
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６期
だ い  き

余市町
よ い ち ち ょ う

障
しょう

がい者
し ゃ

計
けい

画
か く

・障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

及
およ

び 

第２期
だ い  き

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
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期間
き か ん

  令和
れ い わ

３～５年度
 ね ん ど

 
 

 

 

 

 

 

北海道
ほっかいどう

・余市町
よいちちょう

 



 

 

 

はじめに 

 

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

も差別
さ べ つ

することなく、互いに
た 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「ノーマライゼーション」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に「第５期
だ い  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１期
だ い  き

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に基づき
もと    

、施策
し さ く

を実施
じ っ し

してまいりました。 

この間
かん

、平成
へいせい

３０年
   ねん

に「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
お よ  

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための

法律
ほうりつ

」（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）、ならびに「児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

」の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

がなされ、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の

法
ほう

整備
せ い び

も進んで
すす    

きております。 

また、「第５期
だ い  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１期
だ い  き

障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」

の計画
けいかく

期間
き か ん

が終 了
しゅうりょう

することから、余市町
よいちちょう

といたしましても、「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”を目指して
め ざ   

」を念頭
ねんとう

に、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

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」、「 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

」、「就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

に向けた
む   

支援
し え ん

」などの 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の実現
じつげん

を

目指した
め ざ   

、令和
れ い わ

３年度
 ね ん ど

から３年間
  ねんかん

の「第６期
だ い  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２期
だ い  き

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

いたしました。 

本計画
ほんけいかく

の策定
さくてい

にあたりましては、「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

」委員
い い ん

の皆
みな

さま、アン

ケート調査
ちょうさ

等
とう

にご協力
 きょうりょく

をいただきました関係
かんけい

団体
だんたい

の皆
みな

さま、そして貴重
きちょう

なご意見
 い け ん

をいただ

きました町民
ちょうみん

の皆
みな

さまに心から
こころ    

厚く
あ つ  

お礼
 れ い

を申し上げます
も う  あ     

。 

計画
けいかく

の実施
じ っ し

につきましては、各関係
かくかんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

様
さま

などと連携
れんけい

し、取り組んで
と  く   

ま

いりたいと考えて
かんが   

おりますので、今後
こ ん ご

とも更
さら

なるご理解
 り か い

とご協力
 きょうりょく

を賜ります
たまわ      

ようよろし

くお願い
 ね が  

申し上げます
も う  あ     

。 

このダイジェスト版
         ば ん

は、計画
けいかく

の概要
がいよう

を広く
ひ ろ  

皆様
みなさま

にお知らせ
 し   

するために内容
ないよう

を要約
ようやく

して

作成
さくせい

したものです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

〇 計画
けいかく

の位置
い ち

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。 

 

〇 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

３年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

までの３年
ねん

間
かん

とします。 

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１（H３１） Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

第
だ い

４次
 じ

余市町
よ い ち ち ょ う

総合
そ う ご う

計画
け い か く

(H24年度
ね ん ど

～R3年度
ね ん ど

) 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

４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

 

(H27
 

年度
ね ん ど

～H29
 

年度
ね ん ど

) 

第
だ い

５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

 

(H30
 

年度
ね ん ど

～R2（H32）年度
ね ん ど

) 

第
だ い

６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

 

(R3年度
ね ん ど

～R5年度
ね ん ど

) 

第
だ い

４期
き

 

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

 

(H27年度
ね ん ど

～H29年度
ね ん ど

) 

第
だ い

５期
き

 

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

 

(H30年度
ね ん ど

～R2（H32）年度
ね ん ど

) 

第
だ い

６期
き

 

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

 

(R3年度
ね ん ど

～R5年度
ね ん ど

) 

第
だ い

１期
き

 

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

 

(H30年度
ね ん ど

～R2（H32）年度
ね ん ど

) 

第
だ い

２期
き

 

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

 

(R3年度
ね ん ど

～R5年度
ね ん ど

) 

 

 

 

 



 

 

 

〇 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。 

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。 

 

〇 基本
き ほ ん

施策
し さ く

 

Ⅰ  理解
り か い

と交流
こうりゅう

の促進
そくしん

 

