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第

だい

２章

しょう

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 

１     基本
き ほ ん

指針
し し ん

の基本的
きほんてき

理念
り ね ん

 

 

【国
くに

の基本的
きほんてき

な指針
し し ん

における基本的
きほんてき

理念
り ね ん

のポイント】 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の支援
し え ん

は、平等
びょうどう

の観点
かんてん

から障害
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

の実現
じつげん

を図
はか

っていくためのものです。 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の実施
じ っ し

主体
しゅたい

は市町村
しちょうそん

です。また、サービスの提供
ていきょう

にお

いて障害
しょうがい

種別
しゅべつ

は問
と

いません。 

○ 障害
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

において、地域
ち い き

移行
い こ う

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

が課題
か だ い

とな

ります。 

○ 地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を最大限
さいだいげん

に活用
かつよう

して、地域
ち い き

拠点
きょてん

づくりやボランティア等
とう

に

よるインフォーマルサービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

等
とう

を進
すす

めていきます。 

○ 特
とく

に、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

については、地域
ち い き

生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

する人
ひと

が

地域
ち い き

での暮
く

らしを継続
けいぞく

することができるよう、必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

が提供
ていきょう

される体制
たいせい

を整備
せ い び

する必要
ひつよう

があります。  

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをすることが

できるよう、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

及
およ

び高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

を含
ふく

む）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

を進
すす

めていきます。  

○ 地域
ち い き

のあらゆる住民
じゅうみん

が「支
ささ

え手
て

」と「受
う

け手
て

」に分
わ

かれるのではなく、地域
ち い き

、

暮
く

らし、生
い

きがいをともに創
つく

り、高
たか

め合
あ

うことができる「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、引
ひ

き続
つづ

き、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が主体的
しゅたいてき

に地域
ち い き

づくりに取
と

り組
く

むため

の仕組
し く

み作
づく

りや、地域
ち い き

の実態
じったい

等
とう

を踏
ふ

まえながら、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

に取
と

り組
く

みます。 

○ 障害児
しょうがいじ

本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

を考慮
こうりょ

しながら、障害児
しょうがいじ

の健
すこ

やかな育成
いくせい

を支援
し え ん

し

ていきます。 

○ 障害
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

を担
にな

う人材
じんざい

を確保
か く ほ

するため、研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

、

多職種間
たしょくしゅかん

の連携
れんけい

の推進
すいしん

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の現場
げ ん ば

が働
はたら

きがいのある魅力的
みりょくてき

な職場
しょくば

で

あることの積極的
せっきょくてき

な周知
しゅうち

・広報
こうほう

等
とう

に、関係者
かんけいしゃ

が協 力
きょうりょく

して取
と

り組
く

むことが

重要
じゅうよう

です。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、多様
た よ う

なニーズを踏
ふ

まえ、特
とく

に障害者
しょうがいしゃ

の

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

や、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の計画的
けいかくてき

な整備
せ い び

の推進
すいしん

を

図
はか

ります。  
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（本文
ほんぶん

）  

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

及び
お よ び

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

を確保
か く ほ

するための基本的
きほ んてき

な指針
し し ん

（平成
へいせい

１８年
ねん

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

告示
こ く じ

第
だい

３９５号
ごう

）（抜粋
ばっすい

）  

 

第一
だいいち

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

及
およ

び障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に関
かん

する基本的
きほ んてき

事項
じ こ う

 

一
いち

 市町村
しちょうそん

及
およ

び都道府県
と ど う ふ け ん

は、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえ んほう

や児童
じ ど う

福祉法
ふく しほう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を踏
ふ

まえつ

つ、次
つぎ

に掲
かか

げる点
てん

に配慮
はいりょ

して、総合的
そうごうてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

を作成
さくせい

することが必要
ひつよう

で

ある。  

 

１ 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の自己
じ こ

決定
けってい

の尊重
そんちょう

と意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

し、その意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

に

配慮
はいりょ

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が必要
ひつよう

とする障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスその他
た

の支援
し え ん

を受
う

けつつ、

その自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の実現
じつげん

を図
はか

っていくことを基本
き ほ ん

として、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

及
およ

び

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

める。  

 

