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連携に必要な取り組み

他施設・機関の専門性の尊重

共通基盤の構築

　　①ポリシー、②言語、③調整の責任

１）情報の共有

２）専門性の向上

３）研修の充実

４）コーディネーターの独立

５）当事者参加の会議の実施

６）複数のネットワーク会議をまとめる
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場

提�� 地域にで�ける 地域に��した 地域

※インクルージョンとは、「統合」に代わる新たな概念で、障害と非障害という二分ではなく、すべての子どもが個別
的なニーズを持つことを前提とする人間観にたち、障害児だけでなく、すべての子を地域社会に包み込むことを意味し
ている

23

パフトプログラム（PAFT）

• 米国、ミズーリ州で開始され全米のみならず豪
州、カナダでも展開されている

• 1992年：Parent as First Teachers(PAFT)
　ＮＺ国策として全額国費で導入された

• 活字離れで育児書だけではできない、保健分野
だけでなく保育的観点を重視

• 定期的に家庭を訪問し親の目の前で乳幼児の発
達の各段階に応じた導き方やコミュニケーショ
ンのとり方を実演し育て方のヒントを伝授して
いく親教育プログラム

25

療育におけるセルフ・アドボカシー

•あなたのために、あなたが自分で話をした
り行動したりすることです。

•それは、自分にとって何が一番良いかをあ
なたが決めることであり、そして、その責
任をあなたが引き受けることです。

•それは、あなたが、人間として自分の権利
のために立ち上がることを意味している
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　　　ニーズに応じたサービス提供から

　　　　ストレングスを生み出す支援へ
◇ストレングスとは・・・

「強さ・勇気・長所・抵抗力」

◇援助観・・・

　心理的、身体的、情緒的、社会的、精神的などのあらゆ
る側面にわたるいまだ活用されていない能力、利用者の
保持するこれらの潜在的能力に焦点をあてる

��������������������������
�を��るの�はな�、�����み�を��ること���だ
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ＮＺにおける親支援
The Royal New Zealand Plunket Society

• ニュージーランド(NZ)の幼児教育・母子保健サー
ビスの95%をカバー(保健省の委託)

• 1907年にダニーデンの精神病院の院長であった
キング博士（Dr Frederick Truby King）が提唱

したボランティア活動に始まる

• 「プランケット」の名称は、当時、資金的援助
をしてくれて貢献があった総督婦人の名前
Victoria Plunketからつけらる
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パフトプログラムの特徴

• 家庭、一人ひとりの子どものニーズに応じる

• 決して親のやり方を非難したり評定しない

• 親の気持ちを温かく受け止める

• 親が子育てに自信を持てるように側面から実演
を交えながら具体的なノウハウを示す

⇒親は、立ち止まって子どもを観察する習慣を身
につける

⇒行動の意味、導き方、発達の見通し、コミュニ
ケーションの取り方を学ぶ

26

英国における家族支援
Sure Start Centre

• 英国、2000年から子どもや家庭に関する取組

→Sure Start Programの開始

・2004年、英国全土約500か所で実施

アウトリーチ(Out Reach)
→利用者の住んでいる地域でサービスを提供する
出前型のサービス提供方式

ホームビジティング(Home Visiting)
→家庭の中に一定時間滞在してサービスを提供す
る家庭滞在型のサービス提供方式
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英国：教育におけるSocial  justice approach

• 2000年から独自の教育政策（Newdeal）が始まる。

• すべての子どもにメインストリームが原則化、ただしシ
リアス（重度）な子どもは障害児学校に通う。行動障害
の子どもの場合は、特別教育をしている。

• 障害児に関わらず、すべての子どもが必要とするニーズ
に応じて援助をする教育方針にシフトした重要な年。

• 障害児だけでなく「ソーシャルジャスティス」（社会正
義）が重要視されるようになったソーシャルジャステス
アプローチ。

• 誰もが必要とされることに応じていく。
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特別な教育的ニーズの視点

