
しょう

がい者
しゃ

との交流
こうりゅう

、ふれあいの場
ば

で、お手伝
て つ だ

いできる職員
しょくいん

がいる。理解
り か い

促進
そくしん

につい

ても、お手伝
て つ だ

いできるし、知って
し   

もらうことは必要
ひつよう

と思う
おも   

。アウトリーチ支援
し え ん

も必要
ひつよう

。 

・まだまだ障害
しょうがい

を持つ
も  

方
かた

への理解
り か い

が不十分
ふじゅうぶん

と感じます
かん        

。町
まち

の広報
こうほう

で、障害
しょうがい

を持つ
も  

方
かた

へ

の理解
り か い

促進
そくしん

及び
およ   

、令和
れ い わ

6年
ねん

4月
がつ

1日から民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

にも合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の法的
ほうてき

義務化
ぎ む か

にな

るため、様々
さまざま

な情報
じょうほう

を載せた
の   

ページを追加
つ い か

していくのはどうでしょうか。 

・障
しょう

がいや、病気
びょうき

の有無
う む

にかかわらず、共同
きょうどう

で利用
り よ う

・交流
こうりゅう

できる場所
ば し ょ

の設置
せ っ ち

（共生型
きょうせいがた

交流
こうりゅう

拠点
きょてん

）。障
しょう

がいや病気
びょうき

のある方
かた

が、週末
しゅうまつ

のんびり過ごす
す   

ことができる居場所
い ば し ょ

やつ

どいの場所
ば し ょ

が欲しい
ほ   

。 
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（３）幼稚園
ようちえん

・保育所
ほいくしょ

アンケート調査
ちょうさ

結果
けっか

 

【アンケート調査
ちょうさ

の概要
がいよう

】 

調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

：町内
ちょうない

幼稚園
ようちえん

、保育所
ほい く じ ょ

 

調査
ち ょ う さ

方法
ほ う ほ う

：無記名
む き め い

によるアンケート方式
ほうしき

、郵送
ゆうそう

による調査票
ちょうさひょう

の配布
は い ふ

・回収
かいしゅう

 

調査
ち ょ う さ

期間
き か ん

：令和
れ い わ

５年
   ねん

11月
   がつ

28日
    にち

（火
か

）～令和
  れ い わ

５年
   ねん

１２月
    がつ

14日
にち

（木
もく

） 

回 答 率
か い と う り つ

：67％（４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

の概要
がいよう

】 

 

◆ 障
しょう

がい児
じ

の受
う

け入
い

れ状 況
じょうきょう

等
とう

について 

○支援障
しえんしょう

がいのある児童
じ ど う

を受
う

け入
い

れるうえで、問題
もんだい

を感じる
かん     

（た）ことがあるか 

「保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

の障
しょう

がい（発達障
はったつしょう

がい等
とう

）に対する
たい      

理解
り か い

が進んで
すす     

いない」、「障
しょう

がい

（発達障
はったつしょう

がい等
とう

）の特性
とくせい

を見極める
み き わ    

のが難しい
むずか     

」がそれぞれ３ヶ所
  かしょ

と最も
もっと   

多く
おお   

、次いで
つ   

「幼稚園
ようちえん

教諭
きょうゆ

・保育士
ほ い く し

等
とう

の確保
か く ほ

が難しい
むずか     

」「施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の改善
かいぜん

（対応
たいおう

）が難しい
むずか     

」、「保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

からの情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

が難しい
むずか     

」が２ヶ所
  かしょ

となっています 

 

◆ 幼稚園
ようちえん

・保育所
ほ い く し ょ

等
とう

の状 況
じょうきょう

について 

○余市町
よいちちょう

全体
ぜんたい

で不足
ふ そ く

していると思われる
おも        

サービスや支援
し え ん

 

・医療
いりょう

機関
き か ん

の不足
ふ そ く

と充実
じゅうじつ

。ディサービスやショートスティ等
とう

の不足
ふ そ く

。 

・発達
はったつ

支援
し え ん

センターの常設
じょうせつ

を希望
き ぼ う

します。 

・気軽
き が る

に相談
そうだん

できる場所
ば し ょ

や、空間
くうかん

が必要
ひつよう

。3歳児
さ い じ

から就学
しゅうがく

前迄
まえまで

の間
あいだ

は特
とく

に問題
もんだい

ない

が、それまでの間
あいだ

の健
けん

診
しん

を多く
おお   

設ける
もう      

ことで成長
せいちょう

の手助け
て だ す   

になると思う
おも   

。「支援
し え ん

=

発達
はったつ

障害
しょうがい

」と思われがち
おも           

なので、誤解
ご か い

のないようにしてもらうことが必要
ひつよう

。 

 

◆ 災害
さいがい

時
じ

の協 力
きょうりょく

について 

○災害
さいがい

時
じ

の利用者
り よ う し ゃ

（児童
じ ど う

）に対して
たい     

可能
か の う

な支援
し え ん

 

・災害
さいがい

時
じ

の児童
じ ど う

に対する
たい      

支援
し え ん

について、「安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

」が４ヶ所
  かしょ

と最も
もっと   

多く
おお   

、次いで
つ   

「継続
けいぞく

支援
し え ん

」が３ヶ所
  かしょ

、「避難所
ひなんじ ょ

への職員
しょくいん

等
とう

の派遣
は け ん

」が２ヶ所
  かしょ

となっています。 
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◆ 今後
こ ん ご

の障
しょう

がい児
じ

（者
しゃ

）施策
し さ く

に求める
もと      

ものについて 

○保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 

・検診
けんしん

などで早期
そ う き

発見
はっけん

をし、関係
かんけい

機関
き か ん

へ繋げる
つな     

事
こと

や療育
りょういく

機関
き か ん

等
とう

の充実
じゅうじつ

をお願
ねが

いした

い。 

・在園児
ざいえんじ

の健
けん

診
しん

状 況
じょうきょう

でフォローとなった場合
ば あ い

は、時差
じ さ

がないように情報
じょうほう

の提供
ていきょう

をし

てもらいたい。 

 

○生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

・全て
すべ   

の施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

、福祉
ふ く し

バスやタクシーの利用
り よ う

。 

 

○相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

・横
よこ

の連携
れんけい

を密
みつ

にとり情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や切れ目
き  め

のない支援
し え ん

、気軽
き が る

に相談
そうだん

のできる体
たい

制
せい

づく

り。 

・障害児
しょうがいじ

(者
しゃ

)の情報
じょうほう

提供
ていきょう

は密
みつ

にお願い
 ね が  

したい。 

 

○雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

 

・障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して就労
しゅうろう

する事
こと

ができる地域
ち い き

企業
きぎょう

を増やして
ふ    

いけるような取
と

り組
く

み。 

 

○災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

 

・優先的
ゆうせんてき

に避難
ひ な ん

をする事
こと

ができる体制
たいせい

を整える
ととの     

。避難先
ひなんさき

でも、自宅
じ た く

や施設
し せ つ

と同等
どうとう

のサー

ビスを受
う

けられるような体制
たいせい

を整
ととの

える。 

 

○障
しょう

がいへの理解
り か い

と交流
こうりゅう

 

・障
しょう

がい理解
り か い

に一緒
いっしょ

に楽
たの

しめるようなイベントを企画
き か く

し、ふれあいの機会
き か い

を作
つく

る。 

・現在
げんざい

はインクルーシブについて積極的
せっきょくてき

に取
と

り入
い

れるようになっていますが、そこが

幼少
ようしょう

連携
れんけい

の中
なか

にひきつぎされていく項目
こうもく

で、つなぎ目
め

のある支援
し え ん

が教育
きょういく

の中
なか

に求
もと

め

られると思
おも

います。 
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○教育
きょういく

・保育
ほ い く

について 

・連携
れんけい

の強化
きょうか

、就労
しゅうろう

の卒業後
そつぎょうご

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

。 

・インクルーシブの対応
たいおう

で共存
きょうぞん

し、生活
せいかつ

の中
なか

で互
たが

いに子
こ

ども達
たち

同
どう

士
し

で支援
し え ん

できる様
よう

な

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る事
こと

が求
もと

められると思
おも

います。 

 

○障
しょう

がい学習
がくしゅう

活動
かつどう

について 

・年間
ねんかん

保育
ほ い く

計画
けいかく

の日程
にってい

と合
あ

わせ、参加
さ ん か

できる事
こと

があれば、子
こ

ども達
たち

の活動
かつどう

の中
なか

に取
と

り入
い

れる事
こと

は可能
か の う

であり、楽
たの

しめる活
かつ

動
どう

が計画
けいかく

されれば、推進
すいしん

していきたい。 
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（４）養護
ようご

学校
がっこう

・特別
とくべつ

支援
しえん

学 級
がっきゅう

アンケート調査
ちょうさ

結果
けっか

 

【アンケート調査
ちょうさ

の概要
がいよう

】 

調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

：町内
ちょうない

幼稚園
ようちえん

、保育所
ほい く じ ょ

 

調査
ち ょ う さ

方法
ほ う ほ う

：無記名
む き め い

によるアンケート方式
ほうしき

、郵送
ゆうそう

による調査票
ちょうさひょう

の配布
は い ふ

・回収
かいしゅう

 

調査
ち ょ う さ

期間
き か ん

：令和
れ い わ

５年
   ねん

11月
   がつ

28日
    にち

（火
か

）～令和
  れ い わ

５年
   ねん

１２月
    がつ

14日
にち

（木
もく

） 

回 答 率
か い と う り つ

：71％（５事業所
じぎょうしょ

） 

 

◆ 児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の状 況
じょうきょう

等
とう

について 

○学校
がっこう

教育
きょういく

の問題
もんだい

や課題
か だ い

 

・1学級
がっきゅう

に複数
ふくすう

学年
がくねん

の児童
じ ど う

がいるため、子
こ

ども一人一人
ひ と り ひ と り

に合
あ

わせた指
し

導
どう

・支援
し え ん

が十分
じゅうぶん

にできない。法令
ほうれい

等
とう

で定
さだ

められた教
きょう

員
いん

定
てい

数
すう

では十分
じゅうぶん

でないため、町
まち

での独自
ど く じ

支援
し え ん

を

拡充
かくじゅう

してほしい。又
また

は道
どう

・国
くに

への定数
ていすう

改善
かいぜん

の要望
ようぼう

をあげてほしい。 

・1学級
がっきゅう

の中
なか

に複数
ふくすう

学年
がくねん

の児童
じ ど う

がおり(1年
ねん

、3年
ねん

、4年
ねん

)、細
こま

やかな対応
たいおう

が難
むずか

しい。 

 

○余市町
よいちちょう

で不足
ふ そ く

していると思
おも

われる教
きょう

育
いく

・福祉
ふ く し

サービス 

・子ども
こ   

一人一人
ひ と り ひ と り

に合
あ

わせた指
し

導
どう

・支援
し え ん

を行
おこな

うために、支援員
し えんいん

を増
ふ

やしてほしい。 

・連携
れんけい

不足
ぶ そ く

である。困
こま

り感
かん

を持
も

っている保護者
ほ ご し ゃ

、学校
がっこう

が信頼
しんらい

し、相談
そうだん

や対策
たいさく

の指導
し ど う

がで

きるサービスが望
のぞ

まれている。 

・不登校
ふとうこう

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

への支援
し え ん

・支援
し え ん

場所
ば し ょ

。移動
い ど う

支援
し え ん

サービス等
とう

の資源
し げ ん

が少
すく

ないため、利用
り よ う

ができない。ヤングケアラーに対
たい

する実
じっ

態
たい

の把握
は あ く

と支援
し え ん

の具体
ぐ た い

。医療的
いりょうてき

ケアの支援
し え ん

 

必要
ひつよう

サポート 家庭
か て い

支援
し え ん

。看護師
か ん ご し

派遣
は け ん

事業
じぎょう

。グループホーム 

 

○災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の対応
たいおう

の課題
か だ い

等
とう

 

・原子力
げんしりょく

災害
さいがい

時
じ

など、校舎外
こうしゃがい

への障
しょう

がいに配慮
はいりょ

した安全
あんぜん

な避難
ひ な ん

方法
ほうほう

や保護者
ほ ご し ゃ

への引
ひ

き

渡
わた

し方
ほう

法
ほう

。洪水
こうずい

や津波
つ な み

災害
さいがい

において、校舎
こうしゃ

2Fへ児童
じ ど う

生徒
せ い と

学校
がっこう

職員
しょくいん

全員
ぜんいん

が避難
ひ な ん

した

場合
ば あ い

、過
か

密
みつ

さの中
なか

での地域
ち い き

の避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

として機能
き の う

すること。 
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◆ 今後
こ ん ご

の障
しょう

がい児
じ

（者
しゃ

）施策
し さ く

に求
もと

めるものについて 

○保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 

・障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

との早期
そ う き

からの連携
れんけい

 

 

○相談
そうだん

・情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

・家庭
か て い

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な家庭
か て い

が増えて
ふ   

いるように思
おも

う。役場
や く ば

はどこまでおさえているのか

疑問
ぎ も ん

に思
おも

うことも多
おお

い。保健師
ほ け ん し

が中心
ちゅうしん

となっていろいろな関係
かんけい

機関
き か ん

とつながって

支援
し え ん

していけるといい。学校
がっこう

としては福祉
ふ く し

との連携
れんけい

を一
いっ

層
そう

深
ふか

めたい。 

・家庭
か て い

(保護者
ほ ご し ゃ

)自体
じ た い

が、要支援
よう し え ん

であるケースがあります。民生部
みんせいぶ

↔教育
きょういく

委員会
いいんかい

↔学校
がっこう

の三者
さんしゃ

連携
れんけい

をさらに密
みつ

にしていく必要
ひつよう

があると思
おも

います。 

・不登校
ふとうこう

相談
そうだん

。ケアラー相談
そうだん

、ヤングケアラー相談
そうだん

 要保護
よ う ほ ご

児童
じ ど う

世帯
せ た い

支援
し え ん

。障
しょう

がい児
じ

・者
しゃ

緊急
きんきゅう

捜索
そうさく

に対
たい

する計
けい

画
かく

 

 

○住まい
す ま い

・住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

 

・短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、グループホーム 

 

○雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

 

・生活
せいかつ

介護
か い ご

 移動
い ど う

支援
し え ん

 

 

○災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

 

・医療的
いりょうてき

ケア児
じ

などの家庭
か て い

で非常用
ひじょうよう

バッテリーなどの補助
ほ じ ょ

があるとよい 
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すべての人
ひと

にやさしい地域
ち い き

福祉
ふ く し

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け 

“健
すこ

やかで潤
うるお

いと安
やす

らぎのあるまち”を目
め

指
ざ

して 

第
だい

３章
しょう

 計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 
 

１ 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 
 

 

 

 

 

 

余市町
よいちちょう

は、障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も差
さ

別
べつ

することなく、それぞれが地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

と

して生活
せいかつ

し、活動
かつどう

するという「ノーマライゼーション」の理念
り ね ん

のもと、ともに支え
さ さ  

合う
あ  

温かい
あたた    

社会
しゃかい

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

と、町
ちょう

民
みん

の一人
ひ と り

ひとりが福祉
ふ く し

の担い手
に な   て

であることを基本
き ほ ん

とした自主
じ し ゅ

的
てき

な

活動
かつどう

への支援
し え ん

に努める
つ と    

ことを基本
き ほ ん

としています。 

また、障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

における制度
せ い ど

の変遷
へんせん

や改革
かいかく

の検討
けんとう

状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ   

、障
しょう

がいの有無
う む

に

かかわらず、相互
そ う ご

に人
じん

格
かく

と個
こ

性
せい

を尊重
そんちょう

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

をめざし、本
ほん

計画
けいかく

を策定
さくてい

するものです。 

さらに、障
しょう

がいのある人
ひと

が、主
しゅ

体
たい

的
てき

に社会
しゃかい

参加
さ ん か

ができるよう、在宅
ざいたく

の福祉
ふ く し

・介護
か い ご

サービス

の推進
すいしん

や地域
ち い き

での生活
せいかつ

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

対策
たいさく

などに努め
つ と  

、第
だい

１期
き

の余市町
よいちちょう

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

から

掲げて
か か    

きた『すべての人
ひと

にやさしい地域
ち い き

福祉
ふ く し

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む  

“健やか
す こ    

で潤い
うるお  

と安らぎ
や す    

のあ

るまち”を目指し
め ざ  

て』という基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を本
ほん

計画
けいかく

においても踏襲
とうしゅう

します。 

 