２ 市町村
しちょうそん

を基本
き ほ ん

とした身近
み ぢ か

な実施
じ っ し

主体
しゅたい

と障害
しょうがい

種別
しゅべつ

によらない一元的
いちげんてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービ

スの実施
じ っ し

等
とう

 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が地域
ち い き

で障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを受
う

けることができるよう市町村
しちょうそん

を実施
じ っ し

主体
しゅたい

の

基本
き ほ ん

とする。また、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの対象
たいしょう

となる障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の範囲
は ん い

を身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

（発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

む。以下
い か

同
おな

じ。）並
なら

びに

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

（障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

施行令
しこ うれい

第一条
だいいちじょう

に基
もと

づき厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

が定
さだ

める特殊
とくしゅ

の疾病
しっぺい

（平成
へいせい

二十七年
にじゅうななねん

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

告示
こ く じ

第二百九十二号
だいにひゃくきゅうじゅうにごう

）に掲
かか

げる疾
しっ

病
ぺい

による障害
しょうがい

の程度
て い ど

が、当該
とうがい

障害
しょうがい

により継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける程度
て い ど

である者
もの

をいう。以下
い か

同
おな

じ。）であって

十八歳
じゅうはっさい

以上
いじょう

の者
もの

並
なら

びに障害児
しょうがいじ

とし、サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

り、都道府県
と ど う ふ け ん

の適切
てきせつ

な支援
し え ん

等
とう

を通
つう

じて引
ひ

き続
つづ

き障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの均
きん

てん化
か

を図
はか

る。また、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

については、従来
じゅうらい

から精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に含
ふく

まれるものとして障害者
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

づく給付
きゅうふ

の対象
たいしょう

となっているところであり、引
ひ

き続
つづ

きその旨
むね

の周知
しゅうち

を図
はか

る。さら

に、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

についても、引
ひ

き続
つづ

き障害者
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

づく給付
きゅうふ

の対象
たいしょう

となって

いる旨
むね

の周知
しゅうち

を図
はか

るため、難病
なんびょう

の患者
かんじゃ

に対
たい

する医療
いりょう

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

二十六年
にじゅうろくねん

法律
ほうりつ

第五十号
だいごじゅうごう

）に基
もと

づき特定
とくてい

医療費
いり ょうひ

の支給
しきゅう

認定
にんてい

を 行
おこな

う都道府県
と ど う ふ け ん

や難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

の相談
そうだん

に応
おう

じ

る難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

において、それぞれの業務
ぎょうむ

を通
つう

じて難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

本人
ほんにん

に対
たい

し

て必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

う等
とう

の取組
とりくみ

により、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの活用
かつよう

が 促
うなが

されるよう

にする。  

３ 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

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の課題
か だ い

に対応
たいおう

し

たサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の自立
じ り つ

支援
し え ん

の観点
かんてん

から、入所
にゅうしょ

等
とう

（福祉
ふ く し

施設
し せ つ

への入所
にゅうしょ

又
また

は病院
びょういん

への入院
にゅういん

をい 

 



16 

 

 