• �人要因

必要以上に原因と

結果を求めすぎる

• 環境要因

環境の改善があまり

問われていない

• 相互作用

子どもも大人も環境の一部であり、環境の使い方
が重要→環境誘因(inducement)による支援

個体要因 環境要因相互作用

特別な教育的
ニーズ

31

AEPSにおける早期療育プログラムの作成手順

• ステップ１：専門家チームによるアセスメント

• ステップ２：チームと家族でAEPSテスト、ファミリーレポー
ト等の結果を確認しIEP/IFSPのゴールを設定、優先順位を
決める

• ステップ３：定めたゴールに対応するセクションをAEPSカ
リキュラムで確認する

• ステップ４：専門家チームはプログラムプランを作成する

• ステップ５：個人、グループ活動のスケジュールを作成

• ステップ６：活動が日常生活の中で、子どもが主体となっ
て自発的に展開されるように工夫を施す

小山高慶：障害幼児教育研究室より
http://www.specialed.jp/
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AEPSの特徴(2)

• 療育プログラムを専門家と家庭が同等の立場で
参加して作成するシステム

• 乳幼児に対する米国の法律（家族参加を強く位
置づけたIFSP個別家族支援計画）により、家族
を軸とした視点

• 子どもの日々の生活における活動を主軸に展開
（遊びを基盤としたカリキュラム）

• 子どもが自然に楽しんで行う活動では自発性が
生かされ課題をやらされているという人工的、
受け身的なネガティブ要素が含まれない
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特別な教育的ニーズとは
(Special Educational Needs)

• 特別な教育的ニーズ（SEN）の登場1978年

　　イギリス：ウォーノック報告が契機
欠陥モデル、医療モデルを基礎に置く教育→教育不可能

障害の程度で教育の可能性を否定、子どもの教育機会を

二分する考え方を明確に否定（特別支援学校は必要）

• 子どもの教育の可能性の肯定、必要な支援を導く概念や
用語を模索

　　　
特別な教育的ニーズ

「障害」は、子
どもばかりに目
をむけがち

発想の転換

30

AEPS
(assessment, evaluation , and programming system for children)

• 米国、オレゴン大学のDr, Dian Brickerらによって開発さ
れた早期療育システム

• プログラム作成とサービスの展開に家族参加を基本とする

• アセスメント（査定）、インターベンション（早期療育）、
エバリュ―ション（評価）が一貫したシステム

• 包括的なアプローチによって障害を有する子どもとその家
族の生活は、よりポジティブなものになる

32

• 計画的に構成された環境のなかで子どもが遊ぶ
姿を観察し評価をおこなう

• AEPSは教育指導計画を立てるための評価の道具
として開発されているため、標準化はなされて
いない

• すなわち評価されるこどもに何ができて何がで
きないかを知り、まだできない事を指導してい
くために使用されるツールであって、こどもの
発達が遅れているかどうかを知ることはAEPSで
はできない

34

パターナリズムとマターナリズム

• 幼少期から思春期の子どもの育児をするにあたって最
も重要なことは、自立心と依存心のバランスの取れた
親子間のコミュニケーションである

• 家族関係からの切り離しの作用を持つパターナリズム
（父権主義）的なアプローチ

• 家族関係への包み込みの作用を持つマターナリズム
（母権主義）的なアプローチ

　

日本は自立(生活技能)と自律(こころ・マネージメント)
のバランスに欠ける。→ガードレール文化
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官僚主義（ビュロクラシー）の壁

安心して地域に住むという心理的地域感

専門家と行政関係者が携わるだけでは

　→連帯は生まれない

　境界領域への専門家の関与と非専門家との協働

　

役割分担重視、前例踏襲、排他的組織のシステム
の見直しとポリシーの確立

　利用型とアウトリーチ（出前）の総合的支援

37

地域支援における専門家の役割

•地域療育→療育機能＋レスパイト機能

•親のエンパメントを高める支援

•前向きな子育て支援

•専門家＋非専門家との協働

•近隣の自然な支援の高まり

•黒子としての専門家の役割

最初は、生き生きしている職員が、2-3年経つと
輝きをなくすのは何故ですか?!
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今後の地域支援に必要な機能

• 遊び・日常活動を基にしたアセスメントと評価

• 親参加のプログラムづくり

• 親支援(ポジティブ・ペアレテング)

• 在宅・家族支援(ホーム・ビジティング)

