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に着目
ちゃくもく

した連続性
れんぞくせい

のある指導
し ど う

・支援
し え ん
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雰囲気
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（２） 障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
お う じ た

指導
し ど う

・支援
し え ん

方法
ほうほう

の研 究
けんきゅう
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しゅうち
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こ べ つ

の指導
し ど う

計画
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そうだん
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し え ん

体制
たいせい
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ほ ご し ゃ

や学校
がっこう
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機能
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じゅうじつ

  

（２） 
）  

相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

を分かりやすく
わ か り や す く

周知
しゅうち
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かんけい
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 （４） 市民
し み ん
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第１章
だい１しょう

 特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

に係る
か か る

動向
どうこう

及び
お よ び

これまでの取組
とりくみ

 

１．国内外
こくないがい

の動向
どうこう

 

（１）教育
きょういく

基本法
き ほ ん ほ う

及び
お よ び

学校
が っ こ う

教育法
きょういくほう

の改正
か い せ い

 

    平成
へいせい

18
１８

年
ねん

12
１２

月
がつ

に教育
きょういく

基本法
き ほ ん ほ う

が約
やく

60
６０

年ぶり
ね ん ぶ り

に改正
かいせい

され、「国
くに

及び
お よ び

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害
しょうがい

のある者
もの

が、その障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応じ
お う じ

、十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受けられる
う け ら れ る

よう、教育上
きょういくじょう

必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を講じなければ
こ う じ な け れ ば

ならない」との条文
じょうぶん

が新た
あ ら た

に規定
き て い

されました。 

その後
そ の ご

、平成
へいせい

19
１９

年
ねん

に学校
がっこう

教育法
きょういくほう

が一部
い ち ぶ

改正
かいせい

され、障害
しょうがい

の種類
しゅるい

や程度
て い ど

に

応じて
お う じ て

、盲
もう

・聾
ろう

・養護
よ う ご

学校
がっこう

といった特別
とくべつ

な場
ば

で実施
じ っ し

されてきた「特殊
とくしゅ

教育
きょういく

」

から、全て
す べ て

の幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人一人
ひ と り ひ と り

の教育的
きょういくてき

ニーズに応じて
お う じ て

、弾力的
だんりょくてき

に

教育
きょういく

の場
ば

を用意
よ う い

しながら適切
てきせつ

な指導
し ど う

及び
お よ び

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行う
おこなう

「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

」への転換
てんかん

がなされました。 

 

（２）障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
か ん す る

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

 

平成
へいせい

19
１９

年
ねん

９月
９ が つ

、我が国
わ が く に

は「すべての障害者
しょうがいしゃ

によるあらゆる人権
じんけん

及び
お よ び

基本的
き ほ ん て き

自由
じ ゆ う

の完全
かんぜん

かつ平等
びょうどう

な享有
きょうゆう

を促進
そくしん

し、保護
ほ ご

し、及び
お よ び

確保
か く ほ

すること

並び
な ら び

に障害者
しょうがいしゃ

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

すること」、また個人
こ じ ん

に必要
ひつよう

な

「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

」（Reasonable Accommodation）の提供
ていきょう

や障害
しょうがい

のある者
もの

と

障害
しょうがい

のない者
もの

が共
とも

に学ぶ
ま な ぶ

仕組み
し く み

である「インクルーシブ教育
きょういく

システム」等
とう

の理念
り ね ん

を提唱
ていしょう

する「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
か ん す る

条約
じょうやく

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」という。）に署名
しょめい

し、平成
へいせい

26
２６

年
ねん

１月
１ が つ

に同条約
どうじょうやく

を批准
ひじゅん

しました。 

批准
ひじゅん

に至る
い た る

までの間
あいだ

、政府
せ い ふ

の障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の動き
う ご き

として、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

するための様々
さまざま

な国内法
こくないほう

整備
せ い び

が進められて
す す め ら れ て

きたところです。 

 

【参考
さんこう

】 

・障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

（障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の趣旨
し ゅ し

等
とう

を踏まえた
ふ ま え た

改正
かいせい

） 

・学校
がっこう

教育法
きょういくほう

施行令
せ こ う れ い

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

（就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

の仕組み
し く み

に係る
か か る

改正
かいせい

） 

・障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
お よ び

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（以
い

 
 下

した

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

」という。）や障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の  

 推進
すいしん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（以下
い 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

」という。）の制定
せいてい

 

・障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

 など 

 

（３）中 央
ちゅうおう

教育審
きょういくしん

議会
ぎ か い

 初等
しょとう

中 等
ちゅうとう

教 育
きょういく

分科会
ぶんかかい

 報告
ほうこく

 

平成
へいせい

24
２４

年
ねん

７月
７ が つ

に、中央
ちゅうおう

教育審
きょういくしん

議会
ぎ か い

初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

分科会
ぶ ん か か い

から「共生
きょうせい

社会
しゃかい
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の形成
けいせい

に向けた
む け た

インクルーシブ教育
きょういく

システム構築
こうちく

のための特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の推進
すいしん

（報告
ほうこく

）」（以下
い か

「中 教 審
ちゅうきょうしん

報告
ほうこく

」という。）が出され
だ さ れ

ました。 

この中
なか

で、「インクルーシブ教 育
きょういく

システムにおいては、同じ
お な じ

場
ば

で共
とも

に

学ぶ
ま な ぶ

ことを追求
ついきゅう

するとともに、個別
こ べ つ

の教育的
きょういくてき

ニーズのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対して
た い し て

、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を見据えて
み す え て

、その時点
じ て ん

で教育的
きょういくてき

ニーズに最も
もっとも

的確
てきかく

に応える
こ た え る

指導
し ど う

を提 供
ていきょう

できる、多様
た よ う

で柔 軟
じゅうなん

な仕組み
し く み

を整備
せ い び

すること」

などの提言
ていげん

がなされました。 

具体的
ぐ た い て き

には、就学
しゅうがく

相談
そうだん

・就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

の在り方
あ り か た

の検討
けんとう

、障 害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

が十 分
じゅうぶん

に教 育
きょういく

を受けられる
う け ら れ る

ための合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

及び
お よ び

基礎
き そ

となる環 境
かんきょう

整備
せ い び

、

多様
た よ う

な学び
ま な び

の場
ば

の整備
せ い び

と学校間
がっこうかん

連携
れんけい

の推進
すいしん

、そして特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を充実
じゅうじつ

させるための教職員
きょうしょくいん

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

等
など

、インクルーシブ教育
きょういく

システム

構築
こうちく

に向けた
む け た

体制
たいせい

整備
せ い び

の一層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

が求められて
も と め ら れ て

います。 

 

（４）障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
せ こ う

 

平成
へいせい

25
２５

年
ねん

に制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

は、障害
しょうがい

の有無
う む

によって

分け隔てられる
わ け へ だ て ら れ る

ことなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合いながら
し あ い な が ら

、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資する
し す る

ことを目的
もくてき

としています。障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第４条
だい４じょう

には、

障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として差別
さ べ つ

することの禁止
き ん し

や、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に当たって
あ た っ て

必要
ひつよう

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
はいりょ

を行う
おこなう

ことなどが規定
き て い

されていますが、このような

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

の基本
き ほ ん

原則
げんそく

を具体的
ぐたいてき

に実現
じつげん

するための法律
ほうりつ

が障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

であり、平成
へいせい

28
２８

年
ねん

４月
４ が つ

に施行
せ こ う

されました。 

「文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

所管
しょかん

事業
じぎょう

分野
ぶ ん や

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の

推進
すいしん

に関する
か ん す る

対応
たいおう

指針
し し ん

」においては、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつかい

をすることにより、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

してはならないことと

あります。また、障害者
しょうがいしゃ

から社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

とする意思
い し

の表明
ひょうめい

が

あった場合
ば あ い

には、その実施
じ っ し

に伴う
ともなう

負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないときは、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の

除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をするように努める
つ と め る

こととあり

ます（国
くに

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

及び
お よ び

国立
こくりつ

大学
だいがく

法人
ほうじん

においては、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

が義務
ぎ む

となっていることに留意
りゅうい

が必要
ひつよう

）。 

 

（５）中央
ちゅうおう

教育審
きょういくしん

議会
ぎ か い

 答申
とうしん

 

    平成
へいせい

31
３１

年
ねん

４月
４ が つ

に文部
も ん ぶ

科学
か が く

大臣
だいじん

から「新しい
あ た ら し い

時代
じ だ い

の初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

の在り
あ り

 

方
かた

」について諮問
し も ん

があり、令和
れ い わ

３年
３ ね ん

１月
１ が つ

に「「令和
れ い わ

の日本型
に ほ ん が た

学校
がっこう

教育
きょういく

」の

構築
こうちく

を目指して
め ざ し て

～全て
す べ て

の子供
こ ど も

たちの可能性
か の う せ い

を引き出す
ひ き だ す

、個別
こ べ つ

最適
さいてき

な学び
ま な び

と、

協同的
きょうどうてき

な学び
ま な び

の実現
じつげん

～」として答申
とうしん

がありました。その中
なか

で「新時代
しんじだい

の

特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の在り方
あ り か た

について」の基本的
き ほ ん て き

考え方
かんがえかた

として、 
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①   特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

は、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

も含めて
ふ く め て

、障害
しょうがい

により特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子供
こ ど も

が在籍
ざいせき

する全て
す べ て

の学校
がっこう

において実施
じ っ し

されるも

のである。 

② 特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

に関する
か ん す る

理解
り か い

や認識
にんしき

の高まり
た か ま り

、障 害
しょうがい

のある子供
こ ど も

の就学
しゅうがく

 

先決定
さきけってい

の仕組み
し く み

に関する
か ん す る

制度
せ い ど

の改正
かいせい

等
とう

により、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

しな

がら通級
つうきゅう

による指導
し ど う

を受ける児童
じ ど う

生徒
せ い と

が増加
ぞ う か

しているなど、インクルー

シブ教 育
きょういく

の理念
り ね ん

を踏まえた
ふ ま え た

特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

をめぐる 状 況
じょうきょう

が変化
へ ん か

して

いる。 

③ インクルーシブ教育
きょういく

システムの理念
り ね ん

を構築
こうちく

し、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を進展
しんてん

させていくために、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

といった、連続性
れんぞくせい

のある多様
た よ う

な学び
ま な び

の場
ば

の一層
いっそう

の充 実
じゅうじつ

・整備
せ い び

を

着 実
ちゃくじつ

に進めて
す す め て

いく必要
ひつよう

がある。 

ことが示されました
し め さ れ ま し た

。 

  具体的
ぐ た い て き

には、障害
しょうがい

のある子供
こ ど も

の学び
ま な び

の場
ば

の整備
せ い び

と機能
き の う

強化
きょうか

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を担う
に な う

教師
きょうし

の専門性
せんもんせい

の向 上
こうじょう

、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

による切れ目
き れ め

ない支援
し え ん

の

充 実
じゅうじつ

、が求められて
も と め ら れ て

います。 

 

以上
いじょう

の趣旨
し ゅ し

も十分
じゅうぶん

に踏まえた
ふ ま え た

上
うえ

で、本市
ほ ん し

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の一層
いっそう

の推進
すいしん

を

図って
は か っ て

いくことが必要
ひつよう

です。 

 

 

２．北九州市
きたきゅうしゅうし

におけるこれまでの取組
とりくみ

 

（障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

、子育て
こ そ だ て

支援
し え ん

及び
お よ び

教育
きょういく

分野
ぶ ん や

） 

 

   こうした国内外
こくないがい

の動向
どうこう

と併せて
あ わ せ て

、北九州市
きたきゅうしゅうし

においても、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

の

充 実
じゅうじつ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の推進
すいしん

を図って
は か っ て

きました。 

 

（１）保健
ほ け ん

福祉局
ふくしきょく

の取組
とりくみ

 

       障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

に係る
か か る

近年
きんねん

の市政
し せ い

運営上
うんえいじょう

の動き
う ご き

としては、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

に

基づき
も と づ き

、平成
へいせい

18
１８

年
ねん

に障害
しょうがい

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の新た
あ ら た

な基本
き ほ ん

計画
けいかく

「北九州市
きたきゅうしゅうし

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

計画
けいかく

」（平成
へいせい

18
１８

～22
２２

年度
ね ん ど

）が策定
さくてい

され、生 涯
しょうがい

を通じた
つ う じ た

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

など

を目 標
もくひょう

に、相談
そうだん

システムの構築
こうちく

や自立
じ り つ

生活
せいかつ

のための地域
ち い き

基盤
き ば ん

整備
せ い び

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

などの取組
とりくみ

が行われました
お こ な わ れ ま し た

。 

その後
そ の ご

、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

、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

の制定
せいてい

といった国
くに

の法
ほう

整備
せ い び

の動き
う ご き

を受けて
う け て

、平成
へいせい

24
２４

年
ねん

２月
２ が つ

には、「北九州市
きたきゅうしゅうし

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

計画
けいかく

」（平成
へいせい

24
２４

年度
ね ん ど

～平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

）が策定
さくてい

され、新た
あ ら た

に発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

や難病
なんびょう

の人
ひと

等
とう
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に対する
た い す る

支援
し え ん

などの取組
とりくみ

が行われました
お こ な わ れ ま し た

。さらに、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

の改正
かいせい

などを踏まえ
ふ ま え

、平成
へいせい

30
３０

年
ねん

２月
２ が つ

に新た
あ ら た

な「北九州市
きたきゅうしゅうし

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

計画
けいかく

（平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

）」が策定
さくてい

されました。これまでの計画
けいかく

に引き続き
ひ き つ づ き

「障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、すべての市民
し み ん

が、互い
た が い

の人格
じんかく

や

個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合いながら
し あ い な が ら

、安心
あんしん

していきいきと暮らす
く ら す

ことのできる共生
きょうせい

のまちづくり」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とし、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