  障
しょう

がいのある人
ひと

が住み慣れた
す   な

地域
ち い き

の中
なか

で安心
あんしん

して自立
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

を送る
お く  

ためには、障
しょう

がいのある人
ひと

とない人
ひと

が交流
こうりゅう

を深め
ふ か  

、互い
た が  

に理解
り か い

することが

大切
たいせつ

です。 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

、 障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
たい    

理解
り か い

が

十分
じゅうぶん

とは言えない
い   

状 況
じょうきょう

となっており、特
とく

に、精神
せいしん

障
しょう

がい、知
ち

的
てき

障
しょう

がい、発達
はったつ

障
しょう

が

い等
とう

については障
しょう

がいの特
とく

性
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

は進んで
す す   

いないのが現状
げんじょう

です。 

障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
たい    

誤解
ご か い

や偏見
へんけん

を取り除き
と  の ぞ  

、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差
さ

別
べつ

の解消
かいしょう

に

ついて地域
ち い き

の関心
かんしん

と理解
り か い

を深め
ふ か  

るとともに、正しい
ただ    

知
ち

識
しき

の普
ふ

及
きゅう

・啓発
けいはつ

を引き続き
ひ  つ づ  

行って
おこな   

いく必要
ひつよう

があります。さらに、福祉
ふ く し

のまちづくりを推進
すいしん

するためには、年
ねん

齢
れい

にかかわら

ず、意識
い し き

啓発
けいはつ

や交流
こうりゅう

事業
じぎょう

を含む
ふ く  

“福祉
ふ く し

教育
きょういく

”が大
たい

切
せつ

です。また、障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

＊＊＊  基
き

  本
ほん

  理
り

  念
ねん

  ＊＊＊ 

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 

 
 



 

 

 

参加
さ ん か

やスポーツ活動
かつどう

への参加
さ ん か

の機会
き か い

を広げる
ひろ    

うえで、ボランティアや障
しょう

がい者
しゃ

団
だん

体
たい

の

役割
やくわり

は重要
じゅうよう

です。  

地域
ち い き

住民
じゅうみん

が身
み

近
ぢか

なところで気軽
き が る

にボランティア活動
かつどう

に参加
さ ん か

できる環境
かんきょう

づくりを行い
おこな 

、

行政
ぎょうせい

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

、ボランティア団
         だ ん

体
たい

、企業
きぎょう

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

が障
しょう

がい者
しゃ

団
だん

体
たい

と連携
れんけい

・

協 力
きょうりょく

しながら、地域
ち い き

社会
しゃかい

全
ぜん

体
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。 

 