ＡＥＰＳ
ＰＡＦＴ/

PEPE/Ｔｒｉｐｌｅ Ｐ
　P

Home Start/
Sure Start

38

• 社会資源の活用ができる援助の専門性

• 専門的な実践家

• 社会的自立の前に内的自立性を重視する姿勢

• 巧みに感覚を拾いあげて言語化、認知化する

• 相手の背負う重荷を知る　

　　（「努力不足・わがまま」と切り捨てない）

• 子どもと家族の味方　

　　（好意をもって付き合う）

• 利用者を中心とした援助が生き甲斐

　　　　　専門家の専門性
日本自閉症協会会長石井哲夫
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ＪＤＤネット・副代表　山岡　修

赤

緑

青

HFA

�Ｄ

�Ｄ�Ｄ
����������

������������������

������������������������

ＪＤＤネット・副代表　山岡　修

発達障害者支援法上の発達障害

������

����

������

������
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�Ｄ �Ｄ�Ｄ
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����������
������

������

３．発達障害支援法とは
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������������������

������������������������

����������

������������・���������

障害者が制度に合わせなくてはいけない仕組み

�����ッ�����������������������
����������������

���

��������������������
���������������������

�������������������������������

ＪＤＤネット・副代表　山岡　修

　

����� �� ���Ｄ������
����� ��　 �������������������

���Ｄ�������

����� �� ���������������
　 �Ｄ���������

����� �� �����������������
　 �Ｄ����������������������

����� �� �����������������
　 ����������������

����� ��� ���・������・��������
　 ����������������

����� �� ��・����������������
　 　　

����� �� ���������������ト
　 �・�・��������

�� ������������������

��������������
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従来の特殊教育

�������������・�・�����
��������������
���������������

����������������������
���������������������

新しい特別支援教育

����������������������
���

��������������������
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５．特殊教育から特別支援教育へ転換とは？

���� �校� ��� �� �校�� ����

視覚 70 3,488 1 86.2% 83.2%
聴覚 99 6,427　 　 　
知的 490 67,271　 　 　
肢体不自由 151 13,157　 　 　
病弱 74 3,103　 　 　
聴・知 2 157 2 11.1% 14.7%
知・肢 90 13,928　 　 　
知・病 9 1,122　 　 　
肢・病 13 1,361　 　 　
知・肢・病 13 877 3 1.3% 0.8%
聴・知・肢・病 1 90 4 0.1% 0.1%
視・聴・知・肢・病 14 1,353 5 1.4% 1.2%

計 1,026 112,334　 　 　

�����校���������

����������　2008�5���

�����校����������������������142校, 13.8%）

�知的+肢体不自由����的���　�視覚��聴覚���������
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������������������

������������������������

������������
�������������������������

支援する側が障害者一人ひとりのニーズ
に合わせていく仕組み

ノンカテゴリー　
　　　　����

障害種別の壁を取り
払い「一元化」

個に応じた支援　
　　　　��������

���������

������� ����������

���・�ネ���ト

一人ひとりのニーズ
に応じた支援

不可分
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　��������������������
���������Ｄ��Ｄ�Ｄ���������
��������������������
���������������������
���������������������
���������������������
��������������������
　

����������������������������������������

��������������������

ＪＤＤネット・副代表　山岡　修 22

５．特殊教育から特別支援教育へ転換とは？

�Ｄ��Ｄ�Ｄ�����������������������

����・�・��������������������
　　������・��������������

�����������ト������������������
���������・����������������

�����������������������������

������������������ネ����������
�����������������

���������������������������
���������

�����������������

��������������(官)���������
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５．特殊教育から特別支援教育へ転換とは？
����学校��������� ������学���　2008�����

�校��������������������ネ���������中�99%��

���

������

校�

���
����

����

ネ���

���

����
����
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���

�修
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�������　�����������　

�������　
　

��������　�������・��������　

�������　

�� ��������������

25

������������
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�������の���に�����

障害児の通所支援

����に�いて、����に����をな�����

���+�������+��������の�要

放課後�の������の��実施　　
放課後において、子どもの発達に必要な訓練などを実施

�・�・����の�����発達������

�����発達������

障害児の入所支援

����に�いて、����に����をな�����
��������施�

��������施�

�・�・����の���
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�����������������
����

専門性の確保

地域間格差

施設・センターの設備・人員

実効性のある地域ネットワーク・連携の構築

•������������������������������

•�������������������������

•��������・�������������������

•�������������������������

•��������������������

•��・��・������������・�����������

•����������������������������
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����������������
����

• このような社会を作っていくこと、障害や困難のあ
る人に対して適切な支援を行うことは、国・地方公
共団体、国民の責務である。

•�����を���る��行�・����の��で
はなく、�����を��る��障害�・����
人�と�の���・�いに����る���の��
���である。

•��、障害�支援に��る����、�の���や
��を適切に����、��とや��いを�って�
���るような���を���る���ある。
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　����障害の早期発見・早期対応、相談・支援体制　

�����������������

����������������������������
��������　　　

�����������������　

�������ッ��������������

���������������������

��������

　����障害児の範囲
�����������������������

��������������

��������

��������

���+�������+�����������
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�����������������
�����

(1) 「ノンカテゴリー」「一元化」＜時代の要請＞

(2) 「アセスメント」「個に応じた支援」
�������������������������ネ���ト�　　

(3) 地域における多機関連携による支援

��������������������

�������������������

��������������������������

�������������������・����
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����������������
���� 目�����

日本中のどこに住んでいても、

障害のある全ての子どもが、

就労や自立を一つの目標とし、

乳幼児期から生涯を通じて、

一人一人のニーズに合わせた計画的かつ一貫性の
ある

家族を含めた支援を

身近な地域において受けられる社会

ＪＤＤネット・副代表　山岡　修

����������������
��������������

(1)一人ひとりのニーズに応じた支援体制の構築

• �������������������������������
������・�����������

•�����������������������ト���������
�����������������������������

•�������������・������������������
������������������������������

(2)地域の支援体制、連携体制の構築

•��������������������������

•�����������������ネ��������������
�������

•��������������������������������
��������
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����������������
��������������

(3)多層構造の人材の育成と配置

������������������

�����������������������ネ��������

�������������������������������
��ネ���

���������������������ネ���

•�����������������������������������
����������ネ�����������������

•������・��������������������������
��������������������・������

•��������������������������������
����������������
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�������������　

�������　���������������������表�

��������　�山����������������������　��

����������　 �������������������

�����������������

37

��������������������������
���������������������������
������������������������

��������������������������
�����������������

������������������������
������������������������

Nothing without us, about us!
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����������������
��������������

(4)通所・入所の一元化のための基礎整備
•������������������������　������

•��������������������

•���修����������

(5)県と市町村の役割分担の明確化、連携
•������������������������

•��������������

(6)新たな対象障害への対応
•�������修���������・��

•�����������(��・������)����������
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障害種別を越えた一元化

•����������������������

発達障害が対象に加わること

���������������������　

•����������������������������

•������������������

�　�����������������

��������������������

個々のニーズに応じた支援
•���������������ト�������������・�ネ��
�ト���������������������������

一貫性のある支援

障害児支援のパラダイム・チェンジ

•�������������������������������
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����

障害とは
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RENAIS HANAKITA

肢体不自由児通園施設から

～医療型児童発達支援センターへの方向性～

2010.02.25.全国児童発達支援協議会/全国研修会

RENAIS HANAKITA

障害児通園施設および児童デイサービス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成20年10月1日）

知的障害児通園施設　　　： 261ヶ所

肢体不自由児通園施設 　： 121ヶ所

　　　（含；肢体不自由児施設通園部 22ヶ所）

難聴幼児通園施設　　　　 ： 25ヶ所

児童デイサービス事業 ：1,539ヶ所

Ⅰ型児童デイサービス　：786ヶ所

Ⅱ型児童デイサービス　：７５３ヶ所

407ヶ所

RENAIS HANAKITA

障害児通園施設の現状

知的障害児通園施設の設置状況

知的障害児通園施設
：261ヶ所

RENAIS HANAKITA
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肢体不自由児通園施設（通園部）の設置状況