、

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

など幅広い
はばひろい

施策
せ さ く

を推進
すいしん

しています。 

また、平成
へいせい

28
２８

年
ねん

４月
４ が つ

の障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
せ こ う

を受けて
う け て

、北九州市
きたきゅうしゅうし

で

は平成
へいせい

29
２９

年
ねん

12
１２

月
がつ

に「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくし誰
だれ

もが共
とも

に生きる
い き る

北九州市づくり
き た き ゅ う し ゅ う し づ く り

に関する
か ん す る

条 例
じょうれい

（通 称
つうしょう

：障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

条 例
じょうれい

）」を制定
せいてい

・

施行
せ こ う

し、相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

や普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

など、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

へ

向けた
む け た

取組
とりくみ

が進められて
す す め ら れ て

います。 

このうち、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

支援
し え ん

については、令和
れ い わ

元年
がんねん

９月
９ が つ

に発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

を設置
せ っ ち

するなど、ライフステージを通して
と お し て

一貫
いっかん

した支援
し え ん

を

実施
じ っ し

する体制
たいせい

の構築
こうちく

に取り組んで
と り く ん で

います。 

 

 
 

 【 「北九州市
きたきゅうしゅうし

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

計画
けいかく

」の全体
ぜんたい

概要
がいよう

 １、２、３の計画
けいかく

から構成
こうせい

 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 【横 断 的 視 点】 【基本目標】 【 分 野 】 

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
市
民
が
、
互
い
の
人 

格
や
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、
安
心
し
て
い
き
い
き
暮
ら 

す
こ
と
の
で
き
る
共
生
の
ま
ち
づ
く
り 

～
障
害
が
あ
っ
て
も
一
人
の
市
民
と
し
て
、
自
分
ら
し
く
生
活 

で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
～ 

〇
計
画
的
か
つ
実
効
性
の
あ
る
取
組
の
推
進 

〇
障
害
特
性
に
配
慮
し
た
き
め
細
か
い
支
援 

（
一
人
ひ
と
り
に
応
じ
た
個
別
的
な
支
援
） 

 

〇
当
事
者
本
位
の
総
合
的
な
支
援 

（
生
涯
を
通
じ
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
） 

 

安心して暮らすため 

の支援体制の整備 

基本目標

 

豊かな社会生活 

と自立の支援 

 

人権の尊重と 

共生社会の実現 

基本目標

基本目標

①生活の支援 ②保健・医療

の推進 ③地域包括ケアシ

ステムの構築 

④教育の振興 ⑤就労の支

援、雇用の促進及び経済的

支援の推進 ⑥芸術文化活

動・スポーツ等の振興 

⑦生活環境の整備 ⑧情報

アクセシビリティの向上 

⑨安全・安心の実現 ⑩差別

の解消、権利擁護の推進及

び虐待の防止 ⑪広報・啓発

の推進 

１．北九州市障害者計画 ２．北九州市障害福祉計画 

３．北九州市障害児福祉計画

① 障害福祉サービス等の提供により 

実現を目指すべき共生社会の姿 

（成果目標） 

② 成果目標を達成するために必要な 

障害福祉サービス等の量の見込 

（活動指標） 

③ 成果目標に資するよう地域の実情 

に応じて実施する地域生活支援事 

業に関する事項 
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（２）子ども
こ ど も

家庭局
かていきょく

の取組
とりくみ

 

    子ども
こ ど も

・子
こ

育て
そ だ て

の分野
ぶ ん や

については、次代
じ だ い

の社会
しゃかい

を担う
に な う

子ども
こ ど も

が健やか
す こ や か

に

生まれ
う ま れ

、育成
いくせい

される社会
しゃかい

の形成
けいせい

に資する
し す る

ため、平成
へいせい

15年
ねん

７月
がつ

に次
じ

世代
せ だ い

育成
いくせい

支援
し え ん

対策
たいさく

推進法
すいしんほう

が制定
せいてい

されました。また、平成
へいせい

24年
ねん

８月
がつ

には子ども
こ ど も

・子育て
こ そ だ て

支援法
し え ん ほ う

が制定
せいてい

されました。 

これらを踏まえ
ふ ま え

、「新新子ども
し ん し ん こ ど も

プラン【平成
へいせい

17
１７

～21
２１

年度
ね ん ど

】」「元気
げ ん き

発進
はっしん

！

子ども
こ ど も

プラン【平成
へいせい

22
２２

～26
２６

年度
ね ん ど

】」「元気
げ ん き

発進
はっしん

！子ども
こ ど も

プラン（第２次
だ い ２ じ

計画
けいかく

）

【平成
へいせい

27
２７

～31
３１

年度
ね ん ど

】」に次いで
つ い で

、令和元年
がんねん

11
１１

月
がつ

に「元気
げ ん き

発進
はっしん

！子ども
こ ど も

プラ

ン（第３次
だ い ３ じ

計画
けいかく

）【令和
れ い わ

２
２

～６年度
６ ね ん ど

】」を策定
さくてい

しました。 

この計画
けいかく

は、質
しつ

の高い
た か い

幼児期
よ う じ き

の学校
がっこう

教育
きょういく

や保育
ほ い く

、地域
ち い き

における子ども
こ ど も

・

子育て
こ そ だ て

支援
し え ん

を総合的
そうごうてき

に提供
ていきょう

するための「子ども
こ ど も

・子育て
こ そ だ て

支援
し え ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

」と、

母性
ぼ せ い

並び
な ら び

に乳児
にゅうじ

及び
お よ び

幼児
よ う じ

の健康
けんこう

の確保
か く ほ

及び
お よ び

増進
ぞうしん

、子ども
こ ど も

の心身
しんしん

の健やか
す こ や か

な

成 長
せいちょう

に資する
し す る

教 育
きょういく

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

等
とう

のための「次
じ

世代
せ だ い

育成
いくせい

行動
こうどう

計画
けいかく

」を包含
ほうがん

したものとなっています。 

また、第３次
だ い ３ じ

計画
けいかく

では、子ども
こ ど も

たちの未来
み ら い

を育み
はぐくみ

、みんなの笑顔
え が お

があふ

れるまち北九州
きたきゅうしゅう

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に、５つの目標
もくひょう

と15
１５

の施策
せ さ く

で構成
こうせい

しています。   

このうち、「障 害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

や発達
はったつ

の気
き

になる子ども
こ ど も

への支援
し え ん

」では、

心身
しんしん

の発達
はったつ

が気
き

になる子ども
こ ど も

の早期
そ う き

発見
はっけん

と相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

、障害
しょうがい

の

ある子ども
こ ど も

の受け入れ
う け い れ

体制
たいせい

の強化
きょうか

などを推進
すいしん

しています。 

 

 

 

【「元気
げ ん き

発信
はっしん

！子ども
こ ど も

プラン
ぷ ら ん

（第３次
だ い ３ じ

計画
けいかく

）」の全体
ぜんたい

概要
がいよう

】 

 

《目標》 《１５の施策》

①安心して子どもを生み育てられ
るまちをつくる

①母子保健の充実
②母子医療体制の維持・強化

②子どもや若者が健やかに成長す
るまちをつくる

③乳児・幼児期の教育や保育の充実
④放課後児童の健全育成
⑤地域における子どもの居場所づくり
⑥こころの教育、体験・学習機会の充実
⑦青少年の非行防止や自立・立ち直りの支援

③配慮を要する子どもや家庭を
しっかりと支えるまちをつくる

⑧社会的養護が必要な子どもへの支援
⑨児童虐待への対応
⑩障害のある子どもや発達の気になる子どもへの支援
⑪ひとり親家庭等への支援

④子育ての喜び・楽しさを得られ
るまちをつくる

⑫子育てを応援する体制づくり
⑬家庭の育児力・教育力の向上
⑭子育てと仕事との両立に向けた環境づくり

⑤子どもが安全安心に暮らせるま
ちをつくる

⑮子どもの安全を守る環境整備

基
　
本
　
理
　
念

子ども・子育て支援事業計画
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（３）教育
きょういく

委員会
い い ん か い

の取組
とりくみ

 

教育
きょういく

の分野
ぶ ん や

では、前述
ぜんじゅつ

の改正
かいせい

教育
きょういく

基本法
き ほ ん ほ う

に基づき
も と づ き

、政府
せ い ふ

に対して
た い し て

教育
きょういく

振興
しんこう

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

が義務付け
ぎ む づ け

られました。また、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
た い し て

も、この教育
きょういく

振興
しんこう

基本
き ほ ん

計画
けいかく

を参酌
さんしゃく

した上
うえ

で、その地域
ち い き

の実 情
じつじょう

に応じ
お う じ

、教 育
きょういく

の振興
しんこう

のための施策
せ さ く

に関する
か ん す る

基本的
きほんてき

な計画
けいかく

を定める
さ だ め る

ように努める
つ と め る

ことが

規定
き て い

されました。 

この教育
きょういく

基本法
き ほ ん ほ う

の改正
かいせい

以前
い ぜ ん

から、本市
ほ ん し

においては、教育
きょういく

行政
ぎょうせい

の指針
し し ん

と

して「北九州市
きたきゅうしゅうし

教育
きょういく

行政
ぎょうせい

総合
そうごう

計画
けいかく

（いきいき学び
ま な び

プラン）」（平成
へいせい

18
１８

年度
ね ん ど

～22
２２

年度
ね ん ど

）を策定
さくてい

し、子ども
こ ど も

から高齢者
こうれいしゃ

まで、全て
す べ て

の市民
し み ん

が生き生き
い き い き

と学び
ま な び

、

健やか
す こ や か

で豊か
ゆ た か

な生活
せいかつ

を送る
お く る

ことができるようにすることを目的
もくてき

とした施策
せ さ く

を展開
てんかい

してきました。 

     平成
へいせい

21
２１

年
ねん

11
１１

月
がつ

には、前 述
ぜんじゅつ

の教 育
きょういく

振興
しんこう

基本
き ほ ん

計画
けいかく

を踏まえた
ふ ま え た

「北九州市
きたきゅうしゅうし

子ども
こ ど も

の未来
み ら い

をひらく教育
きょういく

プラン」（以下
い か

「教育
きょういく

プラン」という。）を策定
さくてい

し、教育
きょういく

日本一
に ほ ん い ち

を実感
じっかん

できる環境づくり
か ん き ょ う づ く り

を基本
き ほ ん

方針
ほうしん

とした取組
とりくみ

を進め
す す め

まし

た（第１期
だ い １ き

：平成
へいせい

21
２１

年度
ね ん ど

～平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

、平成
へいせい

26
２６

年
ねん

２月中間
２がつちゅうかん

改訂
かいてい

）。 

     この成果
せ い か

と課題
か だ い

を踏まえて
ふ ま え て

、令和
れ い わ

元年
がんねん

８月
８ が つ

には、令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

までの方
ほう

向性
こうせい

を示した
し め し た

「第２期
だ い ２ き

教育
きょういく

プラン
ぷ ら ん

」を新た
あ ら た

に策定
さくてい

し、学校
がっこう

・教 職 員
きょうしょくいん

と教 育
きょういく

委員会
いいんかい

は互いに
た が い に

コミュニケーションを図り
は か り

、目 標
もくひょう

を共 有
きょうゆう

し、一体
いったい

となっ

て取組
とりくみ

を進めて
す す め て

いるところです。 

第２期
だ い ２ き

教育
きょういく

プランにおいては、「自立
じ り つ

し思いやり
お も い や り

の 心
こころ

をもつ子ども
こ ど も

」

「新た
あ ら た

な価値
か ち

創造
そうぞう

に挑戦
ちょうせん

する子ども
こ ど も

」「本市
ほ ん し

に誇りをもつ子ども
こ ど も

」を目指す
め ざ す

子ども
こ ど も

の 姿
すがた

として、12
１２

の施策
せ さ く

が示されて
し め さ れ て

います。 

そのうち、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

については、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

、

教職員
きょうしょくいん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

及び
お よ び

保護者
ほ ご し ゃ

・市民
し み ん

への理解
り か い

啓発
けいはつ

が課題
か だ い

として提起
て い き

されており、関連
かんれん

施策
せ さ く

を通じて
つ う じ て

その推進
すいしん

を図って
は か っ て

きたところです。 

 

こうした取組
とりくみ

により、東部
と う ぶ

地域
ち い き

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び

など、一定
いってい

の

改善
かいぜん

を図る
は か る

ことができたものもありますが、様々
さまざま

な教育的
きょういくてき

ニーズに対応
たいおう

す

るための相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

や「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

」等
とう

の活用
かつよう

を通じた
つ う じ た

一貫
いっかん

し

た指導
し ど う

・支援
し え ん

の在り方、障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

等
とう

については、更
さら

なる改善
かいぜん

に

向けて
む け て

取組
とりくみ

を重点的
じゅうてんてき

に進めて
す す め て

いく必要
ひつよう

があります。 
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【「第２期
だ い ２ き

北九州市
きたきゅうしゅうし

子ども
こ ど も

の未来
み ら い

をひらく教 育
きょういく

プラン」の全体
ぜんたい

概要
がいよう

】 
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第２章
だい２しょう

 北九州市
きたきゅうしゅうし

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の現 状
げんじょう

と課題
か だ い

 

１．北九州市
きたきゅうしゅうし

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の現 状
げんじょう

と課題
か だ い

 