う。以下
い か

同
おな

じ。）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

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

といった課題
か だ い

に対応
たいおう

したサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

を 整
ととの

え、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

えるシステムを

実現
じつげん

するため、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の拠点
きょてん

づくり、ＮＰＯ等
とう

によるインフォーマルサービス

（法律
ほうりつ

や制度
せ い ど

に基
もと

づかない 形
かたち

で提供
ていきょう

されるサービスをいう。）の提供
ていきょう

等
とう

、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を最大限
さいだいげん

に活用
かつよう

し、提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

める。  

特
とく

に、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

については、地域
ち い き

生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

する者
もの

が地域
ち い き

での

暮
く

らしを継続
けいぞく

することができるよう、必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

が提供
ていきょう

される体制
たいせい

を

整備
せ い び

する必要
ひつよう

があり、例
たと

えば、重度化
じゅ うどか

・高齢化
こう れいか

した障害者
しょうがいしゃ

で地域
ち い き

生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

する者
もの

に対
たい

しては、日中
にっちゅう

サービス支援型
しえ んがた

指定
し て い

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの事業
じぎょう

等
とう

の

人員
じんいん

、 設備
せ つ び

及
およ

び 運営
うんえい

に 関
かん

す る 基準
きじゅん

（ 平成
へいせい

十八年
じゅうはちねん

厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

第百七十一号
だいひゃくななじゅういちごう

）

第二百十三条
だいにひゃくじゅうさんじょう

の二
に

に規定
き て い

する日中
にっちゅう

サービス支援型
しえ んがた

指定
し て い

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

をいう。以下
い か

同
おな

じ。）により常時
じょうじ

の支援
し え ん

体制
たいせい

を確保
か く ほ

すること等
とう

により、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

が可能
か の う

となる

ようサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

を確保
か く ほ

する。 

また、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

に当
あ

たっては、地域
ち い き

生活
せいかつ

に対
たい

する安心感
あんしんかん

を担保
た ん ぽ

し、

自立
じ り つ

した生活
せいかつ

希望
き ぼ う

する者
もの

に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

を進
すす

めるために、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

、親元
おやもと

から

の自立
じ り つ

等
とう

に係
かか

る相談
そうだん

、一人暮
ひ と り ぐ

らし、グループホームへの入居
にゅうきょ

等
とう

の体験
たいけん

の機会
き か い

及
およ

び場
ば

の

提供
ていきょう

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

の利便性
りべ んせい

・対応力
たいおうりょく

の向上
こうじょう

等
とう

による緊急
きんきゅう

時
じ

の受入
うけいれ

対応
たいおう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

、人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

・連携等
れんけいとう

による専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

並
なら

びにサービス拠点
きょてん

の整備
せ い び

及
およ

びコーディネー

ターの配置
は い ち

等
とう

による地域
ち い き

の体
たい

制
せい

づくりを 行
おこな

う機能
き の う

が求
もと

められており、今後
こ ん ご

、障害者
しょうがいしゃ

の

重度化
じゅ うどか

・高齢化
こう れいか

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」を見据
み す

えて、これらの機能
き の う

をさらに強化
きょうか

する必要
ひつよう

がある。

こうした拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

にあわせて、相談
そうだん

支援
し え ん

を中心
ちゅうしん

として、学校
がっこう

からの卒業
そつぎょう

、就 職
しゅうしょく

、

親元
おやもと

からの自立
じ り つ

等
とう

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

が変化
へ ん か

する節目
ふ し め

を見据
み す

えて、中長期的
ちゅうちょうきてき

視点
し て ん

に立
た

った継続
けいぞく

した支援
し え ん

を 行
おこな

う必要
ひつよう

がある。 

さらに、精神
せいしん

病 床
びょうしょう

（病院
びょういん

の 病 床
びょうしょう

のうち、精神
せいしん

疾患
しっかん

を有
ゆう

する者
もの

を入院
にゅういん

させるための

ものをいう。以下
い か

同
おな

じ。）における長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を進
すす

めるに当
あ

たっ

ては、精神科
せい しんか

病院
びょういん

や地域
ち い き

援助事
えん じょじ

業者
ぎょうしゃ

による努力
どりょく

だけでは限界
げんかい

があり、自治体
じ ち た い

を中心
ちゅうしん

と

した地域
ち い き

精神
せいしん

保健
ほ け ん

医療
いりょう

福祉
ふ く し

の一体的
いったいてき

な取組
とりくみ

の推進
すいしん

に加
くわ

え、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

のない、あらゆる

人
ひと

が共生
きょうせい

できる包摂的
ほうせつてき

（インクルーシブ）な社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

の推進
すいしん

が必要
ひつよう

で

ある。これを踏
ふ

まえ、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをす

ることができるよう、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

及
およ

び高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

を含
ふく

む。以下
い か

同
おな

じ。）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

を進
すす

める。  

 

４  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

 