Ⅱ  生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

のみならず、行動上
こうどうじょう

の制限
せいげん

を受ける
う   

人々
ひとびと

が、安全
あんぜん

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

し、

社会
しゃかい

参加
さ ん か

できるよう、ユニバーサルデザインの考え方
かんが かた

に基づ
もと  

き、建物
たてもの

や道路
ど う ろ

（歩道
ほ ど う

）、

鉄道
てつどう

およびバス等
とう

の公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

、その他
た

公共
こうきょう

施設
し せ つ

がすべての人
ひと

に利用
り よ う

しやすい施設
し せ つ

となるための整備
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。また、ハード面
めん

だけでなく、

障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して外出
がいしゅつ

できるよう、障
しょう

がい者
しゃ

用
よう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の利用
り よ う

、歩道
ほ ど う

の放置
ほ う ち

自転車
じてんしゃ

など地域
ち い き

住民
じゅうみん

一
ひと

人
り

ひとりが協 力
きょうりょく

できることについて啓発
けいはつ

していくことも必要
ひつよう

です。 

 さらに、障
しょう

がいのある人
ひと

とその家族
か ぞ く

が日常
にちじょう

的
てき

生活
せいかつ

における不便さ
ふ べ ん  

を感じる
かん    

ことなく、

安心
あんしん

して暮らし
く   

ていくためには、住
じゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

に関する
かん    

相談
そうだん

や

制度
せ い ど

について周
しゅう

知
ち

を図り
は か  

、利用
り よ う

を促進
そくしん

するとともに、経済
けいざい

的
てき

理由
り ゆ う

など住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

に対応
たいおう

できるよう、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
ゆう

先入
せんにゅう

居
きょ

につ

いて関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

を取りながら
と    

対策
たいさく

を図る
は か  

ことも必要
ひつよう

です。 

 また、災
さい

害
がい

等
とう

の緊
きん

急時
きゅうじ

の避難
ひ な ん

については、多く
お お  

の障
しょう

がいのある人
ひと

が不安
ふ あ ん

を抱えて
かか    

いま

す。緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

で最も
もっと  

重要
じゅうよう

となってくるのが、日常
にちじょう

におけるコミュニケーション

です。平常
へいじょう

時
じ

から地域
ち い き

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、地域
ち い き

における防災
ぼうさい

ネットワーク

の組織づくり
そ し き     

に加え
くわ  

、近隣
きんりん

の世帯
せ た い

の状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、日頃
ひ ご ろ

からの付
つ

き合
あ

いを深め
ふ か  

ること

が重要
じゅうよう

です。 

 



 

 

 

Ⅲ  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

 

 住み慣れた
す   な

居宅
きょたく

において、その家族
か ぞ く

とともに安心
あんしん

して生活
せいかつ

を営んで
いとな   

いくためには、障
しょう

がいの種
しゅ

類
るい

、生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

に応じた
お う   

在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

とともに、住み慣れた
す   な

地域
ち い き

の

中
なか

で暮らし
く   

ていくことのできる施設
し せ つ

サービス等
とう

の充実
じゅうじつ

も必要
ひつよう

です。また、必要
ひつよう

なときに

必要
ひつよう

とするサービスを選択
せんたく

し利用
り よ う

できるよう、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

が受
う

けられる

体制
たいせい

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。また、施設
し せ つ

やグループホームを利用
り よ う

していた障
しょう

がいのある人
ひと

で

自立
じ り つ

を希望
き ぼ う

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

を行い
おこな 

、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

を行う
おこな 

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

さらに、近
きん

年
ねん

は社会
しゃかい

構造
こうぞう

の変化
へ ん か

にともない、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
た よ う

化
か

、複雑
ふくざつ

化
か

しています。できるだけ早
そう

期
き

に対応
たいおう

することにより、

症 状
しょうじょう

の軽減
けいげん

が期
き

待
たい

できることから、予防
よ ぼ う

施策
し さ く

や早
そう

期
き

治療
ちりょう

に関する
か ん   

取り組み
と  く  

が重要
じゅうよう

です。 

  障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

での自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を支え
さ さ  

ていくためには、様々
さまざま

な障
しょう

がい特
とく

性
せい

に応
おう

じた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

等
とう

の専門
せんもん

機関
き か ん

の連携
れんけい

のもと、継続
けいぞく

して提供
ていきょう

していく必要
ひつよう

があり、適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受
う

けることで、障
しょう

がいの重度
じゅうど

化
か

や重複
じゅうふく

化
か

を防ぐ
ふ せ  

ことが期
き

待
たい

されます。また、医療
いりょう

費
ひ

等
とう

の助成
じょせい

に関する
か ん   

情報
じょうほう

の周
しゅう

知
ち

に努め
つ と  

ます。 

 

Ⅳ  保育
ほ い く

・教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

 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、

障
しょう

がいのある児
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
じ

童
どう

・生徒
せ い と

がお互い
た が  

に理解
り か い

し交流
こうりゅう

を深め
ふ か  

ることができる教育
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。 

 

Ⅴ  就労
しゅうろう

・雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

 地域
ち い き

での自立
じ り つ

生活
せいかつ

を営む
いとな 

うえで、社会
しゃかい

の中
なか

で役割
やくわり

や職 業
しょくぎょう

をもち、経済
けいざい

的
てき

に自立
じ り つ

する

ことの意義
い ぎ

は極めて
きわ    

大
おお

きいものがあります。「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
もく

的
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
こう

目
もく

の

ひとつとして掲げて
かか    

います。 

職場
しょくば

への定
てい

着
ちゃく

を含め
ふ く  

て障
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
は か  

ながら、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

け入れ
い  

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
とく

性
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
おこな

える就労
しゅうろう

支援体制
しえんたいせい

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
ふ く し

的
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。 

 
 