  

基本
き ほ ん

理念
り ね ん
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２ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すべての人
ひと

にやさしい地域
ち い き

福祉
ふ く し

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む  

 

“健やか
すこ    

で潤い
うるお  

と安らぎ
やす    

のあるまち” 

を目指し
め ざ  

て 
 

理解と

交流の促進

生活環境の

整備

福祉・

保健・医療

サービスの

充実

保育・教育

の充実

就労・雇用

の促進

り かい 

こうりゅう   そくしん 

しゅうろう   こ よう 

そくしん 

せい かつ かん きょう 

せい び 

 ほ いく   きょういく 

じゅうじつ 

ふく し 

 ほ けん    い りょう 

じゅうじつ 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１ 理解
り か い

と交流
こうりゅう

の促進
そくしん

 
 

  現状
げんじ ょ う

と課題
か だ い

～施策
し さ く

の方向性
ほ う こ う せ い

   

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の目的
もくてき

とする共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するためには、地域
ち い き

や職場
しょくば

などにおける障
しょう

がいへの理解
り か い

、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

の解消
かいしょう

のための周知
しゅうち

啓発
けいはつ

や障
しょう

がいの

ある人
ひと

とない人
ひと

との交流
こうりゅう

機会
き か い

を創出
そうしゅつ

していくことが必要
ひつよう

とされています。 

障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

が進む
すす   

一方
いっぽう

で、障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
たい     

理解
り か い

はまだ十分
じゅうぶん

とは言えない
い    

状 況
じょうきょう

であり、特
とく

に精神障
せいしんしょう

がい、知的
ち て き

障
しょう

がい、発達障
はったつしょう

がい等
とう

については障
しょう

がいの特性
とくせい

や必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

に関する
かん     

理解
り か い

が進んで
すす     

いないのが現状
げんじょう

です。 

 

アンケート調査
ちょうさ

では障
しょう

がいを理由
り ゆ う

に差別
さ べ つ

や嫌
いや

な思い
おも   

を経験
けいけん

したことがあると回答
かいとう

した

人
ひと

が約
やく

4割
わり

となっています。 

誰
だれ

もが地域
ち い き

で差別
さ べ つ

や嫌
いや

な思い
おも   

を感じる
かん     

ことがないよう、より一層障
いっそうしょう

がいに対する
たい     

理解
り か い

を深める
ふか     

とともに、更
さら

なる啓発
けいはつ

活動
かつどう

等
とう

を継続
けいぞく

して行って
おこな      

いくことが重要
じゅうよう

となります。 

さらなる「福祉
ふ く し

のまちづくり」を推進
すいしん

するためには、子ども
こ   

から大人
お と な

まで多く
おお   

の地域
ち い き

住民
じゅうみん

を対象
たいしょう

にした「福祉
ふ く し

教育
きょういく

」の充実
じゅうじつ

を図る
はか   

ことも重要
じゅうよう

です。 

 

行政
ぎょうせい

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、ボランティア団体
だんたい

、企業
きぎょう

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の垣根
か き ね

を超えて
こ   

連携
れんけい

・

協 力
きょうりょく

し、一人
ひ と り

ひとりが障
しょう

がいへの理解
り か い

や認識
にんしき

を深める
ふか     

ことができるような取組
とりくみ

の推進
すいしん

に努め
つと   

、地域
ち い き

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で障
しょう

がいのある人
ひと

を支援
し え ん

する活動
かつどう

を促進
そくしん

していくことが必要
ひつよう

で

す。 

 

  



第３章
だい  しょう

 計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

38 

《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 
 

１  広報
こ う ほ う

・啓発
けいはつ

活動
か つ ど う

の推進
すいしん

 

広報
こ う ほ う

活動
か つ ど う

の充実
じゅうじつ

 

・「広報
こ う ほ う

よいち」等
と う

の媒
ばい

体
たい

を活用
か つ よ う

し、広報
こ う ほ う

活動
か つ ど う

の充実
じゅうじつ

と推進
すいしん

を図り
は か  

ます。 

・サービスに関する
か ん   

情報
じょうほう

を整理
せ い り

し、わかりやすい情報提供
じょうほうていきょう

に努め
つ と  

ます。 

・町
ちょう

ホームページを活用
か つ よ う

し、いつでもだれでも情報
じょうほう

を得られる
え   

環境
かんきょう

づくりに努め
つ と  

ます。 

啓発
け い は つ

活動
か つ ど う

の充実
じゅうじつ

 

・「障
しょう

 がい者
し ゃ

週
しゅう

間
かん

 」 12月
がつ

3日
にち

  12月
がつ

9日
にち

 などど、さまままど機会
き か い

 を通じて
つ う    

 、障
しょう

 が

いのある人
ひ と

 や関係団
かんけいだん

体
たい

 と連携
れんけい

 しどがら、障
しょう

 がいのある人
ひ と

等
と う

 に対する
た い    

理解
り か い

 を図る
は か  

 た

めの継続
け い ぞ く

的
て き

ど啓発
けいはつ

活動
か つ ど う

を推進
すいしん

します。 

・ボランティア団
          だん

体
たい

やその活動
か つ ど う

内容
どいよ う

の周
しゅう

知
ち

に努め
つ と  

、啓発
けいはつ

の推進
すいしん

を図り
は か  

ます。 

・あらゆる人
じ ん

権
けん

が尊重
そんちょう

される社会
し ゃ かい

づくりを促進
そ く し ん

するための啓発
けいはつ

活動
か つ ど う

に努め
つ と  

ます。 

・障
しょう

がいの理解
り か い

を促進
そ く し ん

するハンドブックを活用
か つ よ う

し、相互
そ う ご

理解
り か い

の啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 

・障
しょう

がいのある人
ひ と

へ合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の啓発
けいはつ

に努めます
つと       

。 

 

２  交流
こうりゅう

・ふれあいの促進
そ く し ん

 

交流
こ う り ゅ う

機会
き か い

の促進
そ く し ん

 

・各種
か く し ゅ

 の行事
ぎ ょ う じ

 に、障
しょう

 がいのある人
ひ と

 もどい人
ひ と

 も、だれもが参加
さ ん か

 しやすく交流
こ う り ゅ う

 できるよう

努め
つ と  

ます。 

・手帳
て ち ょ う

取得
し ゅ と く

時
じ

 に各種
か く し ゅ

団
だ ん

体
た い

 への加入
か に ゅ う

促進
そ く し ん

 を図る
はか   

 どど、交流
こ う り ゅ う

機会
き か い

 の確保
か く ほ

 に向け
む  

 、

情報提供
じょうほうていきょう

に努め
つ と  

ます。 

・障
しょう

 がいのある児
じ

童
ど う

 ・生徒
せ い と

 と障
しょう

 がいのどい児
じ

童
ど う

 ・生徒
せ い と

 との交流
こうりゅう

 ができるよう特
と く

別
べつ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

と地域
ち い き

の小
しょう

・中
ちゅう

・高
こ う

等
と う

学校
が っ こ う

の児
じ

童
ど う

・生徒
せ い と

の交流
こうりゅう

を促進
そ く し ん

します。 

・福祉
ふ く し

施設
し せ つ

 や学校
が っ こ う

 で行われる
おこど      

各種
か く し ゅ

行事
ぎ ょ う じ

 やイベント等
と う

 を広く
ひろ  

町
ちょう

民
みん

 に周
しゅう

知
ち

 し、地域
ち い き

 と

の交流
こうりゅう

を促進
そ く し ん

します。 

・各種
か く し ゅ

障
しょう

がい者
し ゃ

スポーツ大
たい

会
かい

等
と う

の情報提供
じょうほうていきょう

に努め
つ と  

ます。 

活動
か つ ど う

拠点
き ょ て ん

の充実
じゅうじつ

 

・障
しょう

がいのある人
ひ と

とどい人
ひ と

とがふれあいを持てる
も   

場
ば

の確保
か く ほ

に努め
つ と  

ます。 

・啓発
けいはつ

 や社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

 を目
も く

的
て き

 とした福祉
ふ く し

行事
ぎ ょ う じ

 が行われる
お こ ど    

際
さ い

 は、障
しょう

 がいのある人
ひ と

 が一
ひ と

人
り

 でも多く
お お  

参加
さ ん か

 できるよう、会場
かいじょう

 の設備
せ つ び

 や移動
い ど う

手段
し ゅ だ ん

 について考慮
こ う り ょ

 し、検討
け ん と う

 しま

す。 

 
 

 

                          

 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 ： 障
しょう

がいのある方々
かたがた

の人権
じんけん

が障
しょう

がいのない方々
かたがた

と同
おな

じように保障
ほしょう

されるとともに、教育
きょういく

や就 業
しゅうぎょう

、その他
た

社会
しゃかい

生活
せいかつ

において平等
びょうどう

に参加
さ ん か

できるよう、それぞれの障害
しょうがい

特性
とくせい

や困
こま

りごとに合
あ

わせておこなわれる配慮
はいりょ

のこと。  
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３  福祉
ふ く し

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

教育
きょういく

での取り組み
と  く  

 

・社会
し ゃ か い

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

 、学校
が っ こ う

  教育
き ょ うい く

委員会
い い ん か い

 な、地域
ち い き

 との連携
れ ん け い

 により小
しょう

中
ちゅう

学校
が っ こ う

 での

福祉
ふ く し

教育
き ょ うい く

やボランティア活動
か つ ど う

の促進
そ く し ん

に努め
つ と  

ます。 

・小
しょう

 ・中
ちゅう

 ・高
こ う

等
と う

学校
が っ こ う

 においてのノーマライゼーション教育
きょういく

推進
すいしん

 のための活動
か つ ど う

 を推進
すいしん

 し

ます。 

・学校
が っ こ う

教育
きょういく

において交流
こうりゅう

や体
たい

験
けん

を取り入れた
と  い   

福祉
ふ く し

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

ライフサイクルに応じた
お う   

 

福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

・障
しょう

 がいに対する
た い    

理解
り か い

 について、すべての町
ちょう

民
みん

 が十分
じゅうぶん

 ど理解
り か い

 と認識
に ん し き

 を深め
ふ か  

 られるよ

う、生涯
しょうがい

学習
が く し ゅ う

等
と う

の幅広い
は ば ひ ろ  

場
ば

での学習会
が く し ゅ うかい

の積極
せっきょく

的
て き

活用
か つ よ う

に努め
つ と  

ます。 

 

４  ボランティアの促進
そ く し ん

 

ボランティア活動
かつどう

の 

促進
そ く しん

 

・社会
し ゃ かい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

 のボランティア団
         だ ん

体
たい

連絡会
れん ら く か い

 を主軸
し ゅ じ く

 にして、障
しょう

 がいのある人
ひ と

 や高
こ う

齢
れい

者
し ゃ

 、子
こ

育て
そ だ  

支援
し え ん

 のボランティア育成
い く せ い

 や各種
か く し ゅ

 ルルー の専門
せんもん

性
せい

 を高
たか

 めていき、ボ

ランティアの人材
じんまい

やネットワークの拡大
か く だ い

に努め
つ と  

ます。 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

の 

促進
そ く しん

 

・社会
し ゃ かい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

 や地域
ち い き

 と連携
れんけい

 して、日常
にちじょう

生活
せいかつ

圏域
けんいき

 での住民
じゅうみん

 の自主
じ し ゅ

的
て き

 ど福
ふ く

祉
し

活動
か つ ど う

への取り組み
と  く  

体制
たいせい

やその活動
か つ ど う

の充実
じゅうじつ

、支援
し え ん

を図り
は か  

ます。 

 

５  障
しょう

がい者
し ゃ

団
だん

体
たい

の育成
い く せ い

と連携
れんけい

強化
き ょ う か

 

障
しょう

がい者
しゃ

団
だん

体
たい

の育成
いくせい

 

・障
しょう

がい者
し ゃ

団
だん

体
たい

の自主
じ し ゅ

的
て き

活動
か つ ど う

を支援
し え ん

するとともに、活動
か つ ど う

の活
か っ

性
せい

化
か

を促進
そ く し ん

します。 

・障
しょう

 がい者
し ゃ

手帳
て ち ょ う

 の交
こ う

付
ふ

時
じ

 に障
しょう

 がい者
し ゃ

団
だん

体
たい

 の活動
か つ ど う

状況
じょうきょう

 を紹
しょう

介した
か い   

 ララシを配布
は い ふ

 す

るどど、障
しょう

がい者
し ゃ

団
だん

体
た い

への加入
か に ゅ う

促進
そ く し ん

を支援
し え ん

します。 

ボランティア団
          だん

体
たい

と 

障
しょう

がい者
しゃ

団
だん

体
たい

の 

連携
れんけい

強化
き ょ うか

 

・障
しょう

 がいのある人
ひ と

自
じ

身
し ん

 がボランティア活動
か つ ど う

 に参加
さ ん か

 し、社会
し ゃ かい

活動
か つ ど う

 ができるよう支援
し え ん

 し

ます。 

・社会
し ゃ かい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

 や地域
ち い き

 と協働
きょうどう

 して、効率
こ う り つ

的
て き

 どボランティア活動
か つ ど う

 を行え
おこど  

 るよう

努め
つ と  

ます。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

  現状
げんじ ょ う

と課題
か だ い

～施策
し さ く

の方向性
ほ う こ う せ い

   

 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も安全
あんぜん

に安心
あんしん

して快適
かいてき

な生活
せいかつ

をし、社会
しゃかい

参加
さ ん か

をしていくため

にはバリアフリー化
か

やユニバーサルデザイン化
か

によりすべての人
ひと

に利用
り よ う

しやすい住宅
じゅうたく

・

建築物
けんちくぶつ

・公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

・歩行
ほ こ う

空間
くうかん

などの整備
せ い び

、改善
かいぜん

を推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があります。 

誰
だれ

もが住み
す  

よいまちづくりを推進
すいしん

していくためには、建築物
けんちくぶつ

や道路
ど う ろ

などハード面
        めん

の整備
せ い び

にとどまらず、地域
ち い き

住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの理解
り か い

やサポートも極めて
きわ     

重要
じゅうよう

なことから、ハード・

ソフト両面
りょうめん

にわたる「福祉
ふ く し

のまちづくり」を今後
こ ん ご

も推進
すいしん

します。 

 

生活
せいかつ

の基盤
き ば ん

となる住宅
じゅうたく

等
とう

住まい
す   

の確保
か く ほ

について、障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

生活
せいかつ

のなか

で安心
あんしん

して健やか
すこ      

に自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を継続
けいぞく

できるよう日常
にちじょう

生活
せいかつ

動作
ど う さ

に応じた
おう     

住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

等
とう

の支援
し え ん

、障
しょう

がいのある人
ひと

に対応
たいおう

した公営
こうえい

住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

や優先
ゆうせん

入居
にゅうきょ

について関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と

連絡
れんらく

を取りながら
と     

引
ひ

き続
つづ

き対策
たいさく

を図ります
はか        

。 

 

また、アンケート調査
ちょうさ

では災害
さいがい

時
じ

に一人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できるかについて6割
わり

の方
かた

が「できない

と思う
おも   

」と答えて
こた     

います。 

近年
きんねん

、甚大
じんだい

な被害
ひ が い

を及ぼす
およ     

自然
し ぜ ん

災害
さいがい

等
とう

が各地
か く ち

で発生
はっせい

しており、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に避難
ひ な ん

行動
こうどう

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

な人
ひと

に対して
たい     

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が協 力
きょうりょく

して助
たす

け合
あ

う仕組み
し く  

や障
しょう

がいのある人
ひと

へ

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の伝達
でんたつ

や避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

等
とう

の支援
し え ん

体制
たいせい

を整 え て
ととの       

いくことが必要
ひつよう

となります。 

地域
ち い き

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

だけでなく、通常
つうじょう

時
じ

から地域
ち い き

におけるコミュニケーシ

ョンを促
うなが

し、日
ひ

頃
ごろ

からの付
つ

き合
あ

いを深める
ふか     

ことも重要
じゅうよう

となります。 
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《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