北九州市
きたきゅうしゅうし

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

推進
すいしん

プラン（以下
い か

「プラン」という。）の策定後
さ く て い ご

に

おいても、北九州
きたきゅうしゅう

市内
し な い

の学校
がっこう

・園
えん

等
とう

では、特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

が必要
ひつよう

と

思われる
お も わ れ る

幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の数
かず

や就 学
しゅうがく

相談
そうだん

等
とう

の件数
けんすう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

が続いて
つ づ い て

います。

また、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に係る
か か る

国内外
こくないがい

の動向
どうこう

を踏まえて
ふ ま え て

、本市
ほ ん し

においても特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

に対する
た い す る

意識
い し き

が一層
いっそう

高まり
た か ま り

、よりきめ細か
こ ま か

な支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

が期待
き た い

さ

れています。これら従前
じゅうぜん

からの課題
か だ い

に対して
た い し て

は、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

などの計画的
けいかくてき

な整備
せ い び

、様々
さまざま

な研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

及び
お よ び

必要
ひつよう

な人員
じんいん

の配置
は い ち

などにより、一定
いってい

の改善
かいぜん

を

図って
は か っ て

きましたが、引き続き
ひ き つ づ き

整備
せ い び

に取り組んで
と り く ん で

いく必要
ひつよう

があります。 

さらに、１人
ひ と り

１台
１ だ い

端末
たんまつ

の整備
せ い び

によるＩＣＴの利
り

活用
かつよう

、「医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

及び
お よ び

そ

の家族
か ぞ く

に対する
た い す る

支援
し え ん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（以下
い か

「医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

支援法
しえんほう

」という。）」

の施行
せ こ う

に基づく
も と づ く

対応
たいおう

、市立
し り つ

幼稚園
ようちえん

の廃止
は い し

に伴う
ともなう

対応
たいおう

など、新た
あ ら た

な課題
か だ い

への

対応
たいおう

が急務
きゅうむ

となっています。 

将来
しょうらい

、特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子ども
こ ど も

が地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として自立
じ り つ

し、

社会
しゃかい

参加
さ ん か

していくためには、本人
ほんにん

や保護者
ほ ご し ゃ

の思い
お も い

にも十 分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

した上
うえ

で、

一人一人
ひ と り ひ と り

の教育的
きょういくてき

ニーズに応じた
お う じ た

学校
がっこう

での指導
し ど う

・支援
し え ん

等
とう

を充実
じゅうじつ

させ、様々
さまざま

な

社会
しゃかい

生活
せいかつ

能力
のうりょく

の習得
しゅうとく

につなげていくことが大切
たいせつ

です。必要
ひつよう

な指導
し ど う

・支援
し え ん

の

タイミングを逃す
の が す

ことなく、適切
てきせつ

かつ効果的
こうかてき

な支援
し え ん

につなげるための相談
そうだん

・

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

及び
お よ び

教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

が、引き続き
ひ き つ づ き

喫緊
きっきん

の課題
か だ い

となって

います。 

 

（１）就学
しゅうがく

前期
ぜ ん き

の課題
か だ い

 

    特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子ども
こ ど も

に対して
た い し て

は、周産期
しゅうさんき

からのサポート体制
たいせい

や 養育
よういく

に 不安
ふ あ ん

を 感じる
か ん じ る

保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に 寄り添って
よ り そ っ て

支えて
さ さ え て

い く た め の

仕組みづくり
し く み づ く り

が必要
ひつよう

です。   

幼稚園
ようちえん

や保育所
ほいくしょ

等
とう

ができるだけ多く
お お く

の情報
じょうほう

（幼稚園
ようちえん

幼児
よ う じ

指導
し ど う

要録
ようろく

、

保育所
ほ い く じ ょ

児童
じ ど う

保育
ほ い く

要録
ようろく

等
など

）を小学校
しょうがっこう

につなぎ、小学校
しょうがっこう

がその情報
じょうほう

を適切
てきせつ

に

活用
かつよう

して日々
ひ び

の指導
し ど う

・支援
し え ん

に生かす
い か す

など、子ども
こ ど も

一人一人
ひ と り ひ と り

の特性
とくせい

に応じた
お う じ た

指導
し ど う

・支援
し え ん

が切れ目
き れ め

なく続いて
つ づ い て

いくように引き継いで
ひ き つ い で

いくことも重要
じゅうよう

です。 

また、特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子ども
こ ど も

と他
た

の子ども
こ ど も

が共
とも

に過ごす
す ご す

ことに

より、乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

の段階
だんかい

から障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

と相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

を図って
は か っ て

いくこと

も大切
たいせつ

です。さらに、これまで特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする幼児
よ う じ

を受け入れて
う け い れ て

きた市立
し り つ

幼稚園
よ う ち え ん

の廃止
は い し

に伴う
ともなう

対応
たいおう

も必要
ひつよう

です。 
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これらの課題
か だ い

に対応
たいおう

していくためには、早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

等
とう

のための

専門
せんもん

機関
き か ん

や関係局
かんけいきょく

等
とう

との連携
れんけい

及び
お よ び

必要
ひつよう

な体制
たいせい

整備
せ い び

が欠かせない
か か せ な い

ことから、

引き続き
ひ き つ づ き

連携
れんけい

の強化
きょうか

に努める
つ と め る

とともに、指導
し ど う

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

につなげて

いくことが求められ
も と め ら れ

ています。 

 

（２）特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の課題
か だ い

 

     特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

においては、在籍者数
ざいせきしゃすう

の増加
ぞ う か

に伴う
ともなう

過密化
か み つ か

・狭隘化
きょうあいか

の解消
かいしょう

、

障害
しょうがい

の重度
じゅうど

・重複化
ちょうふくか

や多様化
た よ う か

に柔 軟
じゅうなん

に対応
たいおう

するための施設
し せ つ

整備
せ い び

を進めて
す す め て

きました。 

東部
と う ぶ

地域
ち い き

における特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

（知的
ち て き

障害
しょうがい

）の児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

の増加
ぞ う か

、病 弱
びょうじゃく

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

における障害
しょうがい

の状態像
じょうたいぞう

の変化
へ ん か

などに対して
た い し て

は、平成
へいせい

28
２８

年度
ね ん ど

に

知的
ち て き

障 害
しょうがい

及び
お よ び

病 弱
びょうじゃく

（心身症
しんしんしょう

等
など

）を対 象
たいしょう

とした門司
も じ

総合
そうごう

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と、

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

及び
お よ び

病 弱
びょうじゃく

（慢性
まんせい

疾患
しっかん

等
とう

）を対象
たいしょう

とした小倉
こ く ら

総合
そうごう

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

が

開校
かいこう

したことを受けて
う け て

、一定
いってい

の改善
かいぜん

が図られました
は か ら れ ま し た

。さらに、小倉北
こくらきた

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と北 九 州
きたきゅうしゅう

中 央
ちゅうおう

高等
こうとう

学園
がくえん

の移転
い て ん

・併置
へ い ち

による建替え
た て か え

についても、

令和
れ い わ

３年
３ ね ん

３月
３ が つ

に基本
き ほ ん

計画
けいかく

を策定
さくてい

し、整備
せ い び

が動き始めました
う ご き は じ め ま し た

。 

一方
いっぽう

、西部
せ い ぶ

地域
ち い き

では、増加
ぞ う か

傾向
けいこう

が続く
つ づ く

知的
ち て き

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の受入れ
う け い れ

に向けた
む け た

対応
たいおう

に関して
か ん し て

、小池
こ い け

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の改築
かいちく

や八幡
や は た

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の

一部
い ち ぶ

普通
ふ つ う

教 室
きょうしつ

への改 修
かいしゅう

により一定
いってい

の改善
かいぜん

が図られる
は か ら れ る

見込み
み こ み

です。 

今後
こ ん ご

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び

については、令和
れ い わ

５年
５ ね ん

４月
４ が つ

１日
１ に ち

に施行
せ こ う

さ

れる特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

設置
せ っ ち

基準
きじゅん

を踏まえて
ふ ま え て

、 状 況
じょうきょう

に応じた
お う じ た

検討
けんとう

をしていく

必要
ひつよう

があると考えて
かんがえて

います。 

 

 （３）小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

での課題
か だ い

 

小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

においては、特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

ニーズのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の増加
ぞ う か

に

伴い
ともない

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

や通 級
つうきゅう

指導
し ど う

教 室
きょうしつ

の設置
せ っ ち

を拡 充
かくじゅう

してきました。特
とく

に、

通 級
つうきゅう

による指導
し ど う

については、小学校
しょうがっこう

において「特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

」（担当者
たんとうしゃ

に

よる巡回
じゅんかい

指導
し ど う

）を全市
ぜ ん し

で展開
てんかい

するなど、多様
た よ う

な学び
ま な び

の場
ば

の整備
せ い び

を進めて
す す め て

い

ます。このことは自立
じ り つ

活動
かつどう

の指導
し ど う

の担い手
に な い て

の拡大
かくだい

にもつながるものです。 

一方
いっぽう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

への理解
り か い

の浸透
しんとう

とともに、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の教職員
きょうしょくいん

の

専門性
せんもんせい

のさらなる向上
こうじょう

に力
ちから

を入れて
い れ て

いく必要
ひつよう

があることから、教 育
きょういく

セン

ターでの研 修
けんしゅう

機会
き か い

の充 実
じゅうじつ

や、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

のセンター的
てき

機能
き の う

の活用
かつよう

促進
そくしん

、

校内
こうない

支援
し え ん

体制
たいせい

を支える
さ さ え る

役割
やくわり

を担う
に な う

専門家
せ ん も ん か

等
とう

（学習
がくしゅう

支援員
し え ん い ん

、介助員
かいじょいん

、スクー

ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等
とう

）の配置
は い ち

や派遣
は け ん

について

も、引き続き
ひ き つ づ き

充 実
じゅうじつ

させていく必要
ひつよう

があります。 

保護者
ほ ご し ゃ

、教職員
きょうしょくいん

及び
お よ び

市民
し み ん

の障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

とともに、障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

と
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障害
しょうがい

のない子ども
こ ど も

の相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そくしん

するための「交 流
こうりゅう

及び
お よ び

共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

」

についても、更
さら

なる推進
すいしん

を図って
は か っ て

いくことが必要
ひつよう

です。 

さらに、医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

支援法
し え ん ほ う

の施行
せ こ う

に伴い
ともない

、医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

やその保護者
ほ ご し ゃ

へ

の支援
し え ん

体制
たいせい

も一層
いっそう

充実
じゅうじつ

していく必要
ひつよう

があります。        

     *   中 央
ちゅうおう

教育審
きょういくしん

議会
ぎ か い

が平成
へいせい

27
２７

年
ねん

12
１２

月
がつ

に出した
だ し た

「チームとしての学校
がっこう

の在り方
あ り か た

と

今後
こ ん ご

の改善
かいぜん

方策
ほうさく

について（答申
とうしん

）」を踏まえ
ふ ま え

、平成
へいせい

29
２９

年
ねん

４月
４ が つ

に学校
がっこう

教育法
きょういくほう

施行
せ こ う

規則
き そ く

が改正
かいせい

され、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを学校
がっこう

等
とう

において必要
ひつよう

とされる標 準 的
ひょうじゅんてき

な 職
しょく

として、職務
しょくむ

内容
ないよう

等
とう

が法令上
ほうれいじょう

、明確化
めいかくか

されました。 

     また、ＧＩＧＡスクール構想
こうそう

の着 実
ちゃくじつ

な実施
じ っ し

、医療的
いりょうてき

ケアをはじめとする特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

生徒
せ い と

への対応
たいおう

が喫緊
きっきん

の課題
か だ い

となっていることを

踏まえ
ふ ま え

、学校
がっこう

の指導
し ど う

・運営
うんえい

体制
たいせい

の強化
きょうか

・充 実
じゅうじつ

を図る
は か る

ため、令和
れ い わ

３年
３ ね ん

８月
８ が つ

に学校
がっこう

教育法
きょういくほう

施行
せ こ う

規則
き そ く

が改正
かいせい

され、医療的
いりょうてき

ケア看護
か ん ご

職 員
しょくいん

、情 報
じょうほう

技術
ぎじゅつ

支援員
しえんいん

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

支援員
しえんいん

及び
お よ び

教 員
きょういん

業務
ぎょうむ

支援員
しえんいん

について、新た
あ ら た

にその名 称
めいしょう

及び
お よ び

職務
しょくむ

内容
ないよう

が規定
き て い

されました。 

【特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒数
せいとすう

（令和
れ い わ

３平成27年度
３へいせい２７ねんど

 義務
ぎ む

教 育
きょういく

段階
だんかい

）】 

特別支援学校

児童数 517人 （1.12％）

生徒数 272人 (1.20％)

計 789人 (1.15％)

小学校・中学校

児童数 1496人 (3.16％)

生徒数 639人 (2.81％)

計 2135人 (3.10％)

4881人

通級による指導 2327人

視覚障害　肢体不自由　自閉症・情緒障害 児童数 396人 (0.86％) (10.25％)

聴覚障害　病弱・身体虚弱　言語障害 生徒数 75人 (0.33％) 7208人

学習障害（LD)注意欠陥多動性障害（ADHD) 計 471人 (0.68％) (10.47％)

児童数 2472人 (5.65％)

生徒数 1341人 (6.18％)

計 3813人 （5.83％）

＊通級による指導を受けている児童生徒を除いて算出

発達障害（LD/ADHD・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒

（6.5％程度）※平成２４年に文部科学省が行った調査の結果

児童数
(10.58％)

計

生徒数全国

1.37%
（R元年度）

視覚障害　知的障害　病弱・身体虚弱
聴覚障害　肢体不自由

視覚障害　肢体不自由　自閉症・情緒障害
聴覚障害　病弱・身体虚弱
知的障害　言語障害

市立学校における

特別な支援が必要な

児童生徒数

（推計数）

全国

0.83%

全国

3.40%

特別支援学級

通常の学級

 
（参考

さんこう

）市立
し り つ

学校
がっこう

在籍者数
ざいせきしゃすう

推移
す い い

（義務
ぎ む

教 育
きょういく

段階
だんかい

） 

 平成
へいせい

15
１ ５

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

2
２

７年度
７ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

児童数
じ ど う す う

 53,271 人 48,496 人 46,140 人 

生徒数
せ い と す う

 26,081 人 24,109 人 22,701 人 

計 79,352 人 72,605 人 68,841 人 

※令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

の在籍者数
ざいせきしゃすう

は、平成
へいせい

15
１ ５

年度比
ね ん ど ひ

0
０

.87
８ ７

倍
ばい

、平成
へいせい

27
２ ７

年度
ね ん ど

の0
０

.95
９ ５

倍
ばい
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 ２．「北九州市
きたきゅうしゅうし

教 育
きょういく

大綱
たいこう

」における特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の位置付け
い ち づ け

 