〇 基本的
き ほ ん て き

な考え方
かんが  かた

（目指す
め ざ  

方向
ほ う こ 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。 

 

〇 計画
け い か く

推進
す い し ん

に向けて
む   

 

 （１） 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援体制
し え ん た い せ い

の構築
こうちく

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で暮らす
く   

ことのできる「自立
じ り つ

と共生
きょうせい

の地域
ち い き

社会
しゃかい

づくり」のた

め、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応じた
おう    

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援体制
しえんたいせい

の構築
こうちく

を図り
は か  

、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、

ともに支え
さ さ  

合う
あ  

地域
ち い き

づくりを進め
す す  

ます。 

 

  （２） 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を促進
そくしん

 

これまで入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

サービスや入院
にゅういん

への依存度
い ぞ ん ど

が高
たか

い傾向
けいこう

にある中
なか

、障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で暮らせる
く   

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のため、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

者
しゃ

の意向
い こ う

を把握
は あ く

し、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

し

ながら、退所
たいしょ

を希望
き ぼ う

する方々
かたがた

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

促進
そくしん

を図る
は か  

ほか、広域
こういき

的
てき

・専門
せんもん

的
てき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

や、グループホーム等
とう

の充実
じゅうじつ

など居住
きょじゅう

支援
し え ん

（住まい
す   

）を基本
き ほ ん

とする基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進め
す す  

るとともに、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

従事
じゅうじ

者
しゃ

が地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の担い手
に な  て

となるなど、入所
にゅうしょ

支援
し え ん

から

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

への転換
てんかん

を促進
そくしん

します。 

また、入 院 中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障
しょう

がいのある人
ひと

に対し
たい  

退院
たいいん

支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

うことにより地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

の促進
そくしん

を図り
は か  

ます。 

 

（３） 北海道
ほ っ か い ど う

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

条
じょう

例
れい

・手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条
じょう

例
れい

の施策
し さ く

の推進
す い し ん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
たい    

意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

や意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

者
しゃ

の養成
ようせい

・派遣
は け ん

等
とう

を行
おこな

い、

障
しょう

がいのある人
ひと

が障
しょう

がいのない人
ひと

と実
じっ

質
しつ

的
てき

に同
どう

等
とう

の情報
じょうほう

を得られる
え   

ようにする情報
じょうほう

保
ほ

障
しょう

の確保
か く ほ

を図り
は か  

ます。 

また、手話
し ゅ わ

が独自
ど く じ

の体
たい

系
けい

をもつ言語
げ ん ご

であることについて、認識
にんしき

を広める
ひろ    

ほか、手話
し ゅ わ

を

習得
しゅうとく

するための必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

 



 

 

 

（４） 障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

発達
はったつ

の遅れ
お く  

や偏り
かたよ 

、障
しょう

がいのある子
こ

どもに対する
たい    

相談
そうだん

支援
し え ん

、通所
つうしょ

支援
し え ん

、入所
にゅうしょ

支援
し え ん

等
とう

の

サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

や重層
じゅうそう

的
てき

な地域
ち い き

支援体制
しえんたいせい

の構築
こうちく

、地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

を

推進
すいしん

し、子
こ

どもと家族
か ぞ く

へのより一層
いっそう

の支援体制
しえんたいせい

の充実
じゅうじつ

を図り
は か  

ます。 

 

（５） 発達
は っ た つ

障
しょう

がいのある人
ひ と

や医療
い り ょ う

的
て き

ケア
け あ

の必要
ひ つ よ う

な在宅
ざ い た く

の障
しょう

がいのある人
ひ と

等
と う

への 

支援
し え ん

 