１  公共
こうきょう

的
て き

施設
し せ つ

等
と う

の整備
せ い び

 

バリアフリー化
か

 

・法
ほ う

令
れい

等
と う

の整備
せ い び

基準
き じ ゅ ん

に基づ
も と   

き、民
みん

間
か ん

業
ぎょう

者
し ゃ

の理解
り か い

と協力
きょうりょく

を得て
え  

、公共
こ う き ょう

的
て き

建築
け ん ち く

物
ぶつ

、

道路
ど う ろ

、公園
こ う え ん

、公共
こ う き ょう

交通
こ う つ う

機関
き か ん

等
と う

の都市
と し

施設
し せ つ

の整備
せ い び

を促進
そ く し ん

するとともに、既存
き そ ん

の

施設
し せ つ

等
と う

の改修
かいしゅう

等
と う

を促進
そ く し ん

します。 

・行政
ぎょうせい

、民
みん

間
か ん

企業
き ぎ ょ う

、町
ちょう

民
みん

が一
い っ

体
た い

とどって福祉
ふ く し

のまちづくりを進め
す す  

ます。 

交通
こ う つ う

手段
し ゅ だ ん

の確保
か く ほ

と 

環境
かんきょう

整備
せ い び

 

・積極
せ っきょ く

的
て き

ど社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

や生活
せ い か つ

上
じょう

不可欠
ふ か け つ

ど移動
い ど う

のための手段
し ゅ だ ん

を確保
か く ほ

する観点
か ん て ん

から、

行政
ぎょうせい

、ボランティア、民
みん

間
か ん

事業
じ ぎ ょ う

所
し ょ

等
と う

が連携
れんけい

を図って
はか    

サービスの充実
じゅうじつ

に努め
つ と  

ます。 

・「低床式
ていし ょ う しき

 バス」や「乗降
じ ょ う こ う

 しやすいタクシー」の導入
ど う にゅ う

 どど、事業
じ ぎ ょ う

者
し ゃ

等
と う

 の協力
きょうりょく

 を

得どがら
え   

 、障
しょう

 がいのある人
ひ と

 が安全
あ ん ぜ ん

 で自由
じ ゆ う

 に移動
い ど う

 できる交通
こ う つ う

環境
かんきょう

設備
せ つ び

 の充実
じゅうじつ

 に

努め
つ と  

ます。 

・障
しょう

がいのある人
ひ と

の移動
い ど う

支援
し え ん

としての運賃
う ん ち ん

等
と う

の割引
わ り び き

制度
せ い ど

について周
しゅう

知
ち

を図
はか

り、

利用
り よ う

促進
そ く し ん

に努め
つ と  

ます。 

・余市
よ い ち

循環
じゅんかん

線
せん

 公共
こうきょう

交通
こ う つ う

バスなの利用
り よ う

の周知
し ゅ う ち

・促進
そ く し ん

に努めます
つ と      

。 

 

２  住
じゅう

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

 

住み
す  

良い
よ  

住宅
じゅうたく

 

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

・「手
て

 すりの取り
と  

付
つ

 け」や「段差
だ ん さ

解消
かいしょう

 」等
と う

 の助成
じ ょ せ い

制度
せ い ど

 について他
た

制度
せ い ど

 との連携
れ ん け い

 を

図り
は か  

 どがら、その周
しゅう

知
ち

 を図り
は か  

 、障
しょう

 がいのある人
ひ と

 の自立
じ り つ

 した生活
せ い か つ

 が可能
か の う

 とどるよう

努め
つ と  

ます。 

住み
す  

良い
よ  

公営
こうえい

住宅
じゅうたく

 

の整備
せ い び

 

・障
しょう

 がいのある人
ひ と

 のための住宅
じゅ うた く

 の確保
か く ほ

 は、在宅
ま い た く

福祉
ふ く し

施策
し さ く

 を進め
す す  

 るうえでの基盤
き ば ん

 と

どるものであり、障
しょう

 がいのある人
ひ と

 の賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

 の支援
し え ん

 の検討
け ん と う

 や様々
さ ま ま ま

 ど障
しょう

 がい

特
と く

性
せ い

に配慮
は い り ょ

した住
じゅう

環境
かんきょう

整備
せ い び

に努め
つ と  

ます。 

３  住み
す  

良い
よ  

生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

地域
ち い き

での防災
ぼうさい

体制
たいせい

 

づくり 

・災
さ い

害
が い

に関して
か ん    

地域
ち い き

の自主
じ し ゅ

防災
ぼ う さ い

組織
そ し き

等
と う

の取り組み
と  く  

を推進
す い し ん

します。 

・万一
ま ん い ち

 の災
さ い

害
が い

時
じ

 に備え
そ ど  

 、日頃
ひ ご ろ

 から民生
みんせ い

委員
い い ん

等
と う

 と連携
れ ん け い

 を図り
は か  

 、支援
し え ん

 を要する
よ う    

障
しょう

 がい

のある人
ひ と

等
と う

 の把握
は あ く

 に努め
つ と  

 、緊急
きんきゅう

連絡
れ ん ら く

体制
た い せ い

 や避難
ひ ど ん

体制
た い せ い

 の確立
か く り つ

 とともに防
ぼ う

災
さ い

知
ち

識
し き

の普
ふ

及
きゅう

・啓発
け い は つ

に努め
つ と  

ます。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービスの充実
じゅうじつ

 
 

  現状
げんじ ょ う

と課題
か だ い

～施策
し さ く

の方向性
ほ う こ う せ い

   

 

アンケート調査
ちょうさ

では、悩み
なや   

や困り
こま   

ごとの相談
そうだん

相手
あ い て

として「家族
か ぞ く

・親戚
しんせき

」が最も
もっと   

多く
おお   

、

次いで
つ   

「福祉
ふ く し

施設
し せ つ

や作業所
さぎょうじょ

の職員
しょくいん

」となっています。 

地域
ち い き

で暮らす
く   

障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、多様
た よ う

な相談
そうだん

・要望
ようぼう

に対応
たいおう

す

る体制
たいせい

の確立
かくりつ

が必要
ひつよう

です。行政
ぎょうせい

、地域
ち い き

の協議会
きょうぎかい

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

各所
かくしょ

と連携
れんけい

を強化
きょうか

し支援
し え ん

していきます。 

 

今後
こ ん ご

も、障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で自立
じ り つ

、または家族
か ぞ く

とともに安心
あんしん

、安定
あんてい

し

た社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

り続
つづ

けるための環境づくり
かんきょう        

を進め
すす   

、必要
ひつよう

に応じた
おう     

支援
し え ん

をしていくことが

重要
じゅうよう

です。障
しょう

がいのある人
ひと

が個々
こ こ

のニーズや環境
かんきょう

に応じた
おう     

福祉
ふ く し

サービスを受けられる
う     

よう、情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や適切
てきせつ

な相談
そうだん

を受ける
う   

ことができる体制
たいせい

の整備
せ い び

を引
ひ

き続
つづ

き行
おこな

ってい

きます。 

 

各種健康診査
かくしゅけんこうしんさ

の実施
じ っ し

により、生活
せいかつ

習慣病
しゅうかんびょう

等
とう

による障
しょう

がいの予防
よ ぼ う

や児童
じ ど う

の発育
はついく

・発達
はったつ

の遅れ
おく   

、偏り
かたよ  

の早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

療育
りょういく

に今後
こ ん ご

も取
と

り組
く

みます。 

 

近年
きんねん

の社会
しゃかい

構造
こうぞう

の変化
へ ん か

に伴う
ともな   

ストレス等
とう

を原因
げんいん

とした心
こころ

の病
やまい

が問題
もんだい

になるなど、

疾病
しっぺい

が多様化
た よ う か

、複雑化
ふくざつか

しています。 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

については、精神障
せいしんしょう

がいに対する
たい     

地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

を一層
いっそう

深める
ふか     

と

ともに、 様々
さまざま

な障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
おう     

リハビリテーションを地域
ち い き

の福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

のもと継続的
けいぞくてき

に提供
ていきょう

し、地域
ち い き

での自立
じ り つ

した生活
せいかつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図ります
はか       

。 
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《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

１  相談
そ う だ ん

支援体制
し え ん た い せ い

の充実
じゅうじつ

 

相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

・地域
ち い き

で自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

を営む
いとど  

ために、必要
ひ つ よ う

とどる情報
じょうほう

の提
てい

供
きょう

や

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

支援
し え ん

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に対する
た い    

支援
し え ん

どど、適切
てきせつ

ど相談
そ う だ ん

助言
じ ょ げ ん

ができ

るよう総合的
そ う ご う て き

ど相談
そ う だ ん

支援体制
し え ん た い せ い

を確立
か く り つ

します。 

・相談
そ う だ ん

支援
し え ん

等
と う

を充実
じゅうじつ

させるため、基幹
き か ん

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センターの更
さ ら

どる整備
せ い び

に努め
つ と  

ま

す。 

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

機能
き の う

の 

強化
き ょ う か

 

・多様
た よ う

ど相談
そ う だ ん

要望
よ う ぼ う

に対応
た い お う

するため、行
ぎょう

政
せい

と地域
ち い き

の協議会
き ょ う ぎ か い

 北後志
き た し り べ し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

なの相談
そ う だ ん

機能
き の う

と、地域
ち い き

やボランティアによる支援
し え ん

の窓口
ま ど ぐ ち

とどる社会
し ゃ か い

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

の相談
そ う だ ん

機能
き の う

との効果
こ う か

的
て き

ど連携
れ ん け い

を図って
は か    

いくとともに、民生
みんせ い

委員
い い ん

・児
じ

童
ど う

委員
い い ん

等
と う

との連携
れ ん け い

をより強化
き ょ う か

します。 

・障
しょう

がいのある高
こ う

齢
れい

者
し ゃ

への迅速
じ ん そ く

どサービス調整
ちょうせい

が行
おこど

えるよう、介護
か い ご

支援
し え ん

専
せん

門員
もんいん

 ケアマネージャーなや地域
ち い き

包括
ほ う か つ

支援
し え ん

センター等
と う

との連携
れ ん け い

を図り
は か  

ます。 

 

２  在宅
まいたく

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

 

在宅
ま い た く

福祉
ふ く し

サービスの 

充実
じゅうじつ

 

・地域
ち い き

における生活
せいかつ

支援
し え ん

のため、介護
か い ご

給
きゅう

付
ふ

、訓練
く ん れ ん

等
と う

給
きゅう

付
ふ

、補
ほ

装具
そ う ぐ

どど自立
じ り つ

支援
し え ん

給
きゅう

付
ふ

の充実
じゅうじつ

および自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
い り ょ う

や地域
ち い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の推進
す い し ん

を図り
は か  

ます。 

・必要
ひ つ よ う

とする福祉
ふ く し

サービスをより効果
こ う か

的
て き

かつ総合的
そ う ご う て き

に提供
ていきょう

するため、関係
か ん け い

機関
き か ん

と

連携
れ ん け い

を図り
は か  

、供給
きょうきゅう

できる体制
たいせい

や人材
じんまい

の確保
か く ほ

に努めます
つ と      

。 

・医療
い り ょ う

的
て き

ケアのニーズを有する
ゆ う    

障
しょう

がいのある人
ひ と

が日中
にっちゅう

活動
か つ ど う

に参加
さ ん か

することで、家族
か ぞ く

が一時
い ち じ

的
て き

ど休息
き ゅ う そ く

や息抜き
い き ぬ   

 レスパイトなができるよう、地域
ち い き

の支援体制
し え ん た い せ い

の充実
じゅうじつ

に向けた
む   

取り組み
と  く  

を推進
す い し ん

します。 

・「障
しょう

害
が い

者
し ゃ

総合
そ う ご う

支援
し え ん

法
ほ う

」についての仕組み
し く  

や内容
ど い よ う

の周
しゅう

知
ち

を図り
は か  

、制度
せ い ど

が効果
こ う か

的
て き

か

つ効率
こ う り つ

的
て き

に推進
す い し ん

されるようさらに普
ふ

及
きゅう

に努め
つ と  

ます。 

・ルルー ホーム等
と う

から居宅
き ょ た く

生活
せいかつ

への移行
い こ う

が円滑
えんかつ

に進む
すす   

よう関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し

検討
け ん と う

を進めます
す す      

。 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

との 

連携
れんけい

強化
き ょ う か

 

・介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

の保険給
ほ け ん き ゅ う

付
ふ

に加え
く わ   

、さらにサービスを必要
ひ つ よ う

とする障
しょう

がいのある高
こ う

齢
れい

者
し ゃ

に対し
たい   

、引き続き
ひ  つ づ  

適切
て き せ つ

どサービスの提供
ていきょう

に努め
つ と  

ます。 
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３  福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の充実
じゅうじつ

 

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の充実
じゅうじつ

 

・地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送る
お く   

ために必要
ひ つ よ う

どルルー ホーム等
と う

の施設
し せ つ

を整備
せ い び

するた

めの方策
ほ う さ く

を、国
く に

・道
ど う

と協議
き ょ う ぎ

しどがら社会
し ゃ かい

福祉
ふ く し

法人
ほ う じん

等
と う

による整備
せ い び

の支援
し え ん

を検討
け ん と う

し

ます。 

受
う

け入れ
い  

体制
たいせい

の拡充
かくじゅう

 ・入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

およびサービス事業
じ ぎ ょ う

所
し ょ

と連携
れ ん け い

し、受
う

け入れ
い  

体制
た い せ い

の充実
じゅうじつ

に努め
つ と  

ます。 

 

４  障
しょう

がいの発生
は っせい

予防
よ ぼ う

と早期
そ う き

発見
は っけん

・早期
そ う き

治療
ち り ょ う

の確立
か く り つ

 

障
しょう

がいの発生
はっせい

予防
よ ぼ う

 

・出生
しゅっせい

時
じ

、幼
よ う

年
ねん

期
き

、青
せ い

年
ねん

期
き

、壮
そ う

年
ねん

期
き

、中
ちゅう

年
ねん

期
き

、高
こ う

齢
れい

期
き

までのそれぞれのライフサ

イクルに対応
た い お う

する一貫
い っ か ん

した保健
ほ け ん

支援体制
し え ん た い せ い

を一層
い っ そ う

充実
じゅうじつ

します。 

・精神
せいしん

保健
ほ け ん

対策
た い さ く

としては、関係
かんけい

機関
き か ん

等
と う

と連携
れんけい

を図り
は か  

、訪問
ほ う も ん

指導
し ど う

や保健
ほ け ん

相談
そ う だ ん

等
と う

を

きめ細かく
  こ ま   

実施
じ っ し

します。 

・健康診査
け ん こ う し ん さ

の受
じ ゅ

診率
し ん り つ

の向上
こ う じ ょ う

を図り
は か  

、生活
せ い か つ

習慣病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

や早
そ う

期
き

発見
は っ け ん

に努める
つ と    

ととも

に、早
そ う

期
き

治療
ち り ょ う

により生活
せ い か つ

習慣病
しゅうかんびょう

等
と う

による障
しょう

がいの予防
よ ぼ う

、軽減
け い げ ん

化
か

を図り
は か  

ます。ま

た、生活
せ い か つ

習慣病
しゅうかんびょう

の発症
はっしょう

予防
よ ぼ う

のための健康
け ん こ う

教育
き ょ うい く

の充実
じゅうじつ

を図り
は か  

ます。 

・妊婦健康診査
に ん ぷ け ん こ う し ん さ

を充実
じゅうじつ

し、安心
あ ん し ん

・安全
あ ん ぜ ん

ど出産
しゅっさん

ができるよう支援
し え ん

します。 

・妊娠
に ん し ん

から出産後
し ゅ っ さ ん ご

の保健
ほ け ん

指導
し ど う

および健康診査
け ん こ う し ん さ

を通じて
つ う   

、妊産婦
に ん さ ん ぷ

の健康
け ん こ う

維持
い じ

に

努め
つ と  

ます。 

早
そ う

期
き

発見
はっけん

体制
たいせい

の 

充実
じゅうじつ

 