平成
へいせい

27
２７

年
ねん

４月
４ が つ

に「地方
ち ほ う

教育
きょういく

行政
ぎょうせい

の組織
そ し き

及び
お よ び

運営
うんえい

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」が改正
かいせい

され

たことを受けて
う け て

、市長
しちょう

と教育
きょういく

委員会
い い ん か い

が意思
い し

疎通
そ つ う

を図る
は か る

ための「総合
そうごう

教 育
きょういく

会議
か い ぎ

」

が開かれ
ひ ら か れ

、平成
へいせい

27
２７

年
ねん

11
１１

月
がつ

に市長
しちょう

が本市
ほ ん し

の教 育
きょういく

に関する
か ん す る

「北九州市
きたきゅうしゅうし

教育
きょういく

大綱
たいこう

」

を策定
さくてい

しました。その後
そ の ご

、この大綱
たいこう

の期間
き か ん

が満了
まんりょう

したため、令和
れ い わ

元年
がんねん

５月
５ が つ

９日
９ に ち

、

北九州市
きたきゅうしゅうし

総合
そうごう

教 育
きょういく

会議
か い ぎ

において、新た
あ ら た

な教 育
きょういく

大綱
たいこう

を策定
さくてい

しました。 

新た
あ ら た

に策定
さくてい

された「北九州市
きたきゅうしゅうし

教育
きょういく

大綱
たいこう

」では、市
し

全体
ぜんたい

で子ども
こ ど も

の教育
きょういく

を

支える
さ さ え る

「５つの柱
はしら

」が示されて
し め さ れ て

おり、そのうちの一つ
ひ と つ

が「一人一人
ひ と り ひ と り

に寄り添った
よ り そ っ た

『
「

誰
だれ

一人
ひ と り

取り残さない
と り の こ さ な い

』
」

子ども
こ ど も

への支援
し え ん

」です。この中
なか

に「障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

への支援
し え ん

」 が項
こう

立て
だ て

され、前大綱
まえたいこう

に引続き
ひ き つ づ き

本市
ほ ん し

の教育
きょういく

行政
ぎょうせい

における優先
ゆうせん

課題
か だ い

の一つ
ひ と つ

として位置付けられ
い ち づ け ら れ

ました。 
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３．ＳＤＧｓと特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の関係
かんけい

 

（１）北九州市
きたきゅうしゅうし

のＳＤＧｓ達成
たっせい

に向けた
む け た

取組
とりくみ

 

「ＳＤＧｓ」（Sustainable Development Goals：持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

）

は、「誰
だれ

一人
ひ と り

取り残さない
と り の こ さ な い

」持続
じ ぞ く

可能
か の う

で多様性
た よ う せ い

と包摂性
ほうせつせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん

の

ため、国連
こくれん

加盟
か め い

国
こく

が合意
ご う い

した2030
２０３０

年
ねん

までの17
１７

の国際
こくさい

目 標
もくひょう

です。 

ＳＤＧｓの多く
お お く

は、「北九州市
きたきゅうしゅうし

環境
かんきょう

未来
み ら い

都市
と し

」をはじめとした、これま

での本市
ほ ん し

の取組
とりくみ

と大きく
お お き く

関連
かんれん

しています。こうした本市
ほ ん し

の取組
とりくみ

は、国内外
こくないがい

で大きく
お お き く

評価
ひょうか

され、平成
へいせい

30
３０

（2018
２０１８

）年
ねん

４月
４ が つ

、ＯＥＣＤ（経済
けいざい

協 力
きょうりょく

開発
かいはつ

機構
き こ う

）

は「ＳＤＧｓ推進
すいしん

に向けた
む け た

世界
せ か い

のモデル都市
と し

」として、アジア地域
ち い き

で初めて
は じ め て

、

本市
ほ ん し

を選定
せんてい

しました。 

また、平成
へいせい

30
３０

年
ねん

（2018
２０１８

）年
ねん

６月
６ が つ

、本市
ほ ん し

は国
くに

による「ＳＤＧｓ未来
み ら い

都市
と し

」

に選定
せんてい

されています。 

（２）本市
ほ ん し

学校
がっこう

教 育
きょういく

におけるＳＤＧｓへのアプローチ 

教育
きょういく

は、ＳＤＧｓの目標
もくひょう

４「質
しつ

の高い
た か い

教育
きょういく

をみんなに」として

位置付けられ
い ち づ け ら れ

、「教育
きょういく

が全て
す べ て

のＳＤＧｓの基礎
き そ

である」とも言われて
い わ れ て

いま

す。本市
ほ ん し

学校
がっこう

教育
きょういく

においては、次
つぎ

のアプローチで、目標
もくひょう

４を中心
ちゅうしん

に幅広く
は ば ひ ろ く

ＳＤＧｓ達成
たっせい

のための取組
とりくみ

を進めて
す す め て

います。 

○ ＳＤＧｓの理念
り ね ん

「誰
だれ

一人
ひ と り

取り残さない
と り の こ さ な い

」 

    「誰
だれ

一人
ひ と り

取り残さない
と り の こ さ な い

」というＳＤＧｓの理念
り ね ん

や目標
もくひょう

４「質
しつ

の高い
た か い

教育
きょういく

 

をみんなに」を実現
じつげん

するため、 

 ・特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

をはじめとした障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

への支援
し え ん

 

 ・いじめ、長期
ちょうき

欠席
けっせき

（不登校
ふ と う こ う

）等
とう

へのきめ細か
こ ま か

な対応
たいおう

 

 ・外国人
がいこくじん

・ＬＧＢＴなど、マイノリティへの適切
てきせつ

な対応
たいおう

 

などの課題
か だ い

や困難
こんなん

を抱える
か か え る

子ども
こ ど も

を取り残す
と り の こ す

ことなく、教育
きょういく

委員会
い い ん か い

・学校
がっこう

の責務
せ き む

として、学力
がくりょく

や進路
し ん ろ

を保証
ほしょう

していくことは、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の基本的
き ほ ん て き

な理念
り ね ん

と共通
きょうつう

するものです。 

 （３）北九州市
きたきゅうしゅうし

特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

推進
すいしん

プランとＳＤＧｓの関係
かんけい

 

プランの上
じょう

位
い

計画
けいかく

である「第２期
だ い ２ き

北九州市
きたきゅうしゅうし

子ども
こ ど も

の未来
み ら い

をひらく教育
きょういく

プラン」（以下
い か

「教育
きょういく

プラン」という。）では、上記
じょうき

のアプローチや市民
し み ん

総ぐるみ
そ う ぐ る み

で子ども
こ ど も

の教育
きょういく

を支える
さ さ え る

という観点
かんてん

から、教育
きょういく

プランに

盛り込んだ
も り こ ん だ

教育
きょういく

活動
かつどう

全体
ぜんたい

をＳＤＧｓに示される
し め さ れ る

17
１７

の目標
もくひょう

の視点
し て ん

から

再整理
さ い せ い り

しています。   

その中で、本プラン
ほん

はミッション１の（４）特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

を具体化
ぐ た い か

していくものとして位置付けられます
い ち づ け ら れ ま す

。 
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〇「誰一人取り残さない」という視点を持ち、課題や困難を抱える子どもを取り残す

ことなく、教育委員会・学校の責務として、学力や進路を保証していくことが重要。 

〇教育が全ての施策の基礎であることから、本計画全体を貫く目標として 

「４ 質の高い教育をみんなに」を位置づけ。 

〇市民総ぐるみで子どもの教育を支えるという観点から、本計画全体を支える目標と

して 

「１７ パートナーシップで目標を達成しよう」を位置づけ。 
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４． 外部
が い ぶ

有識者
ゆうしきしゃ

等
とう

からの意見
い け ん

 

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

では、本プラン
ほん

の策定
さくてい

に当たり
あ た り

、平成
へいせい

27
２７

年
ねん

11
１１

月
がつ

から学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

や保護者
ほ ご し ゃ

代表
だいひょう

、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・労働
ろうどう

・学校
がっこう

関係者
かんけいしゃ

から構成
こうせい

される「北九州市
きたきゅうしゅうし

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の在り
あ り

方
かた

検討
けんとう

会議
か い ぎ

」（以下
い か

「在り方
あ り か た

検討
けんとう

会議
か い ぎ

」という。）を開催
かいさい

し

ました。 

本プラン
ほん

では、策定
さくてい

後
ご

５年
５ ね ん

が経過
け い か

した時点
じ て ん

で必要
ひつよう

に応じた
お う じ た

見直し
み な お し

を行う
おこなう

こ

とが示されて
し め さ れ て

いたことから、令和
れ い わ

３年
３ ね ん

11
１１

月
がつ

には学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

、保護者
ほ ご し ゃ

代表
だいひょう

、学校
がっこう

関係者
かんけいしゃ

で構成
こうせい

される「北九州市
きたきゅうしゅうし

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

推進
すいしん

プランに係る
か か る

懇話会
こんわかい

」（以下
い か

「懇話会
こんわかい

」という。）を立ち上げました
た ち あ げ ま し た

。 

 

（１）各構成員
かくこうせいいん

からの意見
い け ん

 

      ①  在り方
あ り か た

検討
けんとう

会議
か い ぎ

（プラン策
さく

定時
て い じ

） 

各構成員
かくこうせいいん

の様々
さまざま

な経験
けいけん

や専門的
せんもんてき

な見地
け ん ち

に基づく
も と づ く

意見
い け ん

を伺う
うかがう

ことにより、

本市
ほ ん し

の特別援
とくべつえん

教育
きょういく

における課題
か だ い

を洗い出す
あ ら い だ す

とともに、中長期的
ちゅうちょうきてき

に目指す
め ざ す

方向性
ほうこうせい

について検討
けんとう

してきました。   

各構成員
かくこうせいいん

からは、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び

、施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の充実
じゅうじつ

、相談
そうだん

機能
き の う

の在り方
あ り か た

、十分
じゅうぶん

な人材
じんざい

の確保
か く ほ

、教職員
きょうしょくいん

の研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

や専門性
せんもんせい

の

向上
こうじょう

、教職員
きょうしょくいん

や保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に対する
た い す る

サポート体制
たいせい

の在り方
あ り か た

、医療
いりょう

・保健
ほ け ん

・

福祉
ふ く し

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

（以下
い か

「関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

」という。）同士
ど う し

の連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

、

企業
きぎょう

の障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

に向けた
む け た

効果的
こ う か て き

なアプローチ手法
しゅほう

の検討
けんとう

、早期
そ う き

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

、義務
ぎ む

教育
きょういく

終了後
しゅうりょうご

の支援
し え ん

継続
けいぞく

の必要性
ひつようせい

、障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

等
とう

について意見
い け ん

が出され
だ さ れ

ました。 

  ②  懇話会
こ ん わ か い

（プラン見直し時
み な お し じ

） 

     特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

生徒
せ い と

の増加
ぞ う か

や就学
しゅうがく

相談
そうだん

等
とう

の件数
けんすう

の増加
ぞ う か

、

教員
きょういん

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関する
か ん す る

専門性
せんもんせい

の向 上
こうじょう

といった引き続き
ひ き つ づ き

の課題
か だ い

、

並び
な ら び

に医療的
いりょうてき

ケア児
じ

が地域
ち い き

の 小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

への就 学
しゅうがく

するケース
け ー す

への対応
たいおう

、

１人
ひ と り

１台
１ だ い

端末
たんまつ

の整備
せ い び

に伴う
ともなう

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関する
か ん す る

ＩＣＴ活用
かつよう

の推進
すいしん

、さ

らには市立
し り つ

幼稚園
よ う ち え ん

の廃止
は い し

に伴う
ともなう

就学
しゅうがく

前期
ぜ ん き

の早期
そ う き

支援
し え ん

などの新た
あ ら た

な課題
か だ い

を踏まえて
ふ ま え て

、現行
げんこう

のプラン改訂
かいてい

の方向性
ほうこうせい

について検討
けんとう

しました。 

     構成員
こうせいいん

からは、教育
きょういく

と福祉
ふ く し

（学校
がっこう

と放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス等
とう

）の連携
れんけい

強化
きょうか

、学習
がくしゅう

支援
し え ん

や就労
しゅうろう

指導
し ど う

に係る
か か る

ＩＣＴの利
り

活用
かつよう

の推進
すいしん

、法
ほう

の制定
せいてい

を

踏まえた
ふ ま え た

医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

に対する
た い す る

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

、利用
り よ う

する者
もの

にとって

分かりやすい
わ か り や す い

相談
そうだん

窓口
まどぐち

に関する
か ん す る

情報
じょうほう

の集約
しゅうやく

、障害
しょうがい

特性
とくせい

の早期
そ う き

発見
はっけん

につ

ながる取組
とりくみ

、教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

のための研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

、プランの評価
ひょうか

の

在り方
あ り か た

などについて、意見
い け ん

や提案
ていあん

が出されました
だ さ れ ま し た

。 
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（２）企業
きぎょう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

コーディネーター及び
お よ び

保護者向け
ほ ご し ゃ む け

アンケート調査
ちょうさ

 