発達
はったつ

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

への支援
し え ん

が推進
すいしん

されるよう、また、重 症
じゅうしょう

心
しん

身
しん

障
しょう

が

いや医療
いりょう

的
てき

ケアの必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

等
とう

が、身
み

近
ぢか

な地域
ち い き

において必要
ひつよう

な支援
し え ん

が

得られる
え    

よう、関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

を図り
は か  

、地域
ち い き

の支援体制
しえんたいせい

の充実
じゅうじつ

を図り
は か  

ます。 

 

  （６） 就労
しゅうろう

支援
し え ん

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

 

障
しょう

がいがあっても、いきいきと働く
はたら 

ことができるよう、社会
しゃかい

全
ぜん

体
たい

で応援
おうえん

する体制
たいせい

づく

りを進め
す す  

、就労
しゅうろう

機会
き か い

の拡大
かくだい

や定
てい

着
ちゃく

支援
し え ん

、さらに工賃
こうちん

水準
すいじゅん

の向上
こうじょう

に向けた
む   

取り組み
と  く  

を

推進
すいしん

します。 

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

において自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送る
お く  

ためには、それぞれの意欲
い よ く

や

能力
のうりょく

に応じて
おう    

働く
はたら 

ことができるよう支援
し え ん

する体制
たいせい

づくりはもとより、企業
きぎょう

をはじめとし

た社会
しゃかい

全
ぜん

体
たい

で就労
しゅうろう

支援
し え ん

に対する
たい    

理解
り か い

を深め
ふ か  

ることが重要
じゅうよう

です。福祉
ふ く し

施設
し せ つ

における就労
しゅうろう

支援
し え ん

について、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を中
ちゅう

心
しん

に取り組み
と  く  

の強化
きょうか

を図る
は か  

とともに、地域
ち い き

にお

ける福祉
ふ く し

・労働
ろうどう

・教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が一
いっ

体
たい

となった支援体制
しえんたいせい

の下
もと

、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

において、

就労
しゅうろう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

、企業
きぎょう

等
とう

との連携
れんけい

・協働
きょうどう

による取り組み
と  く  

の推進
すいしん

を図り
は か  

ます。 

 

 （７） ライフサイクルに応じた
お う   

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

乳幼
にゅうよう

児
じ

期
き

や学齢
がくれい

期
き

、就労
しゅうろう

期
き

、老齢
ろうれい

期
き

といったライフサイクルを通じた
つ う   

一貫
いっかん

した支援
し え ん

が

できるよう関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

の連携
れんけい

による取り組み
と  く  

や在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

する 障
しょう

がいのある人
ひと

の高
こう

齢
れい

化
か

や重度
じゅうど

化
か

さらには生活
せいかつ

を支え
さ さ  

ていた親
おや

が亡く
な  

なった後
あと

でも、地域
ち い き

での生活
せいかつ

が継続
けいぞく

でき

る体制
たいせい

整備
せ い び

を図り
は か  

ます。 



 

 

 

（８） 相談
そうだん

支援体制
し え ん た い せ い

の整備
せ い び

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

において自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を営む
いとな 

ためには、 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

の確保
か く ほ

とともに、これらのサービスの適時
て き じ

・適切
てきせつ

な利用
り よ う

を支援
し え ん

する計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

の利用
り よ う

者
しゃ

の増加
ぞ う か

に向けた
む   

更
さら

なる体制
たいせい

の構築
こうちく

が不可欠
ふ か け つ

です。 

このため、 町
ちょう

は、障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

等
とう

に対する
たい    

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

主
しゅ

体
たい

と

して、地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

の中
ちゅう

核
かく

的
てき

な役割
やくわり

を担う
にな  

「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

し、

地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応じ
お う  

、適切
てきせつ

な相談
そうだん

支援
し え ん

が実施
じ っ し

できる体制
たいせい

の整備
せ い び

を進め
す す  

てきました。    

また、こうした相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を適切
てきせつ

かつ効果
こ う か

的
てき

に実施
じ っ し

するため、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

）による運営
うんえい

活
かつ

性
せい

化
か

のための方策
ほうさく

等
とう

の検討
けんとう

を進め
す す  

ます。 

 

（９） 障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の対策
たいさく

 