・保健
ほ け ん

所
じ ょ

、医療
い り ょ う

機関
き か ん

、児
じ

童
ど う

相談
そ う だ ん

所
じ ょ

等
と う

の関係
か ん け い

機関
き か ん

との連携
れ ん け い

を図り
は か  

、健康診査後
け ん こ う し ん さ ご

の事後
じ ご

指導
し ど う

、相談体制
そ う だ ん た い せ い

どどの充実
じゅうじつ

を図り
は か  

ます。 

・発育
は つ い く

・発達
は っ た つ

の遅れ
お く  

や偏り
かたよ  

を可能
か の う

ど限り
か ぎ  

早
そ う

期
き

に発見
は っ け ん

するための乳
にゅう

児
じ

健康診査
け ん こ う し ん さ

ど

ど、母
ぼ

子
し

保健
ほ け ん

活動
か つ ど う

の充実
じゅうじつ

に努め
つ と  

ます。 

相談
そうだん

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

 

・障
しょう

がいに応
お う

じた各種
か く し ゅ

サービスや医療
い り ょ う

・保健
ほ け ん

、早
そ う

期
き

支援
し え ん

が行
おこど

われるよう各関係
か く か ん け い

機関
き か ん

との連携
れ ん け い

を図る
は か  

ため、地域
ち い き

の協議会
き ょ う ぎ か い

 北後志
き た し り べ し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

なを

活用
か つ よ う

するとともに一貫
い っ か ん

した相談
そ う だ ん

支援体制
し え ん た い せ い

の整備
せ い び

充実
じゅうじつ

に努め
つ と  

ます。 

・相談
そ う だ ん

内容
ど い よ う

に応じた
お う    

適切
て き せ つ

ど助言
じ ょ げ ん

を受
う

けることができるよう、より充実
じゅうじつ

した相談
そ う だ ん

支援
し え ん

窓口
ま ど ぐ ち

の整備
せ い び

に努め
つ と  

ます。 
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５ リハビリテーションと医療
い り ょ う

の充実
じゅうじつ

 

リハビリテーション 

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

・保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

・福祉
ふ く し

の関係
か ん け い

機関
き か ん

が連携
れ ん け い

し、急
きゅう

性
せ い

期
き

治療後
ち り ょ う ご

のリハビリテーションから

地域
ち い き

のリハビリテーションまで切れ目
き  め

のどい一貫
い っ か ん

した体制
た い せ い

の確
か く

保
ほ

ができるよう支援
し え ん

します。 

・健康
け ん こ う

に生活
せ い か つ

するためには、機能
き の う

回復
か い ふ く

や障
しょう

がいの進
し ん

行
こ う

防止
ぼ う し

を図る
は か  

リハビリテーショ

ンの推進
す い し ん

が必要
ひ つ よ う

どため、北後志母
き た し り べ し ぼ

子
し

通園
つ う え ん

センターおよびその他
た

リハビリテーション

施設
し せ つ

において精神
せ い し ん

的
て き

ど支え
さ さ  

と社会
し ゃ か い

的
て き

ど支援体制
し え ん た い せ い

の充
じゅう

実
じ つ

を図り
は か  

ます。 

・介護
か い ご

者
し ゃ

の負担
ふ た ん

軽減
け い げ ん

を図る
は か  

ため、介護
か い ご

方
ほ う

法
ほ う

の指導
し ど う

、講演会
こ う え ん か い

の開催
か い さ い

を検討
け ん と う

しま

す。 

医療
い り ょ う

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 
・日常
にちじょう

の健康
け ん こ う

管理
か ん り

を推進
す い し ん

していくために、保健
ほ け ん

、医療
い り ょ う

、福祉
ふ く し

体制
た い せ い

の充実
じゅうじつ

を図り
は か  

ま

す。また、医療
い り ょ う

関係
か ん け い

機関
き か ん

との連携
れ ん け い

を一層
い っ そ う

強化
き ょ う か

して医療
い り ょ う

体制
た い せ い

を整備
せ い び

します。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４ 保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 
 

  現状
げんじ ょ う

と課題
か だ い

～施策
し さ く

の方向性
ほ う こ う せ い

   

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもがその持てる
も   

能力
のうりょく

や可能
か の う

性
せい

を最
さい

大
だい

限
げん

に伸ばして
の   

いくためには、一
ひと

人
り

ひとりのニーズに応じた
お う    

きめ細やか
こ ま    

な教育
きょういく

を行
おこな

っていくとともに、行
ぎょう

政
せい

の保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

部門
ぶ も ん

、学校
がっこう

、医療
い り ょ う

機関
き か ん

等
とう

が連携
れんけい

し、障
しょう

がいの発見
はっけん

から一貫
いっかん

した支援
し え ん

が行
おこな

える体制
たいせい

づくりが

必要
ひつよう

です。 

 

乳幼
にゅうよう

児
じ

期
き

、学齢
がくれい

期
き

においては、保護
ほ ご

者
し ゃ

が子
こ

どもの幼稚園
よ う ち え ん

や学校
がっこう

等
とう

の就
しゅう

園
えん

・就学
しゅうがく

について

思い悩む
お も  な や  

ことは少なく
す く   

ありません。保育
ほ い く

・教育
きょういく

における悩み
な や  

や進路
し ん ろ

、将来
しょうらい

に関する
か ん    

不安
ふ あ ん

につ

いて、必要
ひつよう

なときに適切
てきせつ

な相談
そうだん

が受
う

けられる体制
たいせい

づくりの充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。また、アンケー

ト調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、余市町
よいちちょう

の福祉
ふ く し

施策
し さ く

に充実
じゅうじつ

を求
もと

めることとして、「障
しょう

がいの特性
とくせい

を理解
り か い

し、

子
こ

どもの可能性
かのうせい

を伸
の

ばすような教育
きょういく

を進
すす

めること」と回答
かいとう

した方
かた

が多
おお

く、児
じ

童
どう

・生徒
せ い と

の

持って
も   

いる能力
のうりょく

や可能
か の う

性
せい

を引き出し
ひ  だ  

、将来
しょうらい

自立
じ り つ

した生活
せいかつ

が送れる
お く    

よう、一
ひと

人
り

ひとりの特
と く

性
せい

・

発達
はったつ

段階
だんかい

に応じた
お う    

療育
りょういく

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

等
とう

のトータルな支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。さらには、指導
し ど う

等
とう

にあた

る職員
しょくいん

の確保
か く ほ

と専門
せんもん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

等
とう

も重要
じゅうよう

です。 

 

そして、「ノーマライゼーション」の理念
り ね ん

のもと、障
しょう

がいのある児
じ

童
どう

・生徒
せ い と

と障
しょう

がいのない

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

がお互
たが

いに交流
こうりゅう

を深め
ふか   

、共
とも

に学ぶ
まな   

インクルーシブ教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

も求め
も と   

られます。 

 

さらに、障
しょう

がいのある人
ひと

が生涯
しょうがい

を通じて
つ う    

自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を営む
いと な  

ためには、芸術
げいじゅつ

や文
ぶん

化
か

、スポ

ーツ活動
かつどう

など社会
し ゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を持つ
も  

ことは大
たい

変
へん

重要
じゅうよう

です。障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

の質
し つ

の

向上
こうじょう

や自分
じ ぶ ん

らしい暮らし
く   

を営む
いと な  

ことに繋がる
つ な    

とともに、活動
かつどう

を通じて
つ う    

地域
ち い き

の人
ひと

との交流
こうりゅう

や

障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い    

理解
り か い

の促進
そ く し ん

にもつながります。そのためには、各ライフサイクル
か く             

に

応じた
お う     

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の機会
き か い

と提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

 

  

 
 インクルーシブ教 育

きょういく

・・・ 障 害
しょうがい

の有無
う む

で子ども
こ   

を区別
くべつ

せず、同じ
おな  

場所
ばしょ

で一緒
いっしょ

に学 ぶ
まな   

教 育
きょういく

のこと 
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《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

１  保育
ほ い く

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

 

発達
はったつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

 

・保健
ほ け ん

所
じ ょ

、医療
い り ょ う

機関
き か ん

、児
じ

童
ど う

相談
そ う だ ん

所
じ ょ

等
と う

関係
か ん け い

機関
き か ん

との連携
れ ん け い

のもと、北後志母
き た し り べ し ぼ

子
し

通園
つ う え ん

センターを中
ちゅう

心
し ん

とした発達
はったつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図り
は か  

ます。 

障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

等
と う

の
 

充実
じゅうじつ

 

・障
しょう

がいのある子
こ

どもの入所
にゅうしょ

について、障
しょう

がいの特
と く

性
せ い

に応じた
お う     

施設
し せ つ

の整備
せ い び

や職員
しょ くいん

の

配置
は い ち

どど保育
ほ い く

環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

に努め
つ と  

ます。 

・保育所
ほ い く じ ょ

、幼稚園
よ う ち え ん

、北後志
き た し り べ し

母子通園
ぼ し つ う え ん

センター、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

等
と う

との連携
れ ん け い

を図り
は か  

、保育
ほ い く

および療育
り ょ う い く

の充実
じゅうじつ

を図り
は か  

ます。 

発達
はったつ

支援
し え ん

・
 

就学
しゅうがく

相談
そうだん

の
 

充実
じゅうじつ

 

・障
しょう

がいのあるおよび発達
は っ た つ

に心配
しんぱい

のある子ども
こ   

の発達
は っ た つ

に合わせた
あ    

適切
てきせつ

 ど発達
は っ た つ

支援
し え ん

や教育
きょういく

について、関係
か ん け い

機関
き か ん

との連携
れ ん け い

による相談
そ う だ ん

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努め
つ と  

ます。 

・就学
しゅ うが く

にあたって、本
ほ ん

人
に ん

・保護
ほ ご

者
し ゃ

等
と う

に対し
た い  

十分
じゅうぶん

情報提供
じょうほうていきょう

をしどがら、その意
い

見
け ん

を最
さ い

大
だ い

限
げ ん

尊重
そんちょう

し、教育
き ょ うい く

的
て き

ニーズと必要
ひ つ よ う

ど支援
し え ん

について関係
か ん け い

機関
き か ん

と連携
れ ん け い

を図り
は か  

、早
そ う

期
き

からの教育
き ょ うい く

相談
そ う だ ん

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努め
つ と  

ます。 

保育
ほ い く

・教育
きょういく

に関わる
か か   

人
じん

材
まい

の育成
いくせい

・指導
し ど う

 

・障
しょう

がいのある子
こ

どもとどい子
こ

どもが、自然
し ぜ ん

に相互
そ う ご

理解
り か い

できる保育
ほ い く

・教育
き ょ うい く

を推進
す い し ん

する

ため、幼
よ う

児
じ

の保育
ほ い く

・教育
き ょ うい く

にかかわる人
ひ と

に研修
けんしゅう

等
と う

を行
おこど

い指導力
し ど う り ょ く

の向上
こ う じ ょ う

を図る
はか   

ととも

に、通常
つうじょう

保育
ほ い く

・教育
き ょ うい く

環境
かんきょう

の中
ど か

への補助
ほ じ ょ

的
て き

ど職員
しょ くいん

配置
は い ち

の検討
け ん と う

を進め
す す  

、問題
も ん だ い

を

専門
せ ん も ん

的
て き

にサポートできる環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努め
つ と  

ます。 
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２  学校
がっこう

教育
きょういく

の向上
こうじょう

 

特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

の

充実
じゅうじつ

 

・障
しょう

 がいのあるおよび発達
は っ た つ

 に心配
しんぱい

 のある子ども
こ  

 が適切
て き せ つ

ど環境
かんきょう

の中
ど か

で教育
き ょ うい く

が受
う

けられ

るように、学校
が っ こ う

施設
し せ つ

、教材
きょうまい

、教具
き ょ う ぐ

の整備
せ い び

を一
ひ と

人
り

ひとりの状態
じょうたい

に合わせて
あ    

推進
す い し ん

しま

す。 

・障
しょう

がいのある児
じ

童
ど う

・生徒
せ い と

と障
しょう

がいのどい児童
じ ど う

 ・生徒
せ い と

 がお互
たが

 いに理解
り か い

 を深め
ふか   

 、共
と も

 に

学ぶ
まど   

 インクルーシブ教育
きょういく

 の推進
すいしん

 に努めます
つ と      

 。教育
き ょ うい く

内容
ど い よ う

の充実
じゅうじつ

に向けて
む   

、教
きょう

職
しょく

員
いん

研修
けんしゅう

、小
しょう

中
ちゅう

一貫
い っ か ん

した教育
き ょ うい く

の推進
す い し ん

を図り
は か  

ます。 

・一
ひ と

人
り

ひとりの能力
の う り ょ く

や適
て き

性
せ い

に応じた
お う    

適切
て き せ つ

ど進路
し ん ろ

が保
ほ

障
しょう

されるよう、教育
き ょ うい く

委
い

員会
いんかい

・

学校
が っ こ う

・福祉
ふ く し

機関
き か ん

等
と う

が連携
れ ん け い

し、進路
し ん ろ

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

を図り
は か  

ます。 

教育
きょういく

に関わる
かか    

人
じん

材
まい

の

育成
いくせい

・指導
し ど う

 

・障
しょう

がいのある子
こ

どもとどい子
こ

どもとが、自然
し ぜ ん

に相互
そ う ご

理解
り か い

できる教育
き ょ うい く

を推進
す い し ん

するた

め、児
じ

童
ど う

・生徒
せ い と

の教育
き ょ うい く

に係る
かか   

人
ひ と

に研修
けんしゅう

等
と う

を行
おこど

い指導力
し ど う り ょ く

の向上
こ う じ ょ う

を図る
はか   

とともに、

通常
つうじょう

教育
き ょ うい く

環境
かんきょう

の中
ど か

への補助
ほ じ ょ

的
て き

ど教職員
きょうしょくいん

配置
は い ち

を検討
け ん と う

し、問題
も ん だ い

を専門
せ ん も ん

的
て き

にサポー

トできる環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努め
つ と  

ます。 

不登校
ふ と う こ う

児童
じ ど う

への支援
し え ん

 
・不登校
ふ と う こ う

 の子ども
こ   

 のどかには、発達障
はったつしょう

 がいどどの心配
しんぱい

 のある子ども
こ   

 もいるため、関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

した相談
そ う だ ん

支援
し え ん

等
と う

の検討
け ん と う

を進
すす

めます。 

 

３  生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の充実
じゅうじつ

 

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

 

・ニーズに応じた
お う    

学習
が く し ゅ う

、文
ぶ ん

化
か

、スポーツ活動
か つ ど う

を促進
そ く し ん

するため、多様
た よ う

ど学習
が く し ゅ う

活動
か つ ど う

に

参加
さ ん か

できる機会
き か い

の提供
ていきょう

を図り
は か  

ます。 

・参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するため、福祉
ふ く し

団
だ ん

体
た い

を通じ
つ う   

、支援体制
し え ん た い せ い

等
と う

の説明
せ つ め い

を加え
く わ   

るどど、情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

しやすい環境
かんきょう

を整えます
と と の     

。 

指導
し ど う

者
しゃ

や支援
し え ん

 

ボランティアの育成
いくせい

 

・スポーツ・レクリエーション活動
か つ ど う

を支援
し え ん

するため、指導
し ど う

者
し ゃ

の養成
よ う せ い

と確保
か く ほ

に努め
つ と  

ます。 

・社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

していくため、手話
し ゅ わ

通訳
つ う や く

者
し ゃ

、送迎
そ う げ い

どど支援
し え ん

ボランティアの派遣
は け ん

等
と う

が行
おこど

えるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を進めます
す す      

。 

・生活
せ い か つ

の質
し つ

を高
た か

める余暇
よ か

活動
か つ ど う

に積極
せ っきょ く

的
て き

に参加
さ ん か

できるよう、各種
か く し ゅ

団
だ ん

体
た い

サークルへの

働きかけ
は た ら     

を行
おこど

います。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

５ 就労
しゅうろう

・雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 
 

  現状
げんじ ょ う

と課題
か だ い

～施策
し さ く

の方向性
ほ う こ う せ い

   