地域
ち い き

のあらゆる住民
じゅうみん

が、「支
ささ

え手
て

」と「受
う

け手
て

」に分
わ

かれるのではなく、地域
ち い き

、暮
く

ら

し、生
い

きがいをともに創
つく

り、高
たか

め合
あ

うことができる地域
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、引
ひ

き続
つづ

き、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が主体的
しゅたいてき

に地域
ち い き

づくりに取
と

り組
く

むための仕組
し く

み作
づく

りや制度
せ い ど

の縦割
た て わ

りを超
こ

えた柔軟
じゅうなん

なサービスの確保
か く ほ

に取
と

り組
く

むとともに、地域
ち い き

ごとの地理的
ち り て き

条件
じょうけん

や地域
ち い き

資源
し げ ん

の実態
じったい
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等
とう

を踏
ふ

まえながら、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

に取
と

り組
く

む。その際
さい

、市町村
しちょうそん

は次
つぎ

に掲
かか

げる

支援
し え ん

を一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

する新
あら

たな事業
じぎょう

の活用
かつよう

も含
ふく

めて検討
けんとう

し、体制
たいせい

整備
せ い び

を進
すす

める。  

（一
いち

）  属性
ぞくせい

にかかわらず、地域
ち い き

の様々
さまざま

な相談
そうだん

を受
う

け止
と

め、 自
みずか

ら対応
たいおう

又
また

はつなぐ機能
き の う

、

多機関
た き か ん

協働
きょうどう

の中核
ちゅうかく

の機能
き の う

及
およ

び継続的
けいぞくてき

につながり続
つづ

ける伴
ばん

走
そう

支
し

援
えん

を 中
ちゅう

心
しん

的
てき

に担
にな

う

機
き

能
のう

を備
そな

えた相
そう

談
だん

支
し

援
えん

 

（二
に

） （一
いち

）の相談
そうだん

支援
し え ん

と一体的
いったいてき

に 行
おこな

う、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、居住
きょじゅう

支援
し え ん

など、多様
た よ う

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

に

向
む

けた支援
し え ん

 

（三
さん

） ケアし支
ささ

え合
あ

う関
かん

係
けい

性
せい

を広
ひろ

げ、交流
こうりゅう

や参加
さ ん か

の機会
き か い

を生
う

み出
だ

すコーディネート機能
き の う

及
およ

び住民
じゅうみん

同士
ど う し

が出会
で あ

い参加
さ ん か

することのできる場
ば

や居場所
い ば し ょ

の確保
か く ほ

の機能
き の う

を備
そな

えた

支援
し え ん

 

 

５ 障
しょう

害
がい

児
じ

の健
すこ

やかな育
いく

成
せい

のための発
はっ

達
たつ

支
し

援
えん

 