また、現行
げんこう

のプランの策定
さくてい

に先駆けて
さ き が け て

、約
やく

800
８００

社
しゃ

の企業
きぎょう

（北九州市
きたきゅうしゅうし

及び
お よ び

周辺
しゅうへん

市町
しちょう

にある従業員
じゅうぎょういん

50
５０

人
にん

以上
いじょう

の企業
きぎょう

）、各校
かくこう

・園
えん

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター約
やく

300
３００

名
めい

、そして約
やく

3
３

,000
０００

名
めい

の保護者
ほ ご し ゃ

を対象
たいしょう

とした

アンケート調査
ちょうさ

も実施
じ っ し

しました。 

企業向け
き ぎ ょ う む け

アンケートでは、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

制度
せ い ど

等
とう

の周知
しゅうち

も含めた
ふ く め た

企業
きぎょう

への

情報
じょうほう

発信
はっしん

の在り方
あ り か た

が課題
か だ い

の一つ
ひ と つ

として明らか
あ き ら か

となりました。 

     特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター向け
        む け

アンケートでは、他
た

の教職員
きょうしょくいん

の

意識
い し き

、子ども
こ ど も

の障害
しょうがい

特性
とくせい

の見極め
み き わ め

、通常
つうじょう

の学 級
がっきゅう

の担任
たんにん

や保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

への

助言
じょげん

の在り方
あ り か た

等
とう

が課題
か だ い

として挙がって
あ が っ て

おり、人員
じんいん

配置
は い ち

や校内
こうない

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

、教職員
きょうしょくいん

の研修
けんしゅう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

等
とう

を期待
き た い

したいとの回答
かいとう

があり

ました。 

     また、保護者向け
ほ ご し ゃ む け

アンケートでは、相談
そうだん

窓口
まどぐち

の明確化
め い か く か

、教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

、施設
し せ つ

・設備
せ つ び

や校内
こうない

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

、人員
じんいん

配置
は い ち

の充実
じゅうじつ

、通常
つうじょう

の

学級
がっきゅう

の教職員
きょうしょくいん

や子ども
こ ど も

たちの障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

などの要望
ようぼう

が多く
お お く

あ

りました。 

 

     本プラン
ほん

は概ね
おおむね

10
１０

年後
ね ん ご

を見据えた
み す え た

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の方向性
ほうこうせい

を示す
し め す

もの

として策定
さくてい

されたものであり、見直し
み な お し

に当たって
あ た っ て

は策定後
さ く て い ご

の課題
か だ い

の変化
へ ん か

等
とう

を踏まえて
ふ ま え て

行う
おこなう

こととされています。 

今回
こんかい

の見直し
み な お し

に際して
さ い し て

は、懇話会
こ ん わ か い

においてＩＣＴの利
り

活用
かつよう

や医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

の支援
し え ん

などの新た
あ ら た

な施策
し さ く

への意見
い け ん

や要望
ようぼう

が出されました
だ さ れ ま し た

。 

一方
いっぽう

、現行
げんこう

のプラン策定後
さ く て い ご

の実績
じっせき

などから一定
いってい

の改善
かいぜん

が図られた
は か ら れ た

もの

の、特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

生徒
せ い と

の増加
ぞ う か

への対応
たいおう

や、教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

の取組
とりくみ

などは、引き続き
ひ き つ づ き

対応
たいおう

すべき課題
か だ い

として再確認
さいかくにん

しました。 

そこで、プラン見直し
み な お し

に当たって
あ た っ て

は、当初
とうしょ

のアンケート結果
け っ か

をベース

としながら、新た
あ ら た

な課題
か だ い

等
とう

への対応
たいおう

を検討
けんとう

していくこととしました。 
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第３章
だい３しょう

 「北九州市
きたきゅうしゅうし

特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

推進
すいしん

プラン」について 

１．プランの趣旨
し ゅ し

及び
お よ び

位置付け
い ち づ け

 

   子ども
こ ど も

たちが社会
しゃかい

の変化
へ ん か

に対応
たいおう

しながら自己
じ こ

の能力
のうりょく

や可能性
か の う せ い

を最大限
さいだいげん

に

発揮
は っ き

し、地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として社会
しゃかい

参加
さ ん か

していくための支援
し え ん

体制
たいせい

を整える
と と の え る

こ

とや第２章
だい２しょう

で述べた
の べ た

課題
か だ い

等
とう

を改善
かいぜん

していくため、本市
ほ ん し

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の方向
ほうこう

性
せい

を掲げた
か か げ た

現行
げんこう

プランを平成
へいせい

29
２９

年
ねん

1
１

月
がつ

に策定
さくてい

しました。 

   現行
げんこう

プランは、教育
きょういく

プランで示した
し め し た

方向性
ほうこうせい

や目標
もくひょう

をより具体化
ぐ た い か

したもの

として位置付けられて
い ち づ け ら れ て

います。 

   プラン策定後
さ く て い ご

は、「元気
げ ん き

発信
はっしん

！子ども
こ ど も

プラン（第
だい

３次
じ

計画
けいかく

）」や「北九州市
きたきゅうしゅうし

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

計画
けいかく

」等
とう

を通じて
つ う じ て

関係局
かんけいきょく

等
とう

との連携
れんけい

を図る
は か る

とともに、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

や教育
きょういく

、福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

及び
お よ び

医療
いりょう

分野
ぶ ん や

の関係者
かんけいしゃ

等
とう

により構成
こうせい

される「北九州市
きたきゅうしゅうし

特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

推進
すいしん

プラン係る
か か る

懇話会
こんわかい

」等
とう

で特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

施策
し さ く

の 状 況
じょうきょう

等
とう

を確認
かくにん

するなど、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の一層
いっそう

の推進
すいしん

につなげていきます。 

 

２．プランの期間
き か ん

 

   この計画
けいかく

の期間
き か ん

は、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

から概ね
おおむね

10
１０

年後
ね ん ご

を見据えた
み す え た

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の

目指す
め ざ す

方向性
ほうこうせい

を示します
し め し ま す

。 

また、計画
けいかく

の内容
ないよう

については、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

をめぐる国内外
こくないがい

の動向
どうこう

、課題
か だ い

の変化
へ ん か

等
とう

も考えられる
か ん が え ら れ る

ことから、５年後
５ ね ん ご

をめどに必要
ひつよう

に応じた
お う じ た

見直し
み な お し

を行う
おこなう

 

こととされていたことを踏まえ
ふ ま え

、令和
れ い わ

５年
５ ね ん

２月
２ が つ

に改訂
かいてい

を行いました
お こ な い ま し た

。 

  なお、次回
じ か い

の見直し
み な お し

時期
じ き

については、懇話会
こ ん わ か い

の意見
い け ん

も踏まえ
ふ ま え

、「第２期
だ い ２ き

北九州市
きたきゅうしゅうし

子ども
こ ど も

の未来
み ら い

をひらく教育
きょういく

プラン
ぷ ら ん

」の改定
かいてい

時期
じ き

と整合
せいごう

を図る
は か る

こと

も含めて
ふ く め て

、検討
けんとう

していくこととします。 

 

３．プランの方向性
ほうこうせい

 

   特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

は、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

などの場
ば

に限定
げんてい

して実施
じ っ し

さ

れるものではなく、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

が在籍
ざいせき

する全て
す べ て

の場
ば

において

実施
じ っ し

されるものです。そのためには、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

の実態
じったい

把握
は あ く

を適切
てきせつ

に行う
おこなう

とともに、「いつでも」「どこでも」「どの学校
がっこう

でも」「どの

教職員
きょうしょくいん

からも」一定
いってい

レベルの適切
てきせつ

かつ効果的
こ う か て き

な支援
し え ん

を受けられる
う け ら れ る

よう、

全市的
ぜ ん し て き

な体制
たいせい

を整えて
と と の え て

いくことが極めて
き わ め て

重要
じゅうよう

です。 

   平成
へいせい

20年
２０ねん

３月
３ が つ

に「子ども
こ ど も

の未来
み ら い

をひらく教育
きょういく

改革
かいかく

会議
か い ぎ

」から出された
だ さ れ た

提言
ていげん

「北九州市
きたきゅうしゅうし

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

に向けて
む け て

」においても、「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

は、
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障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

だけの問題
もんだい

ではない、障害
しょうがい

のない子ども
こ ど も

も含めて
ふ く め て

、すべ

ての子ども
こ ど も

がそれぞれのニーズに応じて
お う じ て

、きめ細か
こ ま か

な指導
し ど う

、成長
せいちょう

を

伝えられる
つ た え ら れ る

のが市民
し み ん

の願い
ね が い

である。そして、そのことが市民
し み ん

全体
ぜんたい

で共有
きょうゆう

すべ

き目標
もくひょう

のイメージである」と言及
げんきゅう

されています。 

   つまり、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

たちへの指導
し ど う

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

が、ひい

ては北九州市
きたきゅうしゅうし

全体
ぜんたい

の教育
きょういく

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

につながっていくことが期待
き た い

されています。同趣旨
ど う し ゅ し

のことが、令和
れ い わ

３年
３ ね ん

１月
１ が つ

の中
ちゅう

央
おう

教育審
きょういくしん

議会
ぎ か い

の答申
とうしん

に

おいても掲げられて
か か げ ら れ て

います。 

  以上
いじょう

のことから、本市
ほ ん し

においては、学校
がっこう

教 育 法
きょういくほう

や障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

、

障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消 法
かいしょうほう

などの関係
かんけい

法令
ほうれい

の趣旨
し ゅ し

や「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
か ん す る

北九州市
きたきゅうしゅうし

立
りつ

学校
がっこう

・園
えん

教職員向け
きょうしょくいんむけ

ガイドライン」の内容
ないよう

等
とう

を十分
じゅうぶん

に踏まえた
ふ ま え た

上
うえ

で、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

と他
た

の子ども
こ ど も

が共
とも

に

育ち合う
そ だ ち あ う

教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

、通常
つうじょう

のカリキュラムにおける個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

の充実
じゅうじつ

、

専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

、人材
じんざい

の育成
いくせい

、外部
が い ぶ

人材
じんざい

等
とう

の活用
かつよう

等
とう

に取り組み
と り く み

、

インクルーシブ教育
きょういく

システムの構築
こうちく

に結び付けて
む す び つ け て

いきます。 

   こうした取組
とりくみ

を基盤
き ば ん

として、個々
こ こ

の学び
ま な び

の場
ば

において、子ども
こ ど も

たちの

可能性
か の う せ い

を生かす
い か す

・引き出す
ひ き だ す

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

や子ども
こ ど も

たちの「わかる」・「でき

る」喜び
よろこび

の実感
じっかん

につなげ、子ども
こ ど も

たちの「生きる
い き る

力
ちから

」の育成
いくせい

につなげていき

ます。 

   また、子ども
こ ど も

たちや保護者
ほ ご し ゃ

、市民
し み ん

に対して
た い し て

、互い
た が い

の人格
じんかく

や多様性
た よ う せ い

、個性
こ せ い

を

尊重
そんちょう

することの大切さ
た い せ つ さ

を伝え
つ た え

、障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

を促進
そくしん

し、誰
だれ

もが学びやすく
ま な び や す く

、

生活
せいかつ

しやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

していくことにより、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

に

結び付けて
む す び つ け て

いきたいと考えて
か ん が え て

います。 

 

４．「５つの視点
し て ん

」 

   今後
こ ん ご

の取組
とりくみ

の中核
ちゅうかく

として、大きく
お お き く

「５
いつ

つの視点
し て ん

」を設定
せってい

して、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

を図って
は か っ て

いきます。この「５
いつ

つの視点
し て ん

」を踏まえた
ふ ま え た

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の

在り方
あ り か た

については、第４章
だい４しょう

で詳しく
く わ し く

説明
せつめい

します。 

 

 

 【５つの視点
し て ん

】 

（１）一人一人
ひ と り ひ と り

に着目
ちゃくもく

した連続性
れんぞくせい

のある指導
し ど う

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

   （子ども
こ ど も

たちへの支援
し え ん

の在り方
あ り か た

等
など

） 

① 通常
つうじょう

のカリキュラムの中
なか

でできる個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

や支援
し え ん

を求めやすい
も と め や す い

雰囲気づくり
ふ ん い き づ く り

などの工夫
く ふ う
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② 障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
お う じ た

指導
し ど う

・支援
し え ん

方法
ほうほう

の研究
けんきゅう

・周知
しゅうち

 

③「個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

」、「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

」及び
お よ び

「移行
い こ う

支援
し え ん

計画
けいかく

」の 

作成
さくせい

・活用
かつよう

 

④「交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

」の推進
すいしん

 

⑤ 就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

、福祉
ふ く し

等
とう

との連携
れんけい

 

 

（２）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

（保護者
ほ ご し ゃ

や学校
がっこう

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

への支援
し え ん

の在り方
あ り か た

等
とう

） 

① 関係局
かんけいきょく

・機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

強化
きょうか

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

のセンター的
     て き

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

  

② 相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

を分かりやすく
わ か り や す く

周知
しゅうち

 

③ 学校
がっこう

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

に対する
た い す る

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の理解
り か い

の推進
すいしん

 

 

（３）教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

、外部
が い ぶ

人材
じんざい

等
とう

の活用
かつよう

（専門性
せんもんせい

確保
か く ほ

の在り方
あ り か た

等
とう

） 

① 教職員
きょうしょくいん

の指導力
しどうりょく

及び
お よ び

専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

 

② 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

担当者
たんとうしゃ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター等
とう

への研修
けんしゅう

 

の充実
じゅうじつ

 

③ 専門性
せんもんせい

の継承
けいしょう

、中核
ちゅうかく

教員
きょういん

の育成
いくせい

 

④ 外部
が い ぶ

人材
じんざい

等
とう

の配置
は い ち

・活用
かつよう

、多面的
た め ん て き

な支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

（４）障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

（社会
しゃかい

への働きかけ
は た ら き か け

の在り方
あ り か た

等
とう

） 

① 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の理解
り か い

促進
そくしん

（市民
し み ん

や関係
かんけい

機関
き か ん

、教職員
きょうしょくいん

、子ども
こ ど も

たちへ  

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

） 

② 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の活動
かつどう

紹介
しょうかい

 