肢体不自由児通園施設（通園部）

　　　　　　　　　　：121ヶ所

RENAIS HANAKITA

Ⅰ型児童デイサービス
：786ヶ所

児童デイサービス事業 （Ⅰ型） の設置状況

RENAIS HANAKITA

障害者自立支援法における障害児支援の現状
～障害児を守る法制度の分断と混乱～

サービス
区 分

~2002年度
2003~

2005年度
2006年度~

居 宅
児童福祉法（措置）

児童福祉法（契約） 自立支援法（契約）

施 設 　　〃　　 （措置） 児童福祉法（契約）

医 療 児童福祉法（育成医療） 自立支援法

相談等 地域療育等支援ほか 同左（一般財源化） 相談支援事業ほか

注） 居宅 ： ショートステイ・デイサービス・ホームヘルプ

■ 障害のある子どもは、「障害者自立支援法」「児童福祉法」の「どちらか」で

はなく「両面」から支援されなければならない

■ 「子ども」として障害児を支援するのであれば、「契約」を前提とする障害者

自立支援法の中に取り込むことには無理がある（例：児童デイサービスの

利用に障害認定や手帳の所持を求める自治体がある）

RENAIS HANAKITA

RENAIS HANAKITA

医療型児童発達支援センターに向けた

　　肢体不自由児通園施設の現状と課題

難聴幼児通園施設の設置状況

難聴幼児通園施設
：25ヶ所

RENAIS HANAKITA

RENAIS HANAKITA

障害児通園施設の課題

障害種別に分かれていて利用しにくい
利用児の現状は「混在」

中央児童福祉審議会意見具申

　　　　　：「障害児通園施設の統合が必要（平成8年3月29日）」

「定員外」への支援ができない

「施設内」でしか支援ができない

地域偏在・地域格差
施設の増設が必要だが限界がある

既存の社会資源との協働体制ができていない

保育所（障害児保育）、保健センター、子育て支援事業

児童デイサービス事業

都道府県による重層的支援体制のイメージがない

「障害児発達支援」と「子育て支援」の分断
　　　　　⇒ 「障害児発達支援」と同時に 「子育て支援」でなければならない

RENAIS HANAKITA

障害者自立支援法の見直し規定

障害者自立支援法　（平成17年法律第123号）（抄）

（検討）

第三条　　政府は、この法律の施行後三年を目途として、この

法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施

行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施

主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害

者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。

「三年後の見直し」の課題

障害児の支援
障害者の範囲
所得保障の確保
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肢体不自由児通園施設の歴史と特徴

歴史
昭和38年：肢体不自由児施設・通園部門の設置

昭和44年：肢体不自由児通園施設の制度化

設　置　数：平成20年現在99施設

特徴と現状
「福祉施設＋医療機関」の機能をもつ医療型障害児施設

医療職、保育職など多職種の配置

児童福祉法上「肢体不自由児施設」に包含されており、職
員配置基準や給付費が「通所加算」程度に設定

療育機能
どんな障害にも早期から対応できる機能

保育・相談・リハビリテーション･診療

保育所・児童デイ・家庭などへの専門機能の提供
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障害児通園施設（事業）の職員配置状況 ①

平均定員 全体職員 直接処遇職員 保育職員

知的通園 37.6 19.35
（1.9：1）

14.05
（2.6：1）

12.27
（3.1：1）

肢体通園 35.7 22.24
（1.6：1）

16.84
（2.1：1）

7.42
（4.8：1）

難聴通園 34.2 12.96
（2.6：1）

9.47
（3.6：1）

4.07
（8.4：1）

児童デイ 17.1 5.87
（2.9：1）

4.59
（3.7：1）

4.06
（4.2：1）

（　）内は、園児あたりの職員比率

障害児に対するサービスの提供実態に関する調査研究

（平成19年3月・こども未来財団）
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肢体不自由児通園施設入園児の状況
～入園児の重度・重複化～

合併障害 人 数 割 合

知的
　障害

重度 978 46.1%

中軽度 569 26.9%

自閉性障害 105 5.0%

てんかん

コントロール
できている

331 15.6%

コントロール
できてない

299 14.1%

視覚障害 291 13.8%

聴覚障害 123 5.8%

内
部
障
害

循環器系 194 9.2%

呼
吸
器
系

人工呼吸器 11 0.5%

気管切開 78 3.7%

ネブライザー使用 81 3.8%

酸素使用 65 3.1%

吸引器使用 185 8.7%

消
化
器
系

胃ろう 102 4.8%

経管栄養 150 7.1%

誤えんが多い 100 4.7%

泌尿器系 （導尿など） 21 1.0%

その他 26 1.2%

肢体不自由児通園施設措置児の合併症の状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　 （平成20年度 56施設　総数：2,116人）