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

を 行
おこな

うに当
あ

たっては、障害児
しょうがいじ

本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

を考慮
こうりょ

しながら、障害児
しょうがいじ

の健
すこ

やかな育成
いくせい

を支援
し え ん

することが必要
ひつよう

である。このため、障
しょう

害
がい

児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

し、

障害
しょうがい

の疑い
うたが

がある段階
だんかい

から身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支援
し え ん

できるように、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
しえん

及び
およ

障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
しえん

については市町村
しちょうそん

を、障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

については都道府県
と ど う ふ け ん

を実施
じ っ し

主体
しゅたい

の基本
き ほ ん

とし、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にかかわらず、質
しつ

の高
たか

い専門的
せんもんてき

な発達
はったつ

支援
し え ん

を行う
おこな

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図る
はか

とともに、都道府県
と ど う ふ け ん

の適切
てきせつ

な支援
し え ん

等
とう

を通
つう

じて引
ひ

き続
つづ

き障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の均
きん

てん化
か

を図
はか

ることにより、地域
ち い き

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

る。   

また、障害児
しょうがいじ

のライフステージに沿
そ

って、地域
ち い き

の保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

、

就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

を図
はか

り、切
き

れ目
め

の無
な

い一貫
いっかん

した支援
し え ん

を提供
ていきょう

する体制
たいせい

の

構築
こうちく

を図
はか

る。さらに、障害児
しょうがいじ

が障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

を利用
り よ う

することにより、地域
ち い き

の保育
ほ い く

、教育
きょういく

等
とう

の支援
し え ん

を受
う

けることができるようにすることで、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、全
すべ

ての児童
じ ど う

が共
とも

に成長
せいちょう

できるよう、地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

や包容
ほうよう

（インクルージョン）を推進
すいしん

する。加
くわ

えて、人工
じんこう

呼吸器
こき ゅうき

を装着
そうちゃく

している障害児
しょうがいじ

その他
た

の日常生活
にちじょうせいかつ

を 営
いとな

むために医療
いりょう

を要
よう

する

状態
じょうたい

にある障害児
しょうがいじ

（以下
い か

「医療的
いりょうてき

ケア児
じ

」という。）が保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、

教育
きょういく

等
とう

の支援
し え ん

を円滑
えんかつ

に受
う

けられるようにする等
とう

、専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を要
よう

する者
もの

に対
たい

して、

各関連
かくかんれん

分野
ぶ ん や

が共通
きょうつう

の理解
り か い

に基
もと

づき協働
きょうどう

する包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

する。  

こうしたサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

等
とう

については、個別
こ べ つ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、関係者
かんけいしゃ

や

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

本人
ほんにん

が参画
さんかく

して 行
おこな

う議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえた上
うえ

で、市町村
しちょうそん

及
およ

び都道府県
と ど う ふ け ん

が定
さだ

める障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

（以下
い か

「圏域
けんいき

」という。）ごとの整備
せ い び

の在
あ

り方
かた

を障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

に位置付
い ち づ

け、計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

する。  

 

６ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

 

障害者
しょうがいしゃ

の重度化
じゅ うどか

・高齢化
こう れいか

が進
すす

む中
なか

においても、将来
しょうらい

にわたって安定的
あんていてき

に障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サ

ービス等
とう

を提供
ていきょう

し、様々
さまざま

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する事業
じぎょう

を実施
じ っ し

していくためには、提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

と併
あわ

せてそれを担
にな

う人材
じんざい

を確保
か く ほ

していく必要
ひつよう

がある。そのためには、専門性
せんもんせい

を高
たか

める 
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  ための研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

、多職種間
たしょくしゅかん

の連携
れんけい

の推進
すいしん

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の現場
げ ん ば

が 働
はたら

きがいのある魅力的
みりょくてき

な職場
しょくば

であることの積極的
せっきょくてき

な周知
しゅうち

・広報
こうほう

等
とう

、関係者
かんけいしゃ

が 協 力
きょうりょく

して取
と

り組
く

んでいくことが

重要
じゅうよう

である。  

 

７ 障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支
ささ

える取組
とりくみ

 

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

における社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するためには、障害者
しょうがいしゃ

の多様
た よ う

なニーズを踏
ふ

ま

えて支援
し え ん

すべきである。  

特
とく

に、障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

三十年
さんじゅうねん

法律
ほうりつ

第四十七号
だいよんじゅうななごう

）

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

が文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を享受
きょうじゅ

鑑賞
かんしょう

し、又
また

は創造
そうぞう

や発表
はっぴょう

等
とう

の多様
た よ う

な活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

の確保
か く ほ

等
とう

を通
つう

じて、障害者
しょうがいしゃ

の個性
こ せ い

や能力
のうりょく

の発揮
は っ き

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

る。  

また、読書
どくしょ

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

のた

め、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（令和
れ い わ

元年
がんねん

法律
ほうりつ

第四十九号
だいよんじゅうきゅうごう

）

を踏
ふ

まえ、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

する  
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２    市
し

の計画
けいかく

における基本
き ほ ん

理念
り ね ん

等
とう

 

（１）総合
そうごう

計画
けいかく

（障害者
しょうがいしゃ

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

）における基本
き ほ ん

理念
り ね ん

等
とう

 

【施策
し さ く

が目標
もくひょう

とするまちの姿
すがた

】 

○ 障害
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、自分
じ ぶ ん

らしく安心
あんしん

して暮
く

らしてい

ます。 

○ 障害
しょうがい

のある人
ひと

が必要
ひつよう

なサービスを適切
てきせつ

に受
う

け、自立
じ り つ

した暮
く

らしを送
おく

っています。  

 

【主要
しゅよう

施策
し さ く

】 

①障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）の生活
せいかつ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