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障
しょう

害
がい

者
しゃ

の養護
よ う ご

者
しゃ

に対する
たい    

支援
し え ん

等
とう

に関する
かん    

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

法
ほう

」という。）に基づ
もと  

き、障
しょう

害
がい

者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターや関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

に

より、障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
たい    

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

や早
そう

期
き

発見
はっけん

、対応
たいおう

のための支援体制
しえんたいせい

の強化
きょうか

を

図り
は か  

ます。 

また、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解消
かいしょう

法
ほう

」にも則して
そく    

、虐待
ぎゃくたい

や差
さ

別
べつ

等
とう

の解消
かいしょう

に取り組む
と  く  

など、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の一層
いっそう

の推進
すいしん

を図り
は か  

ます。 

 

（１０） 共生型事業
きょうせいがたじぎょう

の展開
てんかい

 

相談
そうだん

支援体制
しえんたいせい

の構築
こうちく

やサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

などの取り組み
と  く  

の推進
すいしん

にあたって、身
み

近
ぢか

な

地域
ち い き

で 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

もともに支え
さ さ  

あいながら暮らす
く   

ことができる地域
ち い き

づく

りを広げる
ひろ    

ため、他
た

の福祉
ふ く し

施策
し さ く

と連携
れんけい

し、共生
きょうせい

型
がた

地域
ち い き

福祉
ふ く し

拠点
きょてん

の取り組み
と  く  

を進め
す す  

ます。 

 

 （１１） 制度
せ い ど

の普
ふ

及
きゅう

啓発
けいはつ

 

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」の目
もく

的
てき

である「障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず国民
こくみん

が相互
そ う ご

に人
じん

格
かく

と

個
こ

性
せい

を尊重
そんちょう

し安心
あんしん

して暮らせる
く    

地域
ち い き

社会
しゃかい

」を実現
じつげん

するためには、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

およ

び協 力
きょうりょく

を得る
え  

ことが不可欠
ふ か け つ

であり、計画
けいかく

の策定
さくてい

を通じて
つう    

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」の趣旨
し ゅ し

の普
ふ

及
きゅう

啓発
けいはつ

を図り
は か  

ます。 



 

 

 

 （１２） 安全
あんぜん

確保
か く ほ

に備えた
そな    

地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

するため、平常
へいじょう

時
じ

から地域
ち い き

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と

情
じょう

報
ほう

を共有
きょうゆう

しながら、災
さい

害
がい

や感染症
かんせんしょう

発生
はっせい

時
じ

による生活
せいかつ

環境
かんきょう

の変化
へ ん か

等
とう

に対応
たいおう

し，必要
ひつよう

な時
とき

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

が受
う

けられる地域
ち い き

体制
たいせい

を構築
こうちく

するとともに、日常
にちじょう

的
てき

に障
しょう

がいのある

方々
かたがた

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

を推進
すいしん

し、その障
しょう

がい特
とく

性
せい

に配慮
はいりょ

した支援
し え ん

が行
おこな

えるよう、地域
ち い き

住民
じゅうみん

な

どとの共生
きょうせい

による支援体制
しえんたいせい

づくりを進め
す す  

ます。 

 

  （１３） 計画
けいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

の点検
てんけん

および評価
ひょうか

 

「障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

」において、障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

を見直す
み な お  

ことが規定
き て い

されているこ

とを受
う

け、この計画
けいかく

においては、ＰＤＣＡサイクルを活用
かつよう

して、各
かく

年度
ね ん ど

において、サー

ビスの見込量
みこみりょう

のほか、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

等
とう

について

点検
てんけん

・評価
ひょうか

を行
おこな

い、必要
ひつよう

がある場合
ば あ い

は計画
けいかく

の見直し
み な お  

等
とう

の措置
そ ち

を講
こう

ずることとします。 

また、障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

においても同様
どうよう

と致します
いた     

。 

 

※ 具体的
ぐたいてき

な数値
す う ち

目標
もくひょう

については、町内
ちょうない

各公共
かくこうきょう

施設
し せ つ

に備え付けて
そ な  つ    

おります計画書
けいかくしょ

、また

は、ホームページの計画（全文）に掲載
けいさい

されておりますのでご覧
 ら ん

ください。 
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