 

アンケート調査
ちょうさ

の結果
け っ か

では、仕事
し ご と

をしていない障
しょう

がい者
しゃ

のうち、約
やく

２割
わり

の方
かた

が仕事
し ご と

をし

たいと回答
かいとう

しており、また、仕事
し ご と

をしていない理由
り ゆ う

として、「通勤
つうきん

がむずかしい」、「希望
き ぼ う

す

る仕事
し ご と

につけない、就職先
しゅうしょくさき

がない」と回答
かいとう

しています。 

働 く
はたら   

意欲
い よ く

のある障
しょう

がい者
しゃ

が、その適性
てきせい

に応じて
おう     

能力
のうりょく

を発揮
は っ き

することができる雇用
こ よ う

の

場
ば

に就き
つ  

、社会
しゃかい

とのつながりや経済的
けいざいてき

な安定
あんてい

、誇り
ほこ   

を持って
も   

生活
せいかつ

を送る
おく   

ことができる社会
しゃかい

が求められます
もと             

。 

障
しょう

がいのある人
ひと

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を営 む
いとな    

うえで、就労
しゅうろう

時
じ

、就労後
しゅうろうご

等
とう

のライフステージにおいて適切
てきせつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

とされ、職場
しょくば

への定着
ていちゃく

を含めて
ふく      

障
しょう

がいのあ

る人
ひと

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するためには、企業
きぎょう

・雇用
こ よ う

主
ぬし

にも就 業
しゅうぎょう

に対する
たい     

理解
り か い

と啓発
けいはつ

の

促進
そくしん

に努める
つと      

ことがより重要
じゅうよう

となります。 

 

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し えんほう

」においても、障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を促進
そくしん

することを

目的
もくてき

に、就労
しゅうろう

・雇用
こ よ う

の促進
そくしん

を重点
じゅうてん

項目
こうもく

のひとつとして掲
かか

げており、2022年
ねん

10月
がつ

の

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し えんほう

の改正
かいせい

では、障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

が就労先
しゅうろうさき

・働
はたら

き方
かた

についてより良い
よ  

選択
せんたく

ができるよう、就労
しゅうろう

アセスメントの手法
しゅほう

を活用
かつよう

して、本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

、就労
しゅうろう

能力
のうりょく

や適性
てきせい

等
とう

に

合った
あ   

選択
せんたく

を支援
し え ん

する「就労
しゅうろう

選択
せんたく

支援
し え ん

」が新た
あら   

に創設
そうせつ

されています。 

 

職場
しょくば

への定着
ていちゃく

を含めて
ふく     

障
しょう

がいのある人
ひと

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するためには、雇用
こ よ う

する側
がわ

の企業
きぎょう

や職場
しょくば

での理解
り か い

と協 力
きょうりょく

が不可欠
ふ か け つ

です。教育
きょういく

機関
き か ん

、ハローワーク、企業
きぎょう

、障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

を図りながら
はか          

、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の理解
り か い

促進
そくしん

を図り
はか   

、就労
しゅうろう

機会
き か い

の拡大
かくだい

や受
う

け入
い

れ態勢
たいせい

を整えて
ととの      

いくとともに、障
しょう

がいの特性
とくせい

に

応じた
おう     

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

の開発
かいはつ

や職場
しょくば

適応
てきおう

のための訓練
くんれん

など一貫
いっかん

して行える
おこな     

就労
しゅうろう

支援
し え ん

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

また、一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

で働 く
はたら   

ことが困難
こんなん

な人
ひと

に対し
たい   

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

および福祉的
ふ く して き

就労
しゅうろう

の場
ば

を

確保
か く ほ

し、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

と雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

が協 力
きょうりょく

していく必要
ひつよう

があります。  
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《施策
し さ く

の方向
ほうこう

》 

１  雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

雇用
こ よ う

への理解
り か い

・促進
そ く しん

 

・国
く に

、道
ど う

や関係
か ん け い

機関
き か ん

と連携
れ ん け い

して、障
しょう

がいのある人
ひ と

の社会的自立
し ゃ か い て き じ り つ

と社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

していくため、町
ちょう

内
ど い

事業
じ ぎ ょ う

所
し ょ

等
と う

へ一般
い っ ぱ ん

就労
しゅうろう

ができるよう雇用
こ よ う

の拡大
か く だ い

を要請
よ う せ い

していくと

ともに、職業
しょくぎょう

相談
そ う だ ん

や各種
か く し ゅ

助成
じ ょ せ い

制度
せ い ど

等
と う

の周
しゅう

知
ち

を図る
は か  

どど啓発
け い は つ

活動
か つ ど う

を推進
す い し ん

します。 

・重度
じ ゅ う ど

の障
しょう

がいのある人
ひ と

の雇用
こ よ う

の促進
そ く し ん

にあたっては、短時
た ん じ

間
か ん

勤務
き ん む

、在宅
ま い た く

就労
しゅうろう

等
と う

の

多様
た よ う

ど勤務
き ん む

形態
け い た い

の普
ふ

及
きゅう

を企業
き ぎ ょ う

等
と う

に働
はたら

きかけます。 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への支援
し え ん

 

・ハローワークや障
しょう

がい者
し ゃ

就業
しゅうぎょう

・生活
せ い か つ

支援
し え ん

センター等
と う

の関係
か ん け い

機関
き か ん

との連携
れ ん け い

および障
しょう

がい者
し ゃ

の一般
い っ ぱ ん

就労
しゅうろう

促進
そ く し ん

のための啓発
け い は つ

に努め
つ と  

ます。 

・障
しょう

がいのある人
ひ と

を雇用
こ よ う

する事業
じ ぎ ょ う

主
ぬ し

に対して
た い    

、雇用
こ よ う

の前後
ぜ ん ご

を通じて
つ う    

障
しょう

がいの特
と く

性
せ い

を

踏まえ
ふ   

た直接
ちょくせつ

的
て き

・専門
せ ん も ん

的
て き

ど援助
え ん じ ょ

を行
おこど

うために有効
ゆ う こ う

どジョブコー
       

ラの制度
せ い ど

の理解
り か い

促進
そ く し ん

や周
しゅう

知
ち

に努め
つ と  

ます。また、障
しょう

がいのある人
ひ と

および事業
じ ぎ ょ う

主
ぬ し

に対して
た い    

、短
た ん

期間
き か ん

の

雇用
こ よ う

を通じて
つ う    

相互
そ う ご

に適
て き

性
せ い

を判
は ん

断
だ ん

した後
の ち

に雇用
こ よ う

に至る
い た  

、障
しょう

がい者
し ゃ

トライアル雇用
こ よ う



制度
せ い ど

の活用
か つ よ う

に関する
か ん    

情報提供
じょうほうていきょう

を行
おこど

い、就労
しゅうろう

体
た い

験
け ん

機会
き か い

の拡大
か く だ い

に努め
つ と  

ます。 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

後
ご

の 

定
てい

着
ちゃく

への支援
し え ん

 

・就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

等
と う

の利用
り よ う

を経て
へ  

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

の就労
しゅうろう

に

伴う
ともど  

環境
かんきょう

の変化
へ ん か

により生活
せ い か つ

面
め ん

で生じた
し ょ う    

課題
か だ い

に対応
た い お う

できるよう、事業
じ ぎ ょ う

所
し ょ

・家族
か ぞ く

との

連絡
れ ん ら く

調整
ちょうせい

等
と う

の支援
し え ん

を行
おこど

うことで就労
しゅうろう

定
て い

着
ちゃく

を図れる
は か   

体制
た い せ い

づくりを行
おこど

います。 

 

２  福祉
ふ く し

的
て き

就労
しゅうろう

の促進
そ く し ん

 

福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

の促進
そ く し ん

 
・就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

および就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

 Ａ型
  が た

・Ｂ型
  が た

な事業所
じ ぎ ょ う し ょ

における受注
じゅちゅう

促進
そ く し ん

や利用者
り よ う し ゃ

の工賃
こ う ち ん

向上
こうじょう

等
と う

の取
と

り組
く

みへの支援
し え ん

に努めます
つ と      

。 

 

  

 
 ジョブコーチ ： 障

しょう

がいのある人
ひと

が職場
しょくば

の習 慣
しゅうかん

や人
にん

間
げん

関係
かんけい

に適応
てきおう

し働いて
はたら   

いくため、作業
さぎょう

工程
こうてい

の工夫
くふう

、作業
さぎょう

指導
しどう

の方
ほう

法
ほう

等
とう

を助言
じょげん

するとともに、通勤
つうきん

時
じ

や就 労
しゅうろう

時
じ

等
とう

のサポートをする。 

 

 障
しょう

がい者
しゃ

トライアル雇用
こよう

 ： 有 給
ゆうきゅう

の有
ゆう

期
き

契約
けいやく

による試行
しこう

雇用
こよう

。この期間
きかん

に企業
きぎょう

は適
てき

性
せい

を見極める
みきわ    

とともに、 障
しょう

がいのある人
ひと

も仕事
しごと

や職場
しょくば

について知
し

ることができるため、双方
そうほう

にとってメリットがあり、 障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こよう

を促進
そくしん

することができる。 
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第
だい

４章
しょう

 障
しょう

がい者
しゃ

サービスの実施
じっし

目標
もくひょう

 

（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

） 
 

１ 基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

（目
め

指
ざ

す目
もく

標
ひょう

） 
 

平成
へいせい

２５年
ねん

４月
がつ

、地域
ち い き

社会
しゃかい

における共生
きょうせい

の実現
じつげん

に向けて
む   

、障
しょう

がい者
しゃ

サービスの

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

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

することを目
もく

的
てき

と

し、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」が施行
し こ う

されました。利用
り よ う

者
しゃ

自ら
みずか 

がサービスを選択
せんたく

するという

意識
い し き

が高
たか

まり、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

においても、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

者
しゃ

に

対する
たい    

支援
し え ん

に向けた
む   

取り組み
と  く  

がさらに進め
す す  

られてきております。これらのほか、地域
ち い き

に

おける生活
せいかつ

の維持
い じ

および継続
けいぞく

の推進
すいしん

、就労
しゅうろう

定
てい

着
ちゃく

に向けた
む   

支援
し え ん

、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む   

取り組み
と  く  

、精神
せいしん

障
しょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

、障
しょう

がい児
じ

のサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の計画
けいかく

的
てき

な構築
こうちく

、発達
はったつ

障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

に取り組み
と  く  

な

がら、障
しょう

がいのある人
ひと

自
じ

身
しん

の高
こう

齢
れい

化
か

や重度
じゅうど

化
か

にも目
め

を向け
む  

、引き続き
ひ  つ づ  

『希望
き ぼ う

するすべ

ての障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で暮らせる
く    

社会
しゃかい

づくり』を目指し
め ざ  

、障
しょう

がいのある人
ひと

のニ

ーズを踏まえ
ふ   

た暮らし
く   

の実現
じつげん

や、意欲
い よ く

や能力
のうりょく

（適
てき

性
せい

）に応じた
おう    

活動
かつどう

が保
ほ

障
しょう

される社会
しゃかい

づくりを推進
すいしん

するため、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

、相談
そうだん

支援
し え ん

の連携
れんけい

強化
きょうか

、

ならびに障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

を計画
けいかく

的
てき

に確保
か く ほ

していくものであります。 
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２ 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

の目標値
もくひょうち

 
 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

において必要
ひつよう

なサービスの見込
み こ

み量
りょう

について、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

や「ほっかい

どう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン」に掲
かか

げる目標値
もくひょうち

等
とう

を基本
き ほ ん

に、余市町
よいちちょう

における各種
かくしゅ

サービス等
とう

の

利用
り よ う

実績
じっせき

を踏
ふ

まえて次
つぎ

の事項
じ こ う

について目標値
もくひょうち

を設定
せってい

します。 

（１）福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

目標
もくひょう

 

国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

では、令和
れ い わ

８年度
  ねんど

末
まつ

において、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の６％以上
いじょう

が

地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

すること、また令和
れ い わ

８年度
  ねんど

末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を令和
れ い わ

４年度
  ねんど

末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

から５％以上
いじょう

削減
さくげん

することを目標
もくひょう

としています。 

「ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン」では、令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

の道内
どうない

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

の目標値
もくひょうち

は令和
れ い わ

５年
  ねん

３月
  がつ

末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の約
やく

2.5％を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

して

います。また、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の減少
げんしょう

見込数
みこみすう

の目標値
もくひょうち

については、令和
れ い わ

５年
  ねん

３月
  がつ

末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の約
やく

3.7％を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

しています。 

 

項
こう

   目
もく

 数
すう

 値
ち

 備
び

 考
こう

 

施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

・・・（A） 4０人
にん

 ・令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

末
まつ

現在
げんざい

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

 

令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

までの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

 １人
にん

以上
いじょう

 （A）×２．５％ 

令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

の施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

 

減少
げんしょう

見込数
みこみすう

 

１人
にん

以上
いじょう

 （A）×３．７％ 
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（２）精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

に係る
かか   

目標
もくひょう

 

「ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン」では、精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステ

ムの構築
こうちく

を推進
すいしん

するため、精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

を

目指す
め ざ  

ため、入院
にゅういん

後
ご

３か月
    げつ

時点
じ て ん

、６か月
    げつ

時点
じ て ん

と１年
  ねん

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

及び
およ   

精神科
せいしんか

病 床
びょうしょう

におけ

る 65歳
さい

以上
いじょう

及び
およ   

65歳
さい

未満
み ま ん

の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

について、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基づき
もと      

設定
せってい

し

ています。 

 

【精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

に係る
かか   

目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

 備
び

考
こう

 

入院
にゅういん

後
ご

３か月
     げつ

時点
じ て ん

の

退院率
たいいんりつ

 
68.9％ 

令和
れ い わ

８年度
  ねんど

（2026年度
ね ん ど

）における入院
にゅういん

後
ご

３か月
     げつ

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

（R1の退院率
たいいんりつ

62.2％） 

入院
にゅういん

後
ご

６か月
     げつ

時点
じ て ん

の

退院率
たいいんりつ

 
84.5％ 

令和
れ い わ

８年度
  ねんど

（2026年度
ね ん ど

）における入院
にゅういん

後
ご

６か月
     げつ

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

（R1の退院率
たいいんりつ

77.1％） 

入院
にゅういん

後
ご

１年
  ねん

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

 91.0％ 
令和
れ い わ

８年度
  ねんど

（2026年度
ね ん ど

）における入院
にゅういん

後
ご

１年
  ねん

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

（R1の退院率
たいいんりつ

85.2％） 

精神
せいしん

病 床
びょうしょう

から退院後
たいいんご

の

１年
  ねん

以内
い な い

の地域
ち い き

における

平均
へいきん

生活
せいかつ

日数
にっすう

(地域
ち い き

平均
へいきん

生活
せいかつ

日数
にっすう

) 

330.1日
にち

以上
いじょう

 

令和
れ い わ

８年度
  ねんど

（2026年度
ね ん ど

）の退院者
たいいんしゃ

における

退院
たいいん

後
ご

１年
  ねん

時点
じ て ん

の地域
ち い き

での平均
へいきん

生活
せいかつ

日数
にっすう

（R1の地域
ち い き

平均
へいきん

生活
せいかつ

日
にっ

数
すう

330.1日
にち

） 

精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における 65歳
さい

以上
いじょう

及
およ

び 65歳
さい

未満
み ま ん

の

入院
にゅういん

１年
  ねん

以上
いじょう

の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

 

65歳
さい

以上
いじょう

 

5,304人
にん

以下
い か

 

（現状
げんじょう

以下
い か

） 

65歳
さい

未満
み ま ん

 

2,514人
にん

以下
い か

 

（現状
げんじょう

以下
い か

） 

令和
れ い わ

８年度
  ねんど

（2026年度
ね ん ど

）末
まつ

時点
じ て ん

における

入院
にゅういん

後
ご

１年
  ねん

以上
いじょう

の 65歳
さい

以上
いじょう

及び
およ   

65歳
さい

未満
み ま ん

の患者数
かんじゃすう

 