③「交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

」の推進
すいしん

 

④ 市民
し み ん

や企業
きぎょう

の協 力
きょうりょく

を踏まえた
ふ ま え た

教材
きょうざい

・教具
きょうぐ

・作品づくり
さ く ひ ん づ く り

など 

 

 

（５）施設
し せ つ

・設備面
せつびめん

の整備
せ い び

（多様
た よ う

な学び
ま な び

の場
ば

の整備
せ い び

の在り方
あ り か た

等
とう

） 

① 教育的
きょういくてき

ニーズ
に ー ず

に応じた
お う じ た

学校
がっこう

施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の整備
せ い び

 

② 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の対象者数
たいしょうしゃすう

の増加
ぞ う か

等
とう

への対応
たいおう
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【「５つの視点
し て ん

」を踏まえた
ふ ま え た

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

推進
すいしん

体制
たいせい

のイメージ図
    ず

】 

施設・設備面の整備 相談支援体制の
整備

一人一人に着目し
た連続性のある

指導・支援の充実

教員の専門性の向上、
外部人材等の活用

障害者理解の促進

● 全ての子どもにとって学びやすい環境づくりと授業力向上

（通常のカリキュラムの中でできる個別の配慮や「分かりやすい授業」づくり、支援を求め

やすい雰囲気のクラスづくりなどの工夫)

● 相互理解の促進 ● 学校・家庭・地域との連携

● 子どもの「サイン」に早く気付いて、早く対応

・ 家庭との連携（保護者への十分な情報提供、寄り添い等）
・ 特別支援教育や様々な教育的ニーズに関する一定の知識と理解の推進

（研修の充実） ・ 教材・教具や提示方法等の工夫
・ 十分な実態把握 ・ 専門機関等への相談

● 特別な教育的ニーズに応じた支援の実施、 教育環境の整備

・ 家庭との連携（保護者への十分な情報提供、寄り添い等）

・ 専門機関等との連携 ・ 専門性の向上（研修の充実）
・ 担当する教職員へのサポート ・ 外部専門家等の配置・活用
・ 教材、教具等の工夫 ・ 交流及び共同学習の推進
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第４章
だい４しょう

 「５つの視点
し て ん

」を踏まえた
ふ ま え た

特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の在り方
あ り か た

 
 

１．一人一人
ひ と り ひ と り

に着目
ちゃくもく

した連続性
れんぞくせい

のある指導
し ど う

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 
（子ども

こ ど も

たちへの支援
し え ん

の在り方
あ り か た

等
など

） 

主
おも

な重 点
じゅうてん

項目
こうもく

 状 況
じょうきょう

 

（１）通 常
つうじょう

のカリキュ

ラムの中
なか

でできる個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

や支援
し え ん

を

求めやすい
も と め や す い

雰囲気づくり
ふ ん い き づ く り

などの

工夫
く ふ う

 

 

（２） 障害
しょうがい

特性
とくせい

に

応じた
お う じ た

指導
し ど う

・支援
し え ん

方法
ほうほう

の研究
けんきゅう

・周知
しゅうち

 

 

（３）「個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

」、「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

」及び
お よ び

「移行
い こ う

支援
し え ん

計画
けいかく

」の作成
さくせい

・

活用
かつよう

 

 

（４）「交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

」の推進
すいしん

 

 

（５） 就労
しゅうろう

支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

、福祉
ふ く し

等
とう

との

連携
れんけい

 

 

 

私たち
わ た し た ち

の周り
ま わ り

には、学習上
がくしゅうじょう

又
また

は生活上
せいかつじょう

の様々
さまざま

な

課題
か だ い

を抱えて
か か え て

いる子ども
こ ど も

たちがいます。 

 

その背景
はいけい

として様々
さまざま

な要因
よういん

が考えられます
か ん が え ら れ ま す

が、単
たん

に

「障害
しょうがい

があるのだろう」などと決めつける
き め つ け る

のではな

く、子ども
こ ど も

たちの周辺
しゅうへん

の環境
かんきょう

（周囲
しゅうい

の大人
お と な

の子ども
こ ど も

へ

の関わり方
か か わ り か た

など）が影響
えいきょう

している場合
ば あ い

なども考慮
こうりょ

した

上
うえ

で、慎重
しんちょう

かつ丁寧
ていねい

に対応
たいおう

していくことが大切
たいせつ

です。 

 

例えば
た と え ば

、教科
きょうか

指導
し ど う

の場
ば

において子ども
こ ど も

たちが感じる
か ん じ る

諸課題
し ょ か だ い

に対して
た い し て

は、教材
きょうざい

の提示
て い じ

方法
ほうほう

等
など

を少し
す こ し

工夫
く ふ う

する

だけで困難さ
こ ん な ん さ

が解消
かいしょう

されることもあります。 

 

つまり、この例
れい

においては、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

のノウハ

ウを教科
きょうか

指導
し ど う

に生かして
い か し て

いくこと、そして教育的
きょういくてき

ニー

ズに応じた
お う じ た

支援
し え ん

を講じる
こ う じ る

ことが全て
す べ て

の子どもにとって

分かりやすい
わ か り や す い

授業づくり
じ ゅ ぎ ょ う づ く り

の実践
じっせん

につながり、学校
がっこう

全体
ぜんたい

にも好事例
こうじれい

が波及
はきゅう

することが期待
き た い

できます。 

 

また、連続性
れんぞくせい

のある指導
し ど う

・支援
し え ん

という視点
し て ん

において

は、学校間
がっこうかん

、あるいは学校
がっこう

と関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との間
あいだ

におけ

る情報
じょうほう

の引継ぎ
ひ き つ ぎ

を着実
ちゃくじつ

に行う
おこなう

ことが重要
じゅうよう

です。「個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

」や「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

」等
とう

のサポート

ツールをうまく活用
かつよう

して、切れ目
き れ め

のない支援
し え ん

の継続
けいぞく

に

つなげていく必要
ひつよう

があります。 

 

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

には、ＧＩＧＡスクール構想
こうそう

による１人
ひ と り

１台
１ だ い

端末
たんまつ

が整備
せ い び

され、ＩＣＴを活用
かつよう

した個々
こ こ

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
お う じ た

指導
し ど う

が充 実
じゅうじつ

してきました。今後
こ ん ご

は、学習
がくしゅう

指導
し ど う

や生活
せいかつ

支援
し え ん

など、様々
さまざま

な場面
ば め ん

での活用
かつよう

が期待
き た い

され
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【令和27年度北 九 州
きたきゅうしゅう

市立
し り つ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

高等部
こうとうぶ

卒業生
そつぎょうせい

（令和
れ い わ

3
３

年
ねん

3
３

月
がつ

卒 業
そつぎょう

）進路
し ん ろ

状 況
じょうきょう

】 

 

一般就業  40 人 

就労継続支援Ａ型  13 人 

就労継続支援Ｂ型  43 人 

就労移行  11 人 

自立訓練   8 人 

生活介護  36 人 

入所   6 人 

進学   0 人 

その他   4 人 

合計 161 人 

 

ています。 

 

医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

の多く
お お く

は、これまで肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

へ就学
しゅうがく

してきましたが、近年
きんねん

では小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

に就学
しゅうがく

するケースも増えて
ふ え て

きました。令和
れ い わ

３年
３ ね ん

９月
９ が つ

施行
せ こ う

の医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

支援法
し え ん ほ う

では、医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

が

保護者
ほ ご し ゃ

の付添い
つ き そ い

がなくても適切
てきせつ

な医療的
いりょうてき

ケア等
とう

が

受けられる
う け ら れ る

よう必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講じる
こ う じ る

ことが義務化
ぎ む か

され

ました。 

 

「交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

」の充実
じゅうじつ

により、障害
しょうがい

のある

子ども
こ ど も

が、地域
ち い き

の人
ひと

たちや他
た

の子ども
こ ど も

と関わる
か か わ る

機会
き か い

を

積極的
せっきょくてき

に設ける
も う け る

ことで、障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

たちの経験
けいけん

を広める
ひ ろ め る

とともに、社会性
しゃかいせい

の育成
いくせい

につなげていくこと

も大切
たいせつ

です。 

また、卒業後
そつぎょうご

の企業
きぎょう

への就労
しゅうろう

に当たって
あ た っ て

も、企業側
きぎょうがわ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を確実
かくじつ

に伝達
でんたつ

して、子ども
こ ど も

たちの就労
しゅうろう

の

定着
ていちゃく

と安定
あんてい

に向けて
む け て

配慮
はいりょ

していく必要
ひつよう

があります。 
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＜目指す
め ざ す

方向性
ほうこうせい

＞ 

（１）－１：合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の実践
じっせん

の蓄積
ちくせき

 

  「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

」の内容
ないよう

は、教育
きょういく

委員会
い い ん か い

や学校
がっこう

が本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

に対して
た い し て

十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行った
お こ な っ た

上
うえ

で、一人一人
ひ と り ひ と り

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や教育的
きょういくてき

ニーズ等
とう

を

踏まえた
ふ ま え た

建設的
けんせつてき

対話
た い わ

を重ね
か さ ね

、合意
ご う い

形成
けいせい

を図りながら
は か り な が ら

決定
けってい

されるものですが、

その実践
じっせん

を積み重ね
つ み か さ ね

、事例
じ れ い

を蓄積
ちくせき

することにより、様々
さまざま

なケースに対する
た い す る

指導
し ど う

・支援
し え ん

に応用
おうよう

していくことが可能
か の う

となります。 

  （独
どく

）国立
こくりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

総合
そうごう

研究所
けんきゅうじょ

においては、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

の協 力
きょうりょく

の下
もと

で「インクルーシブ教育
きょういく

システム構築
こうちく

データベース（通称
つうしょう

：インクルＤＢ）」

を運営
うんえい

していますが、そこには全国
ぜんこく

各地
か く ち

の「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

」の事例
じ れ い

が掲載
けいさい

され

ており、キーワードで検索
けんさく

することもできるようになっています。 

   こうした蓄積
ちくせき

された実践例
じっせんれい

や有効
ゆうこう

な支援
し え ん

ツールについては、周知
しゅうち

を工夫
く ふ う

す

るなど、引き続き
ひ き つ づ き

教職員
きょうしょくいん

に活用
かつよう

を促します
う な が し ま す

。 

 

（１）－２：研 修
けんしゅう

体制
たいせい

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

の強化
きょうか

、校内
こうない

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

たちが充実
じゅうじつ

した学校
がっこう

生活
せいかつ

を送る
お く る

ことができる

よう、教職員
きょうしょくいん

の研修
けんしゅう

体制
たいせい

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

体制
たいせい

を強化
きょうか

し、校内
こうない

支援
し え ん

体制
たいせい

の一層
いっそう

の整備
せ い び

に努めます
つ と め ま す

。 

また、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスは学校
がっこう

と共
とも

に社会
しゃかい

生活
せいかつ

の場
ば

として大きな
お お き な

役割
やくわり

を果たして
は た し て

いることから、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

への支援
し え ん

については、

保護者
ほ ご し ゃ

の同意
ど う い

のもと、学校
がっこう

と放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスが「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

」

を活用
かつよう

して情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を図る
は か る

など、連携
れんけい

を充実
じゅうじつ

させていく必要
ひつよう

があります。 

 

（１）－３：保幼
ほ よ う

小
しょう

の連携
れんけい

 

  特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

たちが小学校
しょうがっこう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に入学
にゅうがく

す

る際
さい

、幼稚園
よ う ち え ん

・保育所
ほ い く し ょ

等
とう

から必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が引き継がれる
ひ き つ が れ る

よう、相互
そ う ご

の連絡
れんらく

体制
たいせい

や情報
じょうほう

共有
きょうゆう

の機能
き の う

を高めます
た か め ま す

。 

また、幼児
よ う じ

教育
きょういく

の更
さら

なる充実
じゅうじつ

を図る
は か る

ため、幼児
よ う じ

教育
きょういく

支援員
し え ん い ん

を配置
は い ち

し、

保育所
ほ い く じ ょ

、幼稚園
よ う ち え ん

、小学校
しょうがっこう

の代表者
だいひょうしゃ

や有識者
ゆうしきしゃ

で構成
こうせい

する「保幼
ほ よ う

小連携
しょうれんけい

推進
すいしん

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

」と連携
れんけい

しながら、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との調整
ちょうせい

、保育
ほ い く

指導
し ど う

案
あん

の作成
さくせい

や

手作り
て づ く り

教材
きょうざい

等
とう

に関する
か ん す る

情報
じょうほう

発信
はっしん

、幼児
よ う じ

教育
きょういく

研修会
けんしゅうかい

の充実
じゅうじつ

などを図ります
は か り ま す

。 
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   さらに、本市
ほ ん し

の幼児
よ う じ

教育
きょういく

を推進
すいしん

するため、令和
れ い わ

５年
５ ね ん

４月
４ が つ

に教 育
きょういく

委員会内
いいんかいない

に

「幼児
よ う じ

教育
きょういく

センター」を設置
せ っ ち

します。 

 

（２）－１：子ども
こ ど も

が得意
と く い

なことを生かす
い か す

教 育
きょういく

 

  教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

たちの中
なか

にも、ある特定
とくてい

の分野
ぶ ん や

や事柄
ことがら

において

高い
た か い

能力
のうりょく

を発揮
は っ き

する子ども
こ ど も

たちがいます。 

子ども
こ ど も

が得意
と く い

とすることを生かす
い か す

教育
きょういく

の在り方
あ り か た

については、国内外
こくないがい

の

先進的
せんしんてき

な取組
とりくみ

等
とう

も踏まえた
ふ ま え た

上
うえ

で、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

のみならず、全て
す べ て

の子ども
こ ど も

たちのもてる力
ちから

を最大限
さいだいげん

に高める
た か め る

ための教育
きょういく

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

につ

なげていきます。 

 