⇒ 療育や保育現場での
　　　　日常的な医療的支援を実施
⇒ 「重症心身障害児（者）通園事業」
　　　　の「幼児部分」の受託は現実的

RENAIS HANAKITA

RENAIS HANAKITA

障害児通園施設の見直しと

発達支援システムの今後

～四通園プロジェクトの提言を踏まえて～
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障害児相談支援事業の創設

都道府県が事業所指定、市町村が実施主体

個別給付（障害児相談支援給付費）

障害児支援利用計画の作成等

放課後等デイサービス事業の創設

学齢期における支援の充実：預かり＋療育機能

保育所等訪問支援事業の創設

障害児施設の専門性の地域機関への展開が可能（個別給付）

「障害児等療育支援事業（一般財源・無料）」との役割分担が課題

在園期間の延長措置の見直し

18歳以上の入所者については障害者施策（障害者自立支援法）で対応

児童福祉法の改正 ②
　　　　　　　　　　　　（平成21年3月31日・閣議決定）

障害児通園施設（事業）の職員配置状況 ②
～1施設あたりの医療職の配置状況～

医師
看護師/
保健師

PT OT ST

知的通園 0.16 0.43 0.15 0.28 0.44

肢体通園 0.86 3.50 2.35 1.48 0.98

難聴通園 0.43 ― ― ― 4.34

児童デイ 0.02 0.16 0.06 0.07 0.12

障害児に対するサービスの提供実態に関する調査研究

（平成19年3月・こども未来財団）
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肢体不自由児通園施設の現状
～実は、まだまだ受け入れ可能！～

全施設 公立公営 公立民営 民立民営

８月１日の平均措置児数 29.75 28.54 26.52 39.58

定員の充足率 78.13% 76.80% 74.16% 85.89%

１０月１日の平均措置児数 30.54 29.14 27.32 40.25

定員の充足率 80.20% 78.42% 76.40% 87.35%

肢体不自由児通園施設の措置定員充足率：平成１６年度

肢体不自由児通園施設の出席率：平成１６年１０月

全施設 公立公営 公立民営 民立民営
平均措置児数 30.54 29.14 27.32 40.25

平均利用数 14.76 14.00 13.10 16.41

利 用 率 48.33% 48.04% 47.95% 40.77%

肢体不自由児通園施設は空いている！
他障害の受け入れを含めて利用率の向上を図る必要がある

RENAIS HANAKITA

RENAIS HANAKITA

「障害児」の定義に

　　 「精神に障害のある児童（含：発達障害）」を加える

利用者負担の見直し ⇒ 応能負担が原則

実施主体を市町村に一元化

障害児通園施設（事業）を

　　　 　　「児童発達支援センター（事業）」に一元化（二種事業）

　　　　「福祉型」と「医療型」に分類

医療型児童発達支援センター（肢体不自由児通園施設）における

肢体不自由児に対する医療費

　　　　⇒ 「肢体不自由児通所医療費」

児童福祉法の改正 ①
　　　　　　　　　　　　（平成21年3月31日・閣議決定）

RENAIS HANAKITA

児童福祉法の改正 ③
　　　　　　　　　　　　（平成21年3月31日・閣議決定）

障害児入所支援
　・実施主体は都道府県
　・「福祉型」と「医療型」
　・18歳以上は障害者自立支援法

児童デイサービス

知的障害児通園施設

肢体不自由児通園施設

難聴幼児通園施設

重症心身障害児（者）通園事業
（児童部分）　＜補助事業＞

＜障害者自立支援法＞ 【市町村】

＜児童福祉法＞ 【都道府県】

障害児通所支援

　・児童発達支援センター

　　　　（福祉型・医療型）

　・放課後等デイサービス

　・保育所等訪問支援事業

＜児童福祉法＞ 【市町村】

[一元化]
⇒ 二種事業へ
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（一般型）児童発達支援センター（事業：20人以下）
職員配置　　子ども：保育職員=4：1 