（R4の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

） 

65歳
さい

以上
いじょう

 6,786人
にん

 

65歳
さい

未満
み ま ん

 2,848人
にん

 

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

に

よる協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

圏域
けんいき

   21か所
しょ

 

市町村
しちょうそん

 179か所
しょ

 
各障
かくしょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

及び
およ   

各市町村
かくしちょうそん

に設置
せ っ ち
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（３）地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

目標
もくひょう

 

「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

」とは、障
しょう

がいのある人
ひと

の高齢化
こうれいか

・重度化
じゅうどか

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」を見
み

据
す

え、

障
しょう

がいのある人
ひと

や障
しょう

がいのある子
こ

どもの地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する体制
たいせい

（相談
そうだん

支援
し え ん

、体
たい

験
けん

の

機会
き か い

・場
ば

の提供
ていきょう

、緊急
きんきゅう

時
じ

の受
う

け入
い

れ・対応
たいおう

、専門
せんもん

性
せい

の確保
か く ほ

、地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり）を切
き

れ目
め

なく提供
ていきょう

する拠点
きょてん

やネットワークのことです。 

「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

」は、すべての市町村
しちょうそん

（複数
ふくすう

市町村
しちょうそん

による共同
きょうどう

整備
せ い び

を含
ふく

む）に整備
せ い び

することを目標
もくひょう

としています。 

 

【地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

目標
もくひょう

】 

項目
こうもく

 R8目標値
もくひょうち

 備
び

考
こう

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

拠点
きょてん

等
とう

 １か所
しょ

  

 

（４）就労
しゅうろう

支援
し え ん

に関
かん

する目標
もくひょう

 

「ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン」では、就労
しゅうろう

系
けい

事業所
じぎょうしょ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への年間
ねんかん

移行
い こ う

者
しゃ

数
すう

について、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基づき
もと      

1,335人
にん

(令和
れ い わ

３年度
  ねんど

（2021年度
ね ん ど

）実績
じっせき

1,043人
にん

の

1.28倍
ばい

）を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

しています。 

項
こう

 目
もく

 数値
す う ち

 備
び

 考
こう

 

年間
ねんかん

一般
いっぱん

就労者数
しゅうろうしゃすう

 

(実績
じっせき

） ０人
にん

 
令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

において就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を通
つう

じて、

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

した者
もの

の数
かず

 

【目標値
もくひょうち

】 ２人
にん

 令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

中
ちゅう

に一般
いっぱん

就労
しゅうろう

する者
もの

の数
かず
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各事業所
かくじぎょうしょ

から一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

への移行
いこう

等
とう

 

「ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン」では令和
れ い わ

８年度
  ねんど

（2026年度
ね ん ど

）中
ちゅう

に一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

する者
もの

については、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基づき
もと      

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 774人
にん

（令和
れ い わ

３年度
  ねんど

（2021年度
ね ん ど

）実績
じっせき

（591人
にん

）の1.31倍
ばい

）、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
  がた

事業
じぎょう

 238人
にん

（令和
れ い わ

３年度
  ねんど

（2021年度
ね ん ど

）実績
じっせき

の1.29倍
ばい

）、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B型
がた

事業
じぎょう

 （令和
れ い わ

３年度
  ねんど

（2021年度
ね ん ど

）実績
じっせき

の

1.28倍
ばい

）を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

しています。 

項
こう

 目
もく

 数値
す う ち

 備
び

 考
こう

 

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

利用者
り よ う し ゃ

 

(実績
じっせき

） ６人
にん

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

の実績
じっせき

 

【目標値
もくひょうち

】 8人
にん

 
令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

において就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を利用
り よ う

す

る方
かた

の数
かず

（令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

の実績
じっせき

の 1.31倍
ばい

以上
いじょう

） 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

A型
がた

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への 

移行者数
いこうしゃすう

 

(実績
じっせき

） ３人
にん

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

の実績
じっせき

 

【目標値
もくひょうち

】 １２人
にん

 
令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

において就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

A型
がた

を利用
り よ う

す

る方
かた

の数
かず

（令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

の実績
じっせき

の 1.29倍
ばい

以上
いじょう

） 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B型
がた

 

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への 

移行者数
いこうしゃすう

 

(実績
じっせき

） ９１人
にん

 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

の実績
じっせき

 

【目標値
もくひょうち

】 １１７人
にん

 
令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

末
まつ

において就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

B型
がた

を利用
り よ う

す

る方
かた

の数
かず

（令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

の実績
じっせき

の 1.28倍
ばい

以上
いじょう

） 

 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

に関する
かん      

目標
もくひょう

 

「ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン」では、就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

については、就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業
じぎょう

利用
り よ う

修了者
しゅうりょうしゃ

に占める
し   

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

した者
もの

の割合
わりあい

が５割
  わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

を全体
ぜんたい

の５割
わり

以上
いじょう

とすることを基本
き ほ ん

とします。 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

については、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基づき
もと      

、令和
れ い わ

３年度
  ねんど

（2021年度
ね ん ど

）の利用
り よ う

実績
じっせき

788人
にん

の1.41倍
ばい

以上
いじょう

を目標値
もくひょうち

として設定
せってい

しています。 

また、就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

については、国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基づき
もと      

、事業所
じぎょうしょ

全体
ぜんたい

のうち就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

が７割
  わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

が２割
  わり

５分
 ぶ

以上
いじょう

となるよう目標
もくひょう

を設定
せってい

しています。  
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（５）障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

目標
もくひょう

 

国
くに

の指針
し し ん

では、障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

について下記
か き

の目標
もくひょう

に掲
かか

げています。 

「１．令和
れ い わ

８年度末
ねんどまつ

までに児童発達支援
じどうはったつしえん

センターを各市町村
かくしちょうそん

もしくは圏域
けんいき

に少
すく

なくとも1

カ所
か し ょ

設置
せ っ ち

することを基本
き ほ ん

とする」 

「２．児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターや地域
ち い き

の障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

が保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

等
とう

を

活用
かつよう

しながら、令和
れ い わ

８年度
  ねんど

末
まつ

までに、全
すべ

ての市町村
しちょうそん

において、障害児
しょうがいじ

の地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

 

・包容
ほうよう

（インクルージョン）を推進
すいしん

する体制
たいせい

を構築
こうちく

すること」 

「３．令和
れ い わ

８年度
  ねんど

末
まつ

までに主
おも

に重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

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

、放課
ほ う か

後
ご

等
とう

デイサービス事業所
じぎょうしょ

を各市町村
かくしちょうそん

に少なく
すく     

とも１カ所
  かしょ

確保
か く ほ

すること」 

「４．医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

（都道府県
と ど う ふ け ん

、市町村
しちょうそん

もしくは圏域
けんいき

ごと）の設置
せ っ ち

及び
およ   

医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

等
など

に関する
かん     

コーディネーターの配置
は い ち

」 

 

「ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン」では、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターの設置数
せっちすう

、保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所数
じぎょうしょすう

、主
おも

に重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児
じ

を受
う

け入
い

れる児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

及び
およ   

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスについては、設置
せ っ ち

する区域
く い き

を 21 の障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

とし１か所
   し ょ

以上
いじょう

設置
せ っ ち

することを基本
き ほ ん

とします。 

なお、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター及び
およ   

保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

については、できる限り
かぎ   

身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支援
し え ん

を受
う

けられるよう、利便性
りべんせい

に配慮
はいりょ

するとともに、職員
しょくいん

が訪問
ほうもん

支援
し え ん

をす

るための移動
い ど う

距離
き ょ り

等
とう

を考慮
こうりょ

の上
うえ

、整備
せ い び

を進める
すす      

こととしています。 

医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

等
とう

支援
し え ん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

の協議
きょうぎ

の場
ば

については、令和
れ い わ

８年
  ねん

の目標値
もくひょうち

とし

て21の障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

に、令和
れ い わ

１１年
    ねん

の目標値
もくひょうち

として市町村
しちょうそん

において設置
せ っ ち

すること

を基本
き ほ ん

とし、地域
ち い き

における医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

等
とう

に対する
たい     

支援
し え ん

の総合
そうごう

調整
ちょうせい

を行う
おこな  

医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

等
とう

コーディネーターについても令和
れ い わ

１１年
    ねん

の目標値
もくひょうち

として市町村
しちょうそん

において配置
は い ち

することを

基本
き ほ ん

としています。  
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【障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

目標
もくひょう

】 

 

項
こう

 目
もく

 数
すう

 値
ち

 備
び

 考
こう

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターの 

設置
せ っ ち

等
とう

 

(実績
じ っせき

な 0箇所
か し ょ

 令和
れ い わ

３（2021）年度
ね ん ど

の実績
じっせき

 

【目標値
も く ひ ょ う ち

】 １箇所
か し ょ

 後志圏
しりべしけん

域内
いきない

に 1か所
しょ

 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための 

協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

 

(実績
じ っせき

な 無
なし

 令和
れ い わ

３（2021）年度
ね ん ど

の実績
じっせき

 

【目標値
も く ひ ょ う ち

】 有
あり

 後志圏
しりべしけん

域内
いきない

に 1か所
しょ

 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

のための 

コーディネーターの配置
は い ち

 

(実績
じ っせき

な 無
なし

 令和
れ い わ

３（2021）年度
ね ん ど

の実績
じっせき

 

【目標値
も く ひ ょ う ち

】 有
あり

 後志圏
しりべしけん

域内
いきない

に 1か所
しょ

 

 

（６）障
しょう

がい児通所
じ つ う し ょ

支援
し え ん

サービスの整備
せ い び

目標
もくひょう

 

① 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

 

療育
りょういく

指導
し ど う

が必要
ひつよう

と判断
はんだん

された児童
じ ど う

を対象
たいしょう

に、日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

を習
しゅう

得
とく

し、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

に適応
てきおう

できるよう、児童
じ ど う

の身体
しんたい

および精神
せいしん

の状 況
じょうきょう

や環境
かんきょう

に応
おう

じた

適切
てきせつ

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

② 医
い

療
りょう

型
が た

児
じ

童
ど う

発
は っ

達
た つ

支
し

援
え ん

 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

があり、機能
き の う

訓練
くんれん

または医療的
いりょうてき

管理下
か ん り か

での支援
し え ん

が必要
ひつよう

な障
しょう

がいのある子
こ

どもを対象
たいしょう

に、知識
ち し き

や技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

等
とう

の訓練
くんれん

および治療
ちりょう

を行
おこな

います。 

③ 放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス 

在学中
ざいがくちゅう

の障
しょう

がいのある児童
じ ど う

に、放課後
ほ う か ご

や夏休
なつやす

み等
とう

の長期
ちょうき

休暇中
きゅうかちゅう

において、生活
せいかつ

能力
のうりょく

向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

等
とう

を継続的
けいぞくてき

に提
てい

供
きょう

することにより、学校
がっこう

教育
きょういく

と相
あい

まって児童
じ ど う

の自立
じ り つ

を促進
そくしん

するとともに、放課後
ほ う か ご

等
とう

の居場所
い ば し ょ

づくりを行
おこな

います。 

④ 保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

    事業所
じぎょうしょ

の専門的
せんもんてき

スタッフが保育所
ほい く じ ょ

などを２週間
しゅうかん

に１回
かい

程度
て い ど

訪問
ほうもん

し、障
しょう

がいのある子
こ

ど

もや保育所
ほい く じ ょ

のスタッフに対
たい

し、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
おこな

います。 

⑤ 居
き ょ

宅
た く

訪
ほ う

問
も ん

型
が た

児
じ

童
ど う

発
は っ

達
た つ

 

    外出
がいしゅつ

することが困難
こんなん

な重度障
じゅうどしょう

がいのある子
こ

ども等
とう

の居宅
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

動作
ど う さ

の指導
し ど う

、知識
ち し き

や技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

等
とう

を提
てい

供
きょう

します。 
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【サービス実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

】 

区
く

 分
ぶん

 

第
だい

６期
き

 

［実績値
じ っ せ き ち

］ 

第
だい

７期
き

 

［計画
けいかく

値
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

 令和
れいわ

６年度
ねんど

 令和
れいわ

７年度
ねんど

 令和
れいわ

８年度
ねんど

 

人
ひと

 日
にち

/月
つき

 人
ひと

 日
にち

/月
つき

 人
ひと

 日
にち

/月
つき

 人
ひと

 日
にち

/月
つき

 人
ひと

 日
にち

/月
つき

 人
ひと

 日
にち

/月
つき

 

児
じ

童
どう

発達
はったつ

支援
し え ん

 
２８ １６３ ２３ １３２ １９ ８６ 21 10０ 22 12０ 22 13０ 

医療
いりょう

型
かた

児
じ

童
どう

 

発達
は ったつ

支援
し え ん

 
０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ 0 ０ １ 4 

放課後
ほ う か ご

等
と う

 

デイサービス 
６３ ５９０ ７１ ６０１ ７４ ６２５ ７4 65０ ７5 66０ 75 66０ 

保育
ほ い く

所
し ょ

等
と う

 

訪問
ほ う も ん

支援
し え ん

 
１ １ １ ３ １ ２ １ 4 １ 5 １ 5 

居宅
き ょた く

訪問
ほうもん

型
がた

 

児
じ

童
どう

発達
はったつ

支援
し え ん

 

０ ０ １ ５ １ ４ １ 5 １ 5 １ 6 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

⑥ 障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

 

   障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

とは、障
しょう

がいのある子
こ

どもが、障
しょう

がい児通所
じ つ う し ょ

支援
し え ん

サービスを利用
り よ う

するために必要
ひつよう

な「障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

」の作成
さくせい

、および支給
しきゅう

決定後
けっていご

の障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

の評価
ひょうか

・見直
み な お

し（モニタリング）を行
おこな

います。 

 

【サービス実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

】 

区
く

 分
ぶん

 

第
だい

６期
き

 

［実績値
じ っ せ き ち

］ 

第
だい

７期
き

 

［計画
けいかく

値
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

 令和
れいわ

６年度
ねんど

 令和
れいわ

７年度
ねんど

 令和
れいわ

８年度
ねんど

 

障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

（人
にん

） 

６０ ６１ ５８ ６０ ６1 ６1 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

  



第４章
だい  しょう

 障
しょう

がい者
しゃ

サービスの実施
じ っ し

目標
もくひょう

 

59 

（７）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

および虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

障
しょう

がいのある人
ひと

への差別
さ べ つ

や虐待
ぎゃくたい

を禁止
き ん し

し、暮
く

らしづらさを解消
かいしょう

するとともに、障
しょう

が

いのある人
ひと

が障
しょう

がいのない人
ひと

と同等
どうとう

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるようにするために、

必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

）に努
つと

め、障
しょう

がいのある人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

や選択
せんたく

を尊重
そんちょう

し、不当
ふ と う

な

扱
あつか

い等
とう

を受
う

けることがないよう、支援
し え ん

することが必要
ひつよう

です。 

○ 差別
さ べ つ

等
とう

を解
かい

消
しょう

するための取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

  ・地域
ち い き

における差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを円滑
えんかつ

に行
おこな

うため、関係
かんけい

機関
き か ん

によるネットワ

ークづくりを進
すす

め、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

交換
こうかん

や取
と

り組
く

みを一層
いっそう

進
すす

めてまいります。 

  ・権利
け ん り

擁護
よ う ご

や暮
く

らしづらさの解消
かいしょう

などについて関係
かんけい

機関
き か ん

が協議
きょうぎ

し、課題
か だ い

を解
かい

決
けつ

するとい

う機能
き の う

が十分
じゅうぶん

発揮
は っ き

できるよう協議
きょうぎ

していきます。 

  ・余市町
よいちちょう

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターにおいて、適切
てきせつ

な事実
じ じ つ

確認
かくにん

や成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

等
とう

を

利用
り よ う

した養護者
よう ご し ゃ

支援
し え ん

等
とう

が図
はか

られるよう支援
し え ん

します。 

 