・身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

が利用
り よ う

できるよう、サービス基盤
き ば ん

の確保
か く ほ

に努
つ と

めます。 

・障害
しょうがい

のある人
ひ と

が、地域
ち い き

で日常
にちじょう

生活
せ い か つ

を送
お く

ることができるよう、当事者
と う じ し ゃ

等
と う

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえ

て、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
お う

じた地域
ち い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

を実施
じ っ し

します。また、必要
ひ つ よ う

なサービスを

継続的
け い ぞ く て き

に提供
ていきょう

できるよう、サービス提供
ていきょう

従事者
じ ゅ う じ し ゃ

等
と う

の人材
じ ん ざ い

を養成
よ う せ い

し、活用
か つ よ う

を図
は か

ります。 

・必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

やサービスを得
え

られるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
か ん

する各種
か く し ゅ

制度
せ い ど

について周知
し ゅ う ち

を図
は か

ります。  

②療育
りょういく

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

・乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

における障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
は っ け ん

のため、乳幼児
に ゅ う よ う じ

健
け ん

診
し ん

・相談
そ う だ ん

体制
た い せ い

を整
ととの

え、関係
か ん け い

機関
き か ん

が

連携
れ ん け い

し、適切
て き せ つ

な相談
そ う だ ん

、指導
し ど う

等
と う

の支援
し え ん

を行
おこな

います。  

・障害
しょうがい

のある子
こ

どもが、地域
ち い き

で生活
せ い か つ

するために必要
ひ つ よ う

なサービスを利用
り よ う

できるよう、サー

ビスの供給
きょうきゅう

体制
た い せ い

の充実
じゅうじつ

を図
は か

ります。また、保護者
ほ ご し ゃ

の負担
ふ た ん

を軽減
け い げ ん

するため、安定的
あ ん て い て き

かつ

継続的
け い ぞ く て き

に相談
そ う だ ん

支援
し え ん

ができる体制
た い せ い

を整備
せ い び

します。  

・本人
ほ ん に ん

にとって最適
さ い て き

な就学先
しゅうがくさき

が選択
せ ん た く

できるよう、就学
しゅうがく

相談
そ う だ ん

を実施
じ っ し

します。  

・障害
しょうがい

のある子
こ

どもが地域
ち い き

の学校
が っ こ う

に通学
つ う が く

する場合
ば あ い

の支援
し え ん

体制
た い せ い

や施設
し せ つ

環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 

・医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

が、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

が受
う

けられるように、関係
か ん け い

機関
き か ん

の協議
き ょ う ぎ

の場
ば

において、総合的
そ う ご う て き

な支援
し え ん

体制
た い せ い

の構築
こ う ち く

に向
む

けて協議
き ょ う ぎ

します。  

③自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

 

・障害
しょうがい

のある人
ひ と

の雇用
こ よ う

の促進
そ く し ん

等
と う

に関
か ん

する法律
ほ う り つ

や雇用
こ よ う

に関
か ん

する助成
じ ょ せ い

制度
せ い ど

等
と う

の周知
し ゅ う ち

に努
つ と

めま

す。さらに、ＮＰＯや障害者
しょうがいしゃ

団体
だ ん た い

等
と う

が福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

事業
じ ぎ ょ う

を展開
て ん か い

するために必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を

進
す す

めます。  

・専門
せ ん も ん

機関
き か ん

や民間
み ん か ん

企業
き ぎ ょ う

等
と う

と連携
れ ん け い

し、障害
しょうがい

のある人
ひ と

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

を図
は か

ります。  

・本市
ほ ん し

の職員
しょくいん

採用
さ い よ う

試験
し け ん

において、障害
しょうがい

のある人
ひ と

が受験
じ ゅ け ん

できる専用
せ ん よ う

の区分
く ぶ ん

を設
も う

けることに

より、障害
しょうがい

のある人
ひ と

の採用
さ い よ う

を推進
す い し ん

します。  

・本市
ほ ん し

は事
じ

業者
ぎょうしゃ

として、障害
しょうがい

のある職員
しょくいん

が、その障害
しょうがい

特性
と く せ い

や個性
こ せ い

に応
お う

じて能力
のうりょく

を最大限
さ い だ い げ ん

に発揮
は っ き

し、活躍
か つ や く

できる職場
し ょ く ば

形成
け い せ い

の推進
す い し ん

を図
は か

ります。  

・障害
しょうがい

のある人
ひ と

の移動
い ど う

・外出
がいしゅつ

を支援
し え ん

し、自立
じ り つ

と社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

の促進
そ く し ん

を図
は か

ります。  

④障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
とう

の推進
すいしん

 

・尾張
お わ り

東部
と う ぶ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

センターや障害者
しょうがいしゃ

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センター等
と う

の関係
か ん け い

機関
き か ん

と支援者
し え ん し ゃ

に関
か ん

する情報
じょうほう

を共有化
き ょ う ゆ う か

し、連携
れ ん け い

して支援
し え ん

します。  

・日常
にちじょう

生活
せ い か つ

を支
さ さ

えるため、必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて成年
せ い ね ん

後見
こ う け ん

等
と う

の制度
せ い ど

を活用
か つ よ う

します。また、成年
せ い ね ん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

等
と う

の周知
し ゅ う ち

に努
つ と

めます。  

・障害
しょうがい

に対
た い

する理解
り か い

促進
そ く し ん

や差別
さ べ つ

解消
かいしょう

のための周知
し ゅ う ち

啓発
け い は つ

を行
おこな

います。  
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（２）障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