　　　　　　 　 　　（+サービス管理責任者、±発達支援専門員）

　　　　　　 医療職（PT・OT・ST）等は「専門職加算」

契約定員　　一日利用定員

給　付　　　　障害児施設給付費+各種加算

医療型児童発達支援センター
　　　　　　　　← 肢体不自由児通園施設の大部分

診療所の設置　　必須 （医師・看護師の常駐）

職員配置　　通園部分 子ども:保育職員=4：1
　　　　　　 　　（+サービス管理責任者　 ±発達支援専門員）

　　　　 　 医療職（医師・看護師・PT・OT・ST等）は診療所配置

給　付　　　　障害児施設給付費+障害児施設医療費+各種加算

　　　 　　　　（各種加算のうち医療費で請求できるものは算定不可）

新たな障害児通園施設(事業)
～平成21年3月時点での四通園プロジェクトと厚労省の合意点～

RENAIS HANAKITA

都道府県域での重層的支援体制
～「地域格差」「施設間格差」の解消が課題～

都道府県域：全県的拠点施設

医療型：障害児医療の拠点機能

福祉型：発達支援、養護機能、レスパイト機能

障害保健福祉圏域：児童発達支援センター

「重度」のケースの通園療育

どんな障害の子どもも身近な通園施設を利用

市町村域：児童発達支援事業（児童デイサービス）

「密度の濃い育児指導」が必要なケースが対象

身近な地域：一般保育所における障害児保育

就労している母親への支援の充実 （重度でも受け入れる）

通園施設や拠点施設からの技術的支援を受ける

RENAIS HANAKITA

ま と め

政権移行に伴って、障害児福祉の将来像が見えにくくなってい

る．この時期にこそ、障害児支援の「あるべき姿」を積極的に

提案していくことが必要．

「発達支援機関の絶対的不足」「地域格差」「施設の専門性の

違い」などの問題の解決のために、これまで培ってきた私たち

の専門性を重層的に展開できる地域システムの構築が必要．

積極的な通園施設整備と施設機能の拡大

児童デイサービスの増設・保育所への障害児受入れ拡大が現実的

　　　 ⇒ 派遣・巡回型支援ができる制度の充実 （保育所等訪問支援事業）

入所施設-通園施設-地域機関の役割分担の明確化が必要．

　　　 ⇒ 継続的支援の基盤となる重層的支援システムの構築へ
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児童発達支援センター(事業)

児童発達支援センターのイメージ
　　　　　　　　　　　　　　　（四通園プロジェクト・案）

医療専門性 （診療機能）

　診断

　リハビリテーションなど

障害児（者）リハビリテーション料
などの医療費

基本部分 （身近な地域の通園機能）

　サービス管理責任者の配置

　保育士・指導員など 4：1の配置

　一日利用定員 10名～

　　　（20人以上の施設には施設基準・

　　　　　　　地域・家庭支援機能を義務化）

子どもの状態に合わせて各種加算

地域・家庭への支援 　

　子育て支援
　地域機関への支援
　 （巡回・訪問・施設支援）

　発達支援専門員の配置

基本部分の整備
職員配置基準の明確化

障害児施設給付費の一本化

付加部分に出来高払いによる収入
保育所等訪問支援事業

医療費
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地域における重層的・継続的発達支援システム・案
＜機能 （網かけ以外は必須機能）＞

学校・教育機関
学童保育

年齢：　０歳　　　　　　　　　　　　６歳　

地域機関への支援

地域機関への支援

地域機関への支援

第３次：都道府県域
総合発達支援機関

・肢体入所：障害児医療機能
・知的入所：発達支援, レスパイト等

医
療
支
援

療
育
支
援

家
族
支
援

地
域
支
援

人
材
養
成

・アセスメント
・個別支援計画
・サービス調整

第２次：

　障害保健福祉圏域
　児童発達支援
　　　　　　センター

療
育
支
援

家
族
支
援

地
域
支
援

人
材
育
成

医
療
支
援

・アセスメント
・個別支援計画
・サービス調整

保健センター

第１次：市町村域
児童発達支援事業
（就学前・放課後）

療
育
支
援

家
族
支
援

地
域
支
援

・個別支援計画
・サービス調整

日中一時支援

地　域
（都道府県・市町村）

保育所・幼稚園
認定こども園
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すべての障害児通園施設 （事業） は、

全国児童発達支援協議会
The Council of Developmental Support center, Japan