（８）共生
きょうせい

による地域
ち い き

の体制
たいせい

づくりの推進
すいしん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

、高齢者
こうれいしゃ

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

などが共
とも

に支
ささ

え合
あ

いながら暮
く

らすことができる

共生型
きょうせいがた

の地域
ち い き

づくりを支援
し え ん

するとともに、各種
かくしゅ

サービスを安心
あんしん

して利用
り よ う

できるよう安全
あんぜん

の確保
か く ほ

を図
はか

りながら、障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられる地域
ち い き

の体制
たいせい

づくりを

推進
すいしん

します。 

 

（９）人材
じんざい

の養成
ようせい

・定着
ていちゃく

 

障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

にあたり基本
き ほ ん

となるのは人材
じんざい

であり、サービス利用
り よ う

の際
さい

の相談
そうだん

や計画
けいかく

策定
さくてい

を担
にな

う相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

やサービス提供
ていきょう

に係
かかわ

る責任者
せきにんしゃ

等
など

の養成
ようせい

や、サ

ービス提供
ていきょう

に直接
ちょくせつ

必要
ひつよう

な担
にな

い手
て

の確保
か く ほ

・定着
ていちゃく

を含
ふく

め、求
もと

められる人材
じんざい

を質
しつ

・量
りょう

ともに

確保
か く ほ

し、職場
しょくば

への定着
ていちゃく

支援
し え ん

することが必要
ひつよう

です。 

○ 人材
じんざい

の養成
ようせい

・定着
ていちゃく

 

  ・利用者
り よ う し ゃ

に適切
てきせつ

なサービスが提供
ていきょう

されるよう、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

関係者
かんけいしゃ

と相互
そ う ご

の連携
れんけい

を図
はか

り、資質
し し つ

の向上
こうじょう

に努
つと

めます。 
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  ・直接的
ちょくせつてき

なサービス提供
ていきょう

の担
にな

い手
て

となる訪問
ほうもん

系
けい

サービス従事者
じゅうじしゃ

（居宅
きょたく

介護
か い ご

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

・行動
こうどう

援護
え ん ご

・同行
どうこう

援護
え ん ご

）の地域
ち い き

での養成
ようせい

・職場
しょくば

への定着
ていちゃく

支
し

援
えん

に努
つと

めます。 

  ・障
しょう

がいのある人
ひと

の健康
けんこう

な生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、保健
ほ け ん

医療
いりょう

関係
かんけい

職員
しょくいん

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

が必要
ひつよう

となることから、有
ゆう

資格
し か く

未就業者
みしゅうぎょうしゃ

など潜在
せんざい

している多様
た よ う

な人材
じんざい

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

等
とう

に努
つと

めま

す。 

・周囲
しゅうい

とのコミュニケーションが困難
こんなん

な人
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、コミュニケーション

確保
か く ほ

に必要
ひつよう

な手話通
し ゅわ つう

訳者
やくしゃ

等
など

の研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し養成
ようせい

に努
つと

めます。 

 

（10）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

等
とう

に関
かん

する目標
もくひょう

 

「ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン」では、地域
ち い き

における総合
そうごう

相談
そうだん

や専門
せんもん

相談
そうだん

の役割
やくわり

を担

う基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターにについては、すべての市町村
しちょうそん

に設置することを目標としていま

す。また、設置・運営等について、市町村へ支援を行うとともに、地域において障がい者相

談支援に関する指導的役割を担う主任相談支援専門員を計画的に養成するとしています。 

 

【基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

目標
もくひょう

】 

項
こう

 目
もく

 数
すう

 値
ち

 備
び

 考
こう

 

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの 

設置
せ っ ち

 
【目標値
も く ひ ょ う ち

】 １箇所
か し ょ

 令和
れ い わ

８年度
  ねんど

 

 

（11）障害福祉サービス等の質の向上 

「ほっかいどう障
しょう

がい福祉
ふ く し

プラン」では、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児

通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその成果を関係自治体と共有する

体制を継続するとしています。 

障害福祉サービス等の質の向上を行っていくための取組として、北海道等が実施する

障害福祉サービス等に係る研修への職員の参加を促進します。 

 

【研修
けんしゅう

への参加
さ ん か

目標
もくひょう

】 

項
こう

 目
もく

 数
すう

 値
ち

 備
び

 考
こう

 

障害福祉サービス等に係る

研修への職員参加人数 
【目標値
も く ひ ょ う ち

】 １人 令和
れ い わ

８年度
  ねんど
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３ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスの見
み

込
こみ

量
りょう

 
 

訪問
ほうもん

系
けい

サービス、日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス、居住
きょじゅう

系
けい

サービスのそれぞれについて、第
だい

５期
き

の

実績
じっせき

と現在
げんざい

の利用
り よ う

者
しゃ

数
すう

を踏まえ
ふ   

、障
しょう

がいのある人
ひと

の利用
り よ う

意向
い こ う

、サービス提供
ていきょう

事業
じぎょう

者
しゃ

の

状 況
じょうきょう

等
とう

を勘案
かんあん

した上
うえ

で必要
ひつよう

なサービス量
      り ょ う

を見込んで
み こ   

います。 

 

（１）訪問
ほうもん

系
けい

サービス 

 

サービス名
めい

 内
ない

   容
よう

 

居宅
きょたく

介護
か い ご

 
居宅
きょたく

において、入浴
にゅうよく

、排せつ
は い   

、食事
しょくじ

等
とう

の身
しん

体
たい

介護
かいご

や調理
ちょうり

、掃除
そ う じ

等
とう

の家事
か じ

援助
えんじょ

、

または通院
つういん

の際
さい

の介助
かいじょ

を行
おこな

います。 

重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

重度
じゅうど

の 障
しょう

がいのある人
ひと

であって常時
じょうじ

介護
かいご

を要する
よ う    

人
ひと

に対して
たい    

、 入浴
にゅうよく

や

排せつ
は い   

、食事
しょくじ

など生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたる介護
かいご

のほか、外出
がいしゅつ

時
じ

における移動
いどう

中
ちゅう

の

介護
かいご

を行
おこな

います。 

同行
どうこう

援護
え ん ご

 
移動
いどう

に著しい
いちじる   

困難
こんなん

のある視覚
し か く

障
しょう

がい者
しゃ

の外出
がいしゅつ

時
じ

に同
どう

行
こう

し、視覚
し か く

的
てき

情報
じょうほう

支援
し え ん

や移動
いどう

の援護
え んご

、その他
た

の介護
かいご

を行
おこな

います。 

行動
こうどう

援護
え ん ご

 

知
ち

的
てき

障
しょう

がいまたは精神
せいしん

障
しょう

がいにより行
こう

動上
どうじょう

著しい
いちじる   

困難
こんなん

があるため、常時
じょうじ

介護
かいご

が必要
ひつよう

な人
ひと

に対して
たい    

、行
こう

動
どう

する際
さい

に生じる
し ょう   

危険
きけん

を回避
かいひ

するために必要
ひつよう

な

援助
えんじょ

や外出
がいしゅつ

の際
さい

の移動
いどう

中
ちゅう

における介護
かいご

を行
おこな

います。 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

 

意思
い し

の疎通
そつう

が著しく
いちじる   

困難
こんなん

で、常時
じょうじ

介護
かいご

を要する
よ う   

障
しょう

害
がい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

６の障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

であって、その介護
かいご

の必要
ひつよう

度
ど

が著しく
いちじる  

高
たか

い方
かた

に障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスによる

援護
え んご

を包括
ほうかつ

的
てき

に行
おこな

います。 
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サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

区
く

 分
ぶん

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

・居宅
きょたく

介護
か い ご

 

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

 

・同
どう

行
こう

援護
え ん ご

 

・行
こう

動
どう

援護
え ん ご

 

・重度
じゅうど

障
しょう

害
がい

者
しゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
しえん

 

人
ひと

 ７１ ７３ ７２ ７２ ７３ ７３ 

時間
じ か ん

/月
つき

 ４７８ ３７８ ３７５ ４００ ４１０ ４２０ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

（２）日 中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス 

 

サービス名
めい

 内
ない

   容
よう

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 
常時
じょうじ

介護
かいご

が必要
ひつよう

な障
しょう

がいのある人
ひと

に、主
しゅ

として昼
ひる

間
ま

、施設
し せ つ

や事業
じぎょう

所
しょ

で入浴
にゅうよく

、

排せつ
は い   

、食事
しょくじ

等
とう

の介護
かいご

を行
おこな

うとともに、創作
そうさく

・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

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

ができるよう、身
しん

体
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

のため必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

宿泊型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

地域
ちいき

移行
いこ う

に向けて
む   

、一
いっ

定
てい

期間
きかん

居住
きょじゅう

の場
ば

を提供
ていきょう

し帰宅後
き た く ご

における生活
せいかつ

能力
のうりょく

等
とう

の維持
い じ

向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

を行
おこな

います。 

就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
し え ん

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

等
とう

を希望
きぼう

し、知
ち

識
しき

・ 能力
のうりょく

の向上
こうじょう

、企業
きぎょう

等
とう

への雇用
こ よ う

、または在宅
ざいたく

就労
しゅうろう

等
とう

が見込まれる
み こ     

人
ひと

を対象
たいしょう

に、一
いっ

定
てい

期間
きかん

における生産
せいさん

活動
かつどう

やその他
た

の

活動
かつどう

の機会
きかい

の提供
ていきょう

、就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知
ち

識
しき

および能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のための訓練
くんれん

を

行
おこな

います。 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

(Ａ型
  がた

・Ｂ型
  がた

) 

一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

での就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障
しょう

がいのある人
ひと

に就労
しゅうろう

の機会
きかい

の提供
ていきょう

や知
ち

識
しき

および能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

い、就労
しゅうろう

に向けた
む   

支援
し え ん

を行
おこな

い

ます。雇用
こ よ う

契約
けいやく

に基づ
もと   

き就労
しゅうろう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
きかい

を提供
ていきょう

するサービスがＡ型
 がた

で、雇用
こ よ う

契約
けいやく

は締結
ていけつ

せずに就労
しゅうろう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
きかい

を提供
ていきょう

するサービスが

Ｂ型
 がた

です。 
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サービス名
めい

 内
ない

   容
よう

 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

 

支援
し え ん

 

就労
しゅうろう

移行
いこ う

支援
し え ん

等
とう

の利用
り よ う

を経て
へ  

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

がいがある人
ひと

に、

就労
しゅうろう

に伴い生じて
ともな しょう   

いる生活
せいかつ

面
めん

の課題
かだい

について、必要
ひつよう

な連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や指導
し ど う

・

助言
じょげん

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

療養
りょうよう

介護
か い ご

 医療
いりょう

機関
きかん

で機能
きのう

訓練
くんれん

や療養
りょうよう

にかかわる介護
かいご

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の世話
せ わ

を行
おこな

います。 

短期入所
たんきにゅうしょ

 

居宅
きょたく

で介護
かいご

する人
ひと

が病気
びょうき

等
とう

の理由
り ゆ う

で、障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

やその他
た

の施設
し せ つ

へ短
たん

期間
きかん

の入所
にゅうしょ

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がいのある人
ひと

に対して
たい    

、夜
や

間
かん

も含め
ふ く  

施設
し せ つ

での

入浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

、食事
しょくじ

等
とう

の介護
かいご

を行
おこな

います。 

 

 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

区
く

 分
ぶん

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

生活
せいかつ

介護
かいご

 

人
ひと

 ７５ ７７ ７７ ７７ ７７ ７７ 

時間
じ か ん

/月
つき

 1,473 1,476 1,506 １，５1０ １，５2０ １，５2０ 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（機能
きのう

訓練
くんれん

） 

人
ひと

 ０ ０ ０ ０ １ １ 

時間
じ か ん

/月
つき

 ０ ０ ０ ０ ２０ ２２ 

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

（生活
せいかつ

訓練
くんれん

） 

人
ひと

 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

時間
じ か ん

/月
つき

 ２６ ２６ ２５ ３０ ３０ ３０ 

宿泊型
しゅくはくがた

自立
じ り つ

訓練
くんれん

 

人
ひと

 ３ ３ ２ ３ ３ ３ 

時間
じ か ん

/月
つき

 ８９ ８６ ６０ ９０ ９０ ９０ 

就労
しゅうろう

移行
いこ う

支援
し え ん

 

人
ひと

 ６ ５ ２ ７ ８ ８ 

時間
じ か ん

/月
つき

 ９４ ７８ ２４ ８０ ９０ ９０ 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

（Ａ型
  がた

） 

人
ひと

 ３ ４ ９ １０ １１ １２ 

時間
じ か ん

/月
つき

 ４５ ６６ １６７ ２００ ２２０ ２４０ 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

（Ｂ型
  がた

） 

人
ひと

 ９１ ９３ ９６ １０５ １１０ １１７ 

時間
じ か ん

/月
つき

 1,536 1,575 1,695 １，８９０ １，９８０ ２，１００ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

  



第４章
だい  しょう

 障
しょう

がい者
しゃ

サービスの実施
じ っ し

目標
もくひょう

 

64 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

区
く

 分
ぶん

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

人
ひと

 ２ １ ２ ３ ３ ３ 

時間
じ か ん

/月
つき

 ５ ３ ２ 12 14 15 

療養
りょうよう

介護
かいご

 人
ひと

 １１ １１ １２ １２ １２ １２ 

短期入所
たんきにゅうしょ

(福祉型
ふくしがた

） 

人
ひと

 ３ ４ ７ 6 ５ ５ 

時間
じ か ん

/月
つき

 ４０ ４６ ５７ ５2 ５０ ５０ 

短期入所
たんきにゅうしょ

(医療型
いりょうがた

） 

人
ひと

 １ ０ １ １ １ １ 

時間
じ か ん

/月
つき

 ７ ０ ２ １０ １０ １０ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち
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（３）居 住
きょじゅう

系
けい

サービス 

 

サービス名
さ ー び す め い

 内
ない

   容
よう

 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

施設
し せ つ

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を利用
り よ う

していた障
しょう

がいのある人
ひと

で一
ひと

人
り

暮らし
く   

をする方
かた

に対して
たい    

、定
てい

期
き

的
てき

な訪問
ほうもん

を行
おこな

い、生活
せいかつ

面
めん

での課題
かだい

はないか、体
たい

調
ちょう

に変化
へんか

はな

いかなどについて確認
かくにん

し、必要
ひつよう

な助言
じょげん

や医療
いりょう

機関
きかん

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

いま

す。 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

(グループホーム) 

障
しょう

がいのある人
ひと

に、主
おも

に夜
や

間
かん

において、共同
きょうどう

生活
せいかつ

を 行
おこな

う住居
じゅうきょ

で相談
そうだん

、

入浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

または食事
しょくじ

の介護
かいご

その他
た

日常
にちじょう

生活
せいかつ

上
じょう

の援助
えんじょ

を行
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

に入所
にゅうしょ

する障
しょう

がいのある人
ひと

に、主
しゅ

として夜
や

間
かん

において、入浴
にゅうよく

、排泄
はいせつ

、

食事
しょくじ

等
とう

の介護
かいご

を行
おこな

います。 

 

 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

区
く

 分
ぶん

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 人
ひと

 ０ ２ ３ ２ ２ ２ 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 人
ひと

 ６６ ６７ ７０ ７０ ７０ ７０ 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 人
ひと

 ３９ ４１ ４０ ４０ ４０ ３９ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

 

  



第４章
だい  しょう

 障
しょう

がい者
しゃ

サービスの実施
じ っ し

目標
もくひょう

 

66 

（４）相談
そうだん

支援
しえん

サービス 

 

サービス名
さ ー び す め い

 内
ない

   容
よう

 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

とは、障
しょう

がいのある人
ひと

が、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービスを利用
り よ う

するため

に必要
ひつよう

な「サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

」の作成
さくせい

、および支給決
しきゅうけつ

定
てい

後
ご

のサービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の評価
ひょうか

・見直し
み な お  

（モニタリング）を行
おこな

うものです。 

地域
ちいき

移行
いこ う

支援
し え ん

 