（２）－２：特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

における読書
どくしょ

活動
かつどう

の促進
そくしん

 

  障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

たちの豊か
ゆ た か

な読書
どくしょ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に向けて
む け て

、図書室
と し ょ し つ

の整備
せ い び

や

蔵書
ぞうしょ

の充実
じゅうじつ

について配慮
はいりょ

し、子ども
こ ど も

たちが読書
どくしょ

の楽しさ
た の し さ

や喜び
よろこび

を味わう
あ じ わ う

こと

ができる環境
かんきょう

整備
せ い び

に努めて
つ と め て

いきます。 

   また、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に学校
がっこう

図書館
と し ょ か ん

職員
しょくいん

を配置
は い ち

し、学校
がっこう

図書館
と し ょ か ん

の運営
うんえい

の改善
かいぜん

や向上
こうじょう

を図り
は か り

ます。 

 

（２）－３：文化
ぶ ん か

・芸 術
げいじゅつ

、スポーツ等
とう

に接する
せ っ す る

機会
き か い

の確保
か く ほ

 

  教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

たちの中
なか

には、その特性
とくせい

等
とう

により、自分
じ ぶ ん

が

感じて
か ん じ て

いる思い
お も い

や感情
かんじょう

を言葉
こ と ば

などによって表 出
ひょうしゅつ

することが難しい
む ず か し い

場合
ば あ い

があ

ります。そのような場合
ば あ い

であっても、絵画
か い が

や音楽
おんがく

、身体
しんたい

表現
ひょうげん

等
とう

で感情
かんじょう

を豊か
ゆ た か

に表現
ひょうげん

できることがあります。 

そのため、『
「

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

』
」

の趣旨
し ゅ し

に

則り
のっとり

、障 害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

たちの個性
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

を促進
そくしん

する

ために、各学校
かくがっこう

の教 育
きょういく

活動
かつどう

全体
ぜんたい

を通じて
つ う じ て

、音楽
おんがく

や美術
びじゅつ

、工芸
こうげい

などの文化的
ぶんかてき

、

創作的
そうさくてき

な活動
かつどう

を積極的
せっきょくてき

に行う
おこなう

とともに、「ふれあいコンサート」などのアウ

トリーチ型
がた

の鑑 賞
かんしょう

教 室
きょうしつ

や、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

合同
ごうどう

作品展
さくひんてん

等
とう

での

作品
さくひん

展示
て ん じ

や鑑 賞
かんしょう

など、文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

に親しむ
し た し む

機会
き か い

を創 出
そうしゅつ

することにより、

子ども
こ ど も

たちの感受性
かんじゅせい

や表 現 力
ひょうげんりょく

、コミュニケーション能 力
のうりょく

の育成
いくせい

につなげて

いきます。 

また、障 害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

たちがスポーツに取り組む
と り く む

機会
き か い

を確保
か く ほ

することに
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より、子ども
こ ど も

たちの生きがい
い き が い

や生活
せいかつ

の質
しつ

の向 上
こうじょう

につなげていくことができる

ようにします。 

このような取組
とりくみ

に対する
た い す る

教 職 員
きょうしょくいん

や保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

の理解
り か い

を一層
いっそう

推進
すいしん

するために、

学校
がっこう

や家庭
か て い

等
など

への情 報
じょうほう

発信
はっしん

についても充 実
じゅうじつ

させていきます。 

 

（２）－４：県立
けんりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

との連携
れんけい

 

   北九州
きたきゅうしゅう

市内
し な い

には、視覚
し か く

障害
しょうがい

と聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

を対象
たいしょう

とした県立
けんりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

が２校
２ こ う

あります。両校
りょうこう

で作成
さくせい

・活用
かつよう

されている教材
きょうざい

・教具
きょうぐ

や指導
し ど う

・支援
し え ん

方法
ほうほう

の中
なか

には、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

において個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする子ども
こ ど も

たちに有効
ゆうこう

なものもあることから、県立
けんりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

との連携
れんけい

により、子ども
こ ど も

たちのニ

ーズに合わせた
あ わ せ た

支援
し え ん

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

につなげていきます。 

   また、様々
さまざま

な交流
こうりゅう

を積み重ねる
つ み か さ ね る

ことで、児童
じ ど う

生徒間
せ い と か ん

の相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

を

図り
は か り

、教員
きょういん

同士
ど う し

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

にも結び付けて
む す び つ け て

いきます。 

 

（２）－５：高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

との連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

   教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

たちの中
なか

には、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

高等部
こ う と う ぶ

に進学
しんがく

する

場合
ば あ い

もあれば、高等
こうとう

学校
がっこう

への進学
しんがく

を選択
せんたく

する場合
ば あ い

もあります。  

義務
ぎ む

教育
きょういく

段階
だんかい

での支援
し え ん

内容
ないよう

や個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

事項
じ こ う

等
とう

を進学先
しんがくさき

に適切
てきせつ

かつ正確
せいかく

に

引き継いで
ひ き つ い で

いくことができるように、高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

との連携
れんけい

体制
たいせい

を密
みつ

にし、教育
きょういく

委員会
い い ん か い

が開催
かいさい

する研修
けんしゅう

等
とう

への参加
さ ん か

を呼びかける
よ び か け る

など、一層
いっそう

の連携
れんけい

を推進
すいしん

して

いきます。 

 

（２）－６：ＩＣＴ機器
き き

等
とう

の活用
かつよう

による指導
し ど う

・支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 ① 教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

たちの学習上
がくしゅうじょう

又
また

は生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

の克服
こくふく

、

改善
かいぜん

のため支援
し え ん

ツールの一つ
ひ と つ

として、個々
こ こ

の特性
とくせい

に応じてＩＣＴを活用
かつよう

す

ることは、大変
たいへん

有効
ゆうこう

であるであると考えて
か ん が え て

います。ＩＣＴを幅広く
は ば ひ ろ く

活用
かつよう

す

るために、種々
しゅじゅ

のアプリを導入
どうにゅう

し指導
し ど う

事例
じ れ い

を蓄積
ちくせき

するなど、ＩＣＴ利
り

活用
かつよう

の促進
そくしん

を図って
は か っ て

いきます。   

 

② 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

には、ＧＩＧＡスクール構想
こうそう

により小
しょう

・中
ちゅう

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

へ

１人
ひ と り

１台
１ だ い

の端末
たんまつ

整備
せ い び

に伴い
ともない

、各学校
かくがっこう

に高速
こうそく

大容量
だいようりょう

の通信
つうしん

ネットワークの

環境
かんきょう

も整備
せ い び

されたため、学級間
がっきゅうかん

や学級
がっきゅう

と自宅
じ た く

、さらには学校間
がっこうかん

でのオン

ラインによる遠隔
えんかく

での交流
こうりゅう

活動
かつどう

が可能
か の う

となりました。集団
しゅうだん

適応
てきおう

が苦手
に が て

な
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児童
じ ど う

生徒
せ い と

が校内
こうない

のサポート室
       しつ

や自宅
じ た く

でオンライン授業
じゅぎょう

に参加
さ ん か

したり、

感染症
かんせんしょう

拡大期
か く だ い き

での学校間
がっこうかん

交流
こうりゅう

をオンラインで実施
じ っ し

したりするなど、ＩＣＴ

を活用
かつよう

した学び
ま な び

を止めない
と め な い

支援
し え ん

の在り方
あ り か た

について研究
けんきゅう

を進めて
す す め て

まいりま

す。 

 

③ １人
ひ と り

１台
１ だ い

端末
たんまつ

の整備
せ い び

等
とう

も踏まえ
ふ ま え

、ＩＣＴを活用
かつよう

した職 業
しょくぎょう

教育
きょういく

（ＩＣＴ

に関する
か ん す る

能力
のうりょく

の習得
しゅうとく

を含む
ふ く む

。）に関する
か ん す る

指導
し ど う

方法
ほうほう

や、テレワークによる

就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

について研究
けんきゅう

を進めて
す す め て

いきます。 

 

（２）－７：ＩＣＴ機器
き き

等
とう

に関する
か ん す る

教 職 員
きょうしょくいん

のノウハウの構築
こうちく

 

学校
がっこう

現場
げ ん ば

でＩＣＴ機器
き き

等
とう

を活用
かつよう

して指導
し ど う

や支援
し え ん

を行う
おこなう

場合
ば あ い

には、教職員
きょうしょくいん

が

活用
かつよう

方法
ほうほう

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

するとともに、子ども
こ ど も

たちへの効果
こ う か

を適切
てきせつ

に評価
ひょうか

する

ことが求められます
も と め ら れ ま す

。そのために、教 育
きょういく

センター等
とう

による研 修
けんしゅう

体制
たいせい

を強化
きょうか

するとともに、本市
ほ ん し

又
また

は他
た

都市
と し

における先進的
せんしんてき

な活用
かつよう

事例
じ れ い

等
とう

を収 集
しゅうしゅう

するなど、

ＩＣＴ利
り

活用
かつよう

のノウハウの蓄積
ちくせき

・共 有
きょうゆう

に努めて
つ と め て

いきます。 

 

（２）－８：医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

支援
し え ん

の体制
たいせい

構築
こうちく

 

  ①  医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

支援法
し え ん ほ う

の施行
せ こ う

に伴い
ともない

、医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

本人
ほんにん

、保護者
ほ ご し ゃ

及び
お よ び

教職員
きょうしょくいん

が安心
あんしん

して学校
がっこう

生活
せいかつ

を送れる
お く れ る

よう、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

を行う
おこなう

と

ともに、看護師
か ん ご し

の巡回
じゅんかい

や配置
は い ち

等
とう

の充実
じゅうじつ

及び
お よ び

学校
がっこう

生活
せいかつ

における環境
かんきょう

整備
せ い び

など、

必要
ひつよう

な支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努めます
つ と め ま す

。 

 

  ②  医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

を取り巻く
と り ま く

医療
いりょう

・福祉
ふ く し

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

、情報
じょうほう

共有
きょうゆう

及び
お よ び

医療的
いりょうてき

ケア支援
し え ん

に係る
か か る

計画
けいかく

立案
りつあん

を行う
おこなう

ため、専門性
せんもんせい

の高い
た か い

看護師
か ん ご し

など

必要
ひつよう

な人員
じんいん

の確保
か く ほ

を図ります
は か り ま す

。 

 

 ③ 医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

支援法
し え ん ほ う

の趣旨
し ゅ し

の一つ
ひ と つ

である「医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

が保護者
ほ ご し ゃ

の付添い
つ き そ い

がなくても適切
てきせつ

な医療的
いりょうてき

ケア等
とう

が受けられる
う け ら れ る

よう必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講じる
こ う じ る

こ

と。」を踏まえて
ふ ま え て

、学校
がっこう

生活
せいかつ

における保護者
ほ ご し ゃ

の付添い
つ き そ い

の機会
き か い

の削減
さくげん

に

努めます
つ と め ま す

。 

 

（２）－９：生命
い の ち

（いのち）の安全
あんぜん

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

性
せい

に関する
か ん す る

指導
し ど う

については、身体
しんたい

の変化
へ ん か

や性差
せ い さ

だけでなく、人間
にんげん

関係
かんけい

や性
せい

の
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多様性
たようせい

などの幅広い
はばひろい

観点
かんてん

から、 命
いのち

を大切
たいせつ

にし、自他
じ た

を尊 重
そんちょう

する態度
た い ど

を育む
はぐくむ

こ

とが大切
たいせつ

です。一方
いっぽう

、性
せい

犯罪
はんざい

・性
せい

暴 力
ぼうりょく

の増加
ぞ う か

が社会
しゃかい

問題
もんだい

となっており、教 育
きょういく

の

分野
ぶ ん や

においても、被害者
ひがいしゃ

や加害者
かがいしゃ

、傍観者
ぼうかんしゃ

にならないための取組
とりくみ

が求められて
も と め ら れ て

い

ます。 

本市
ほ ん し

では、これらの背景
はいけい

を踏まえて
ふ ま え て

、令和４年
４ ね ん

３月
３ が つ

に「生命
い の ち

（いのち）の安全
あんぜん

教 育
きょういく

 指導
し ど う

の手引き
て び き

（ver1)」を作成
さくせい

し、各学校
かくがっこう

において系統的
けいとうてき

に性
せい

に関する
か ん す る

指導
し ど う

を実践
じっせん

するよう、推進
すいしん

しています。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

で手引き
て び き

を活用
かつよう

する際
さい

には、子ども
こ ど も

の実態
じったい

によ

り指導
し ど う

内容
ないよう

や教 材
きょうざい

等
とう

を選択
せんたく

し、教科
きょうか

別
べつ

の指導
し ど う

や各教科
かくきょうか

等
とう

を合わせた
あ わ せ た

指導
し ど う

、自立
じ り つ

活動
かつどう

等
とう

において、発達
はったつ

の段階
だんかい

を考慮
こうりょ

した指導
し ど う

を重ねて
か さ ね て

いきます。 

 

（３）－１：「個別
こ べ つ

の教 育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

」等
とう

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

 

  必要
ひつよう

な指導
し ど う

・支援
し え ん

の内容
ないよう

が次
つぎ

の就学先
しゅうがくさき

や就労先
しゅうろうさき

等
とう

に確実
かくじつ

に引き継がれる
ひ き つ が れ る

よ

う、「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

」等
とう

の必要性
ひつようせい

や有効性
ゆうこうせい

について教職員
きょうしょくいん

に対する
た い す る

研修
けんしゅう

等
とう

で周知
しゅうち

します。また、その子ども
こ ど も

にとって、現時点
げ ん じ て ん

でどのような支援
し え ん

が最も
もっとも

適して
て き し て

いるかについて、保護者
ほ ご し ゃ

に対して
た い し て

教育的
きょういくてき

ニーズの変容
へんよう

も

踏まえて
ふ ま え て

適切
てきせつ

かつ十分
じゅうぶん

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

するとともに、連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

ができるよ

うにします。 

また、保護者
ほ ご し ゃ

に対して
た い し て

は、年度
ね ん ど

当初
とうしょ

の学校
がっこう

説明会
せつめいかい

時
じ

の資料
しりょう

配付
は い ふ

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育課
きょういくか

が発行
はっこう

する「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育だより
き ょ う い く だ よ り

」による周知
しゅうち

などを通じて
つ う じ て

、計画
けいかく

の

作成
さくせい

及び
お よ び

活用
かつよう

に当たって
あ た っ て

の理解
り か い

の促進
そくしん

を図ります
は か り ま す

。 

 