における基本
き ほ ん

理念
り ね ん

等
とう

 

【基本
き ほ ん

理念
り ね ん

】 

「地域
ち い き

で 共
とも

に暮
く

らす まちづくり～自分
じ ぶ ん

らしい生
い

き方
かた

が選択
せんたく

できる 

差別
さ べ つ

のないまち・日進
にっしん

をめざして～」 

 

【基本
き ほ ん

目標
もくひょう

及
およ

び基本
き ほ ん

施策
し さ く

】 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 基本
き ほ ん

施策
し さ く

 

１  安全
あんぜん

に安心
あんしん

して暮
く

ら

せるまち 

１）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

 

２）意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

３）障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

 

４）家族
か ぞ く

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

５）予防
よ ぼ う

と受
じゅ

診
しん

支援
し え ん

 

６）生活
せいかつ

しやすいまちづくりの推進
すいしん

 

７）防災
ぼうさい

防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

２  自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きられ

るまち 

１）雇用
こ よ う

就労
しゅうろう

・経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

支援
し え ん

 

２）移動
い ど う

・外出
がいしゅつ

支援
し え ん

 

３）生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

 

４）当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

支援
し え ん

 

３ 共
とも

に支
ささ

え合
あ

うまち 

１）ボランティア活動
かつどう

等
とう

の推進
すいしん

 

２）地域
ち い き

ネットワークの推進
すいしん

 

３）居場所
い ば し ょ

役割
やくわり

づくり支援
し え ん

 

４）市政
し せ い

への参加
さ ん か

保障
ほしょう

 

５）福祉
ふ く し

教育
きょういく

の推進
すいしん

 

６）差別
さ べ つ

解消
かいしょう

 

７）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

防止
ぼ う し
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３    見込量
みこみりょう

の設定
せってい

の考
かんが

え方
かた

 

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の見込量
みこみりょう

の設定
せってい

に関
かん

しては、これまでのサービス

利用
り よ う

実績
じっせき

や利用者
り よ う し ゃ

のニーズを算定
さんてい

基礎
き そ

に、利用者数
り よ う し ゃ す う

の将来
しょうらい

推計
すいけい

に加
くわ

えて、

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の新設
しんせつ

予定
よ て い

などを加味
か み

して設定
せってい

します。 

ただし、事業
じぎょう

によっては、数的
すうてき

な見込量
みこみりょう

がなじまない事業
じぎょう

もあるため、

必要
ひつよう

に応
おう

じて実施
じ っ し

する時期
じ き

や方法
ほうほう

等
とう

を設定
せってい

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成
へいせい

28～令和
れ い わ

2年
ねん

の人口
じんこう

の伸
の

び率
りつ

をもとに算定
さんてい

（基準日
きじ ゅんび

4月
がつ

1日
にち

）  

平成
へいせい

２７～令和元
れ い わ が ん

年度
ね ん ど

のサービス利用
り よ う

実績
じっせき

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の 

各年度
か く ね ん ど

の利用者数
りようしゃすう

の推計
すいけい

 

将来
しょうらい

の障害者数
しょうがいしゃすう

 

の見込
み こ

み※ 

令和
れ い わ

３～５年度
ね ん ど

のサービス見込
み こ

み量
りょう

 

人口
じんこう

推計
すいけい

※ 

需要
じゅよう

と供 給
きょうきゅう

のバランスを検討
けんとう

 

広域
こういき

の状 況
じょうきょう

など 県
けん

等
とう

との調整
ちょうせい

 

※ 平成
へいせい

28 ～ 令和
れ い わ

2 年
ねん

の

障害
しょうがい

のある人
ひと

の伸
の

び率
りつ

をもとに算定
さんてい

（基準日
きじ ゅんび

4

月
がつ

1日
にち

）  

アンケート調査
ちょうさ

 
障害
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

ニーズ等
とう

 

アンケート調査
ちょうさ

 
障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の 

新設
しんせつ

希望
き ぼ う

 