地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

とは、施設
し せ つ

等
とう

に入所
にゅうしょ

または精神
せいしん

科
か

病院
びょういん

に入院
にゅういん

している方
かた

など、

地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

するために重点
じゅうてん

的
てき

に支援
し え ん

を必要
ひつよう

としている方
かた

に対して
たい    

、地域
ちいき

生活
せいかつ

に移行
いこ う

するための相談
そうだん

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

地域
ち い き

定
てい

着
ちゃく

支援
し え ん

とは、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から退所
たいしょ

または精神
せいしん

科
か

病院
びょういん

から退院
たいいん

した方
かた

が、

安
あん

定
てい

した地域
ち い き

生活
せいかつ

に定
てい

着
ちゃく

できるようにするための相談
そうだん

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

い

ます。 

 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

区
く

 分
ぶん

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

 人
ひと

 ２７６ ２７８ ２９２ ２９４ ２９６ ２９８ 

地域
ちいき

移行
いこ う

支援
し え ん

 人
ひと

 １ １ ３ １ １ １ 

地域
ちいき

定
てい

着
ちゃく

支援
し え ん

 人
ひと

 １ １ １ １ １ １ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち
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（５）相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

・強化
きょうか

等
とう

 

国
くに

の指針
し し ん

では、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

等
とう

について「令和
れ い わ

８年度
  ね ん ど

末
まつ

までに、各市町村
かくしちょうそん

に

おいて、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターを設置
せ っ ち

（複数
ふくすう

市町村
しちょうそん

による共同
きょうどう

設置
せ っ ち

を含む
ふ く む

。）するとともに、

地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

る体
たい

制
せい

を確保
か く ほ

すること」を基本
き ほ ん

として、目標
もくひょう

に掲
かか

げていま

す。 

余市町
よいちちょう

では平成
へいせい

２５年度
ね ん ど

に設置
せ っ ち

しており、引き続き体制の確保・強化に努めます。 
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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

の見込量
みこみりょう

 
 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

は、地域
ち い き

の特
とく

性
せい

やサービスを利用
り よ う

する人
ひと

の状 況
じょうきょう

に応じた
お う    

柔軟
じゅうなん

な形態
けいたい

による事業
じぎょう

を効率
こうりつ

的
てき

・効果
こ う か

的
てき

に実施
じ っ し

するものであり、市町村
しちょうそん

の必須
ひ っ す

事業
じぎょう

として位置
い ち

づけられ

ている事業
じぎょう

と、市町村
しちょうそん

の施策
し さ く

等
とう

により任意
に ん い

に実施
じ っ し

する事業
じぎょう

（地域
ち い き

におけるサービスの提供
ていきょう

状 況
じょうきょう

や障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

のニーズに基づ
もと   

き、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

と判
はん

断
だん

される事業
じぎょう

）があります。 

 

 

 

 

 

 

①研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 ⑤成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せいど

法人
ほうじん

後見
こうけん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 ⑨移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

②自発的
じはつてき

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 ⑥意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 ⑩地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

 

③相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 ⑦日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

   

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

 ⑧手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 ③福祉
ふ く し

ホーム事業
じぎょう

 

②訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス事業
じぎょう

 ④巡回
じゅんかい

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

整備
せ い び

事業
じぎょう

 

 

 

 

 

  

任意
に ん い

事業
じぎょう

 

必須
ひ っ す

事業
じぎょう
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（１）必須
ひっす

事業
じぎょう

 

 

① 理解
り か い

促進
そくしん

研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 

 
障
しょう

がいのある人
ひと

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送る
お く  

際
さい

に生じる
し ょ う    

「社会
しゃかい

的
てき

障
しょう

壁
へき

」を除く
のぞ  

ため、

地域
ち い き

住民
じゅうみん

が障
しょう

がいへの理解
り か い

を深め
ふ か  

られるよう啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

② 自発
じ は つ

的
てき

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 
障
しょう

がいのある人
ひと

や家族
かぞ く

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

が地域
ち い き

において自発
じ は つ

的
てき

に行
おこな

う活動
かつどう

（ピアサポート・

ボランティア活動
かつどう

等
とう

）に対し
た い  

、情報提供
じょうほうていきょう

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

います。 

③ 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

等
とう

からの相談
そうだん

に応じて
お う   

、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提言
ていげん

や助言
じょげん

、障
しょう

がい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

に関する
か ん    

援助
えんじょ

、調整
ちょうせい

等
とう

の支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

の

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
おこな

います。 

④ 成
せい

年
ねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 
成
せい

年
ねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

に向けた
む   

相談
そうだん

支援体制
しえんたいせい

の充実
じゅうじつ

を図り
は か  

、成
せい

年
ねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の申し立て
も う  た   

に

必要
ひつよう

な経
けい

費
ひ

等
とう

を支援
し え ん

します。 

⑤ 成
せい

年
ねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

法
ほう

人
じん

後見
こうけん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 
成
せい

年
ねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

における法
ほう

人
じん

後見
こうけん

活動
かつどう

を支援
し え ん

するため、小樽
お た る

・しりべし成
せい

年
ねん

後見
こうけん

センターの

活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 
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サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

事
じ

 業
ぎょう

 名
めい

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

理解
りかい

促進
そくしん

研修
けんしゅう

・ 

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

 

実施
じ っ し

有無
う む

 
無
なし

 無
なし

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

自発
じはつ

的
てき

活動
かつどう

 

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
実施
じ っ し

有無
う む

 
無
なし

 無
なし

 無
なし

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

相談支援事業        

 
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

 

実施
じ っ し

箇所
か し ょ

 

２ ２ ２ ２ ２ ２ 

 

基幹
きかん

相談
そうだん

センター

等
とう

 

機能
きのう

強化
きょうか

事業
じぎょう

 

実施
じ っ し

有無
う む

 
有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

 
住宅
じゅうたく

入居
にゅうきょ

等
とう

 

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

実施
じ っ し

有無
う む

 
無
なし

 無
なし

 無
なし

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

成
せい

年
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

 

実施
じ っ し

有無
う む

 
有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

成
せい

年
ねん

後見
こうけん

制度
せいど

 

法
ほう

人
じん

後見
こうけん

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

実施
じ っ し

有無
う む

 
有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

⑥ 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 
聴覚
ちょうかく

、音声
おんせい

言語
げ ん ご

機能
き の う

障
しょう

がい等
とう

のために意思
い し

疎通
そ つ う

を図る
は か  

ことに支
し

障
しょう

がある障
しょう

がいのある

人
ひと

等
とう

の意思
い し

疎通
そ つ う

を円滑
えんかつ

に図る
は か  

ために、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

の派遣
はけん

事業
じぎょう

等
とう

を実施
じ っ し

します。 

 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

事
じ

 業
ぎょう

 名
めい

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

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

 
実施
じ っ し

有無
う む

 
無
なし

 無
なし

 無
なし

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

登録
とうろく

員数
いんすう

 人
ひと

 ９ ９ ９ ９ ９ １０ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち
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⑦ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

 

 重度
じゅうど

障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）に対し
た い  

日常
にちじょう

生活
せいかつ

の便宜
べ ん ぎ

を図る
は か  

ため、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給
きゅう

付
ふ

を行
おこな

いま

す。 

 

《 給付
きゅうふ

種目
しゅもく

 》 

◆排泄
はいせつ

管理
かん り

支援
し え ん

用具
よう ぐ

  

 排泄
はいせつ

管理
かん り

を支援
し え ん

する用具
よう ぐ

 蓄便
ちくべん

・蓄
ちく

尿
にょう

袋
ぶくろ

、紙
かみ

おむつ、収
しゅう

尿器
にょうき

など 

◆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

  

 居宅
きょたく

生活
せいかつ

動作
どうさ

等
とう

を円滑
えんかつ

にする用具
よう ぐ

で、設置
せ っち

に小規模
しょうきぼ

な住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

を伴う
ともな 

もの 

 

  

◆介護
かいご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よう ぐ

  

 

身
しん

体
たい

介護
かいご

を支援
し え ん

する用具
よう ぐ

 
特殊
とくしゅ

寝台
しんだい

、特殊
とくしゅ

マット
ま っ と

、特殊
とくしゅ

尿器
にょうき

、入浴
にゅうよく

担架
たんか

、 

体
たい

位
い

変換器
へんかんき

など 

◆自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よう ぐ

  

 入浴
にゅうよく

、食事
しょくじ

、移動
いどう

等
とう

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

を 

支援
し え ん

する用具
よう ぐ

 

入浴
にゅうよく

補助
ほ じ ょ

用具
よう ぐ

、特殊
とくしゅ

便器
べんき

、電磁
でんじ

調理器
ちょうりき

、 

聴覚
ちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

屋内
おくない

信号
しんごう

装置
そ う ち

など 

◆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

  

 
在宅
ざいたく

療養
りょうよう

等
とう

を支援
し え ん

する用具
よう ぐ

 
透析
とうせき

液
えき

加温器
か お ん き

、ネブライザー、 

電気式
でんきしき

たん吸引器
きゅういんき

、盲
もう

人
じん

用
よう

体
たい

温計
おんけい

など 

◆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

  

 情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

、意思
い し

伝達
でんたつ

や意思
い し

疎通
そつう

等
とう

を支援
し え ん

する用具
よう ぐ

 

携帯用
けいたいよう

会話
かいわ

補助
ほ じ ょ

装置
そ う ち

、点字器
て ん じ き

、聴覚
ちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

通信
つうしん

装置
そ う ち

、人
じん

工喉頭
こうこうとう

など 



第４章
だい  しょう

 障
しょう

がい者
しゃ

サービスの実施
じ っ し

目標
もくひょう

 

72 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

事
じ

 業
ぎょう

 名
めい

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よう ぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

       

 介護
かいご

・訓練
くんれん

支援
し え ん

用具
よう ぐ

 件
けん

 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

 自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

用具
よう ぐ

 件
けん

 ４ ３ １ ４ ４ ４ 

 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

 件
けん

 ２ ２ ０ ２ ２ ２ 

 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

 件
けん

 ４ ４ ２ ４ ４ ４ 

 排泄
はいせつ

管理
かん り

支援
し え ん

用具
よう ぐ

 件
けん

 ６０２ ５９４ 600 ６００ ６００ ６００ 

 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

 件
けん

 ３ ０ ０ １ １ １ 

合
ごう

  計
けい

 ６１５ ６０５ ３０３ ６１３ ６１３ ６１３ 

※令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

⑧ 手
しゅ

話
わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

 
聴覚
ちょうかく

障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

との交流
こうりゅう

活動
かつどう

の推進
すいしん

や、日常
にちじょう

会話
か い わ

程度
て い ど

の手話
し ゅ わ

表現
ひょうげん

技術
ぎじゅつ

を習得
しゅうとく

した手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

を養成
ようせい

するための北後志
きたしりべし

地区
ち く

手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

を引き続き
ひ  つ づ  

行
おこな

います。 

 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

  

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

事
じ

 業
ぎょう

 名
めい

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

手
しゅ

話
わ

奉仕員
ほうしいん

 

養成
ようせい

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

 

実施
じ っ し

有無
う む

 
有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり

 有
あり
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⑨ 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

について、外出
がいしゅつ

のための支援
し え ん

を行
おこな

うことにより、

地域
ち い き

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

および社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

 

サービスの実績
じっせき

と

見込量
みこみりょう

 
      

事
じ

 業
ぎょう

 名
めい

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

移動
いどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

実
じつ

利
り

用
よう

 

者
しゃ

数
すう

 
２６ ２６ ２３ ２５ ２６ ２６ 

延利用
のべりよう

 

時間数
じかんすう

 
６４１ ６９２ 700 ７１０ ７２０ ７２０ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

⑩ 地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター事業
じぎょう

 

 
通所
つうしょ

による創作
そうさく

活動
かつどう

等
とう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を目
もく

的
てき

とした

支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、地域
ち い き

交流
こうりゅう

や普
ふ

及
きゅう

啓発
けいはつ

により、障
しょう

がいのある人
ひと

への理解
り か い

を促進
そくしん

しま

す。 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

  

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

事
じ

 業
ぎょう

 名
めい

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

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

       

 

基礎的
き そ て き

事業
じぎょう

 
箇所数
かしょすう

 １ １ １ １ １ １ 

 利用
り よ う

者数
しゃすう

 ３４ ３３ ３７ ３８ ３９ ３９ 

 機能
き の う

強化
きょうか

事業
じぎょう

 箇所数
かしょすう

 ０ ０ ０ １ １ １ 
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（２）任意
にんい

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

 

 
障
しょう

がいのある人
ひと

を一時
い ち じ

的
てき

に預かる
あ ず    

ことで、その保護
ほ ご

者
しゃ

等
とう

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

や一時
い ち じ

的
てき

な

休息
きゅうそく

を提供
ていきょう

し、また、障
しょう

がいのある人
ひと

自
じ

身
しん

の社会
しゃかい

適応
てきおう

訓練
くんれん

等
とう

を実施
じ っ し

します。 

 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

区
く

 分
ぶん

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

日中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
し え ん

事業
じぎょう

 
箇所数
かしょすう

 ５ ６ ６ ６ ６ ６ 

利用
り よ う

者数
しゃすう

 ５ ８ ８ １０ １０ １０ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

② 訪問
ほうもん

入浴
にゅうよく

サービス事業
じぎょう

 

 
家庭
か て い

において自力
じ り き

または介護
か い ご

者
しゃ

のみでは入浴
にゅうよく

が困難
こんなん

な重度
じゅうど

の障
しょう

がいのある人
ひと

の健康
けんこう

維持
い じ

と家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

のため、自宅
じ た く

に訪問
ほうもん

し、簡易
か ん い

浴槽
よくそう

での入浴
にゅうよく

を行
おこな

う事業
じぎょう

です。 

 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

区
く

 分
ぶん

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

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

 

箇所数
かしょすう

       

利用
り よ う

者数
しゃすう

 １ １ １ １ １ １ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち
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③ 福祉
ふ く し

ホーム事業
じぎょう

 

 

住居
じゅうきょ

を求めて
も と   

いるが、家庭
か て い

環境
かんきょう

や住宅
じゅうたく

事情
じじょう

等
とう

により、居宅
きょたく

での生活
せいかつ

が困難
こんなん

な障
しょう

がいの

ある人
ひと

（常時
じょうじ

の介護
か い ご

、医療
いりょう

を必要
ひつよう

とする状態
じょうたい

にある人
ひと

を除く
のぞ  

）について、低額
ていがく

な料金
りょうきん

で居室
きょしつ

やその他
た

の設備
せ つ び

を提供
ていきょう

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を行
おこな

うことにより、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

します。 

 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

区分
く ぶ ん

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

福祉
ふ く し

ホーム事業
じぎょう

 人
ひと

 ０ ０ ０ ０ ０ １ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち

 

 

④ 巡回
じゅんかい

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

整備
せ い び

事業
じぎょう

 

 

保育
ほ い く

所
しょ

や放課後
ほ う か ご

児
じ

童
どう

クラブ等
とう

の子
こ

どもやその親
おや

が集まる
あ つ    

施設
し せ つ

・場
ば

に巡回
じゅんかい

等
とう

支援
し え ん

を実施
じ っ し

し、

障
しょう

がいが“気
き

になる”段階
だんかい

から支援
し え ん

を行
おこな

うための体制
たいせい

の整備
せ い び

を図り
は か  

、障
しょう

がいの早
そう

期
き

発見
はっけん

・早
そう

期
き

対応
たいおう

のための支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

サービスの実績
じっせき

と見込量
みこみりょう

       

区分
く ぶ ん

 

第
だい

６期
き

 

【実
じっ

績
せき

値
ち

】 

第
だい

７期
き

 

【計画
けいかく

値
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

 

令和
れ い わ

６ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

７ 

年度
ね ん ど

 

令和
れ い わ

８ 

年度
ね ん ど

 

巡回支援専門員整備事業
じ ゅ ん か い し え ん せ ん も ん い ん せ い び じ ぎ ょ う

 人
ひと

 １７ ４２ 35 ４０ ４０ ４３ 

※令和 5
れ い わ   

年度
ね ん ど

は見込値
み こ み ち
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