（４）－１：「交 流
こうりゅう

及び
お よ び

共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

」の充 実
じゅうじつ

 

   障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

たちの経験
けいけん

を増やし
ふ や し

、また、社会性
しゃかいせい

の育成
いくせい

につなげてい

くことができるよう、「交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

」の充実
じゅうじつ

を図り
は か り

ます。 

   「一時的
い ち じ て き

な交流
こうりゅう

」に終わる
お わ る

ことがないように十分
じゅうぶん

留意
りゅうい

し、様々
さまざま

な年齢層
ねんれいそう

の

地域
ち い き

の方々
かたがた

や他
た

の子ども
こ ど も

たちとの継続的
けいぞくてき

かつ密
みつ

な交流
こうりゅう

の機会
き か い

を積極的
せっきょくてき

に

設けて
も う け て

いきます。 

   個
こ

に応じた
お う じ た

適切
てきせつ

なねらいを定めた
さ だ め た

上
うえ

で、相互
そ う ご

の触れ合い
ふ れ あ い

を通じて
つ う じ て

豊か
ゆ た か

な人
にん

 

  間性
げんせい

を育む
はぐくむ

ことを目的
もくてき

とした交流
こうりゅう

の側面
そくめん

と、教科
きょうか

等
とう

のねらいの達成
たっせい

を目的
もくてき

と

する共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の側面
そくめん

を十分
じゅうぶん

に考慮
こうりょ

した計画
けいかく

を立てて
た て て

実施
じ っ し

し、得られた
え ら れ た

教育的
きょういくてき

効果
こ う か

が子ども
こ ど も

たちの生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

につながるように推進
すいしん

していき

ます。     
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（５）－１：就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

、福祉
ふ く し

等
とう

との連携
れんけい

 

 ① 就労
しゅうろう

支援
し え ん

に当たって
あ た っ て

は、進路
し ん ろ

指導
し ど う

主事
し ゅ じ

のみならず、就労
しゅうろう

支援
し え ん

コーディネ

ーター、就労
しゅうろう

支援
し え ん

アドバイザーや就労
しゅうろう

支援
し え ん

専門家
せ ん も ん か

を引き続き
ひ き つ づ き

配置
は い ち

するなど、

一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。これらの教職員
きょうしょくいん

を活用
かつよう

し、生徒
せ い と

一人一人
ひ と り ひ と り

の得意
と く い

な

ことを生かしながら
い か し な が ら

、自立
じ り つ

した社会
しゃかい

生活
せいかつ

につなげていけるよう、職場
しょくば

実習先
じっしゅうさき

や就労先
しゅうろうさき

の開拓
かいたく

等
とう

に努めます
つ と め ま す

。 

また、各学校
かくがっこう

では、就 労
しゅうろう

までの 間
あいだ

に、金銭
きんせん

管理
か ん り

や公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

、

余暇
よ か

活動
かつどう

等
とう

の基本的
きほんてき

生活
せいかつ

習 慣
しゅうかん

や技能
ぎ の う

等
とう

を身
み

に付ける
つ け る

ことができるよう、

一人一人
ひ と り ひ と り

の教育的
きょういくてき

ニーズに応じた
お う じ た

指導
し ど う

・支援
し え ん

を実践
じっせん

します。 

 

  ②  保健
ほ け ん

福祉局
ふくしきょく

や北 九 州
きたきゅうしゅう

障害者
しょうがいしゃ

しごとサポートセンター等
とう

との連携
れんけい

によ

り、障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

たちが就労
しゅうろう

した後
あと

のフォローアップの充実
じゅうじつ

を図り
は か り

ます。 

    また、受入れ
う け い れ

側
がわ

の企業
きぎょう

等
とう

に対して
た い し て

は、本人
ほんにん

や保護者
ほ ご し ゃ

の了解
りょうかい

を得た
え た

上
うえ

で

作成
さくせい

する「移行
い こ う

支援
し え ん

計画
けいかく

」等
とう

を通じて
つ う じ て

、一人一人
ひ と り ひ と り

の個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

事項
じ こ う

等
とう

に

関する
か ん す る

情報
じょうほう

を丁寧
ていねい

かつきめ細かく
き め こ ま か く

引き継いで
ひ き つ い で

いきます。 

   

③ 放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスとの連携
れんけい

や１人
ひ と り

１台
１ だ い

端末
たんまつ

の整備
せ い び

等
とう

も踏まえ
ふ ま え

、ＩＣ

Ｔを活用
かつよう

した職 業
しょくぎょう

教育
きょういく

に取り組んで
と り く ん で

いくとともに、関係
かんけい

部局
ぶきょく

や関連
かんれん

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

したＩＣＴ関連
かんれん

企業
きぎょう

への就労先
しゅうろうさき

の開拓
かいたく

を進める
す す め る

など、生徒
せ い と

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

の可能性
か の う せ い

を広げる
ひ ろ げ る

取組
とりくみ

を進めます
す す め ま す

。 

 

（５）－２：作業
さぎょう

学習
がくしゅう

プログラムの充実
じゅうじつ

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

同士
ど う し

のプログラムの相互
そ う ご

   

      活用
かつよう

 

  特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

においては、教科
きょうか

別
べつ

の指導
し ど う

と併せて
あ わ せ て

「作業
さぎょう

学習
がくしゅう

」（生徒
せ い と

の働く
はたらく

意欲
い よ く

を培い
つちかい

、将来
しょうらい

の職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

自立
じ り つ

に必要
ひつよう

な事柄
ことがら

を総合的
そうごうてき

に学習
がくしゅう

する

ために行う
おこなう

、各教科
かくきょうか

の目標
もくひょう

・内容
ないよう

を合わせた
あ わ せ た

指導
し ど う

）を実施
じ っ し

しています。 

   各学校
かくがっこう

の特色
とくしょく

や社会
しゃかい

のニーズに対応
たいおう

するために作業
さぎょう

プログラムの更新
こうしん

に

努める
つ と め る

とともに、生徒
せ い と

が社会性
しゃかいせい

や協調性
きょうちょうせい

、責任感
せきにんかん

等
とう

を着実
ちゃくじつ

に身
み

に

付けられる
つ け ら れ る

よう指導
し ど う

方法
ほうほう

を工夫
く ふ う

、改善
かいぜん

していきます。 
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≪場
ば

に応じた
お う じ た

支援
し え ん

の在り方
あ り か た

（例
れい

：義務
ぎ む

教 育
きょういく

段階
だんかい

の場合
ば あ い

）≫ 

  「一人一人
ひ と り ひ と り

に着目
ちゃくもく

した連続性
れんぞくせい

のある指導
し ど う

・支援
し え ん

」については、その子ども
こ ど も

が

置かれた
お か れ た

環境
かんきょう

や場所
ば し ょ

等
とう

によって異なる
こ と な る

ことが考えられます
か ん が え ら れ ま す

。 

  そのため、義務
ぎ む

教育
きょういく

段階
だんかい

の場合
ば あ い

を例
れい

にとり、それぞれの学校
がっこう

での指導
し ど う

・支援
し え ん

の際
さい

に留意
りゅうい

するべき点
てん

等
とう

について以下
い か

に示します
し め し ま す

。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

での支援
し え ん

の在り方
あ り か た

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の教 職 員
きょうしょくいん

は、子ども
こ ど も

たちの障害
しょうがい

の重度
じゅうど

・重複化
じゅうふくか

や多様化
た よ う か

に対応
たいおう

しながら日々
ひ び

の指導
し ど う

・支援
し え ん

を行う
おこなう

のみならず、地域
ち い き

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の核
かく

として、

地域
ち い き

の学校
がっこう

・園
えん

からの要請
ようせい

に応じて
お う じ て

指導
し ど う

・助言
じょげん

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があり、様々
さまざま

な知識
ち し き

を

身
み

に付けて
つ け て

おくことが求められて
も と め ら れ て

います。 

つまり、子ども
こ ど も

の障害
しょうがい

特性
とくせい

や教育的
きょういくてき

ニーズに適した
て き し た

教材
きょうざい

・教具
きょうぐ

を確保
か く ほ

する

こと、また、それらを効果的
こ う か て き

に活用
かつよう

して指導
し ど う

・支援
し え ん

に生かして
い か し て

いくための知見
ち け ん

を

常に
つ ね に

最新
さいしん

のものにしておく必要
ひつよう

があります。 

 教育
きょういく

委員会
い い ん か い

では、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の教 職 員
きょうしょくいん

がこうした知識
ち し き

を得る
え る

ための研修
けんしゅう

体制
たいせい

を強化
きょうか

するとともに、必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

外部
が い ぶ

専門家
せ ん も ん か

から指導
し ど う

・助言
じょげん

を得る
え る

こと

ができるような支援
し え ん

体制
たいせい

を更に
さ ら に

充実
じゅうじつ

させていきます。 

 
 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

での支援
し え ん

の在り方
あ り か た

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

は 小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の校舎内
こうしゃない

に設置
せ っ ち

されていることから、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と比較
ひ か く

しても、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

との「交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

」を円滑
えんかつ

か

つ数多く
か ず お お く

実施
じ っ し

することが期待
き た い

できます。 

 障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

と障害
しょうがい

のない子ども
こ ど も

が触れ合う
ふ れ あ う

機会
き か い

を幼少期
ようしょうき

から十分
じゅうぶん

に

確保
か く ほ

することは、双方
そうほう

の子ども
こ ど も

が豊か
ゆ た か

な 心
こころ

、社会性
しゃかいせい

、互い
た が い

を思いやる
お も い や る

気持ち
き も ち

等
とう

を

養う
やしなう

上
うえ

でも重要
じゅうよう

なことです。 

 教育
きょういく

委員会
い い ん か い

としても、「交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

」の意義
い ぎ

を各学校
かくがっこう

に対して
た い し て

引き続き
ひ き つ づ き

指導
し ど う

していくとともに、その実施
じ っ し

を推進
すいしん

し、必要
ひつよう

に応じた
お う じ た

指導
し ど う

・助言
じょげん

に

努めます
つ と め ま す

。 

一方
いっぽう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

は、「個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

」に基づいた
も と づ い た

個別
こ べ つ

の学習
がくしゅう

指導
し ど う

を行う
おこなう

場
ば

でもあります。また、「自立
じ り つ

活動
かつどう

」の指導
し ど う

では、個別
こ べ つ

や小 集 団
しょうしゅうだん

での指導
し ど う

によ

り、将来
しょうらい

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向けた
む け た

コミュニケーション能力
のうりょく

の育成
いくせい

や、社会
しゃかい

で

生活
せいかつ

する上
うえ

でのマナーやルール等
とう

に関する
か ん す る

指導
し ど う

・支援
し え ん

を行う
おこなう

ことも期待
き た い

されてい

ます。 
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特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

が、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や学校
がっこう

生活
せいかつ

の中
なか

で感じる
か ん じ る

不安
ふ あ ん

や悩み
な や み

の解消
かいしょう

につなげるためにも、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級内
がっきゅうない

での学習
がくしゅう

指導
し ど う

の時間
じ か ん

と、

通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

での交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の時間
じ か ん

が適切
てきせつ

に運用
うんよう

される必要
ひつよう

がありま

す。 

また、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の担任
たんにん

は、設置
せ っ ち

された 小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の中核
ちゅうかく

としての役割
やくわり

を果たす
は た す

ことが期待
き た い

されていることから、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に

係る
か か る

最新
さいしん

情報
じょうほう

を常に
つ ね に

得る
え る

ことができるよう、研修
けんしゅう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

はもちろん、kita

Ｑせんせいチャンネル等
とう

を活用
かつよう

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

などの体制
たいせい

を構築
こうちく

していきます。 

 
 

通級
つうきゅう

による指導
し ど う

での支援
し え ん

の在り方
あ り か た

 

 

通 級
つうきゅう

による指導
し ど う

を受ける
う け る

子ども
こ ど も

は、通 常
つうじょう

の学 級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

してほとんどの授 業
じゅぎょう

を受
う

けるとともに、障 害
しょうがい

による 学 習 上
がくしゅうじょう

又
また

は生 活 上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を改善
かいぜん

又
また

は克服
こくふく

する

ための特別
とくべつ

な指導
し ど う

（自立
じ り つ

活動
かつどう

）を通 級
つうきゅう

指導
し ど う

教 室
きょうしつ

（特別
とくべつ

支援
し え ん

教 室
きょうしつ

）にて受けて
う け て

い

ます。 

 通 級
つうきゅう

による指導
し ど う

の効果
こ う か

を高める
た か め る

ためには、通 常
つうじょう

の学 級
がっきゅう

の担任
たんにん

と通 級
つうきゅう

による

指導
し ど う

の担当者
たんとうしゃ

が連携
れんけい

して、一貫
いっかん

した指導
し ど う

や支援
し え ん

を継続
けいぞく

して行う
おこなう

必要
ひつよう

があります。

そのためには、各々
おのおの

の学び
ま な び

の場
ば

における子ども
こ ど も

に対する
た い す る

指導
し ど う

内容
ないよう

や変容
へんよう

等
とう

を随時
ず い じ

共 有
きょうゆう

するための体制
たいせい

整備
せ い び

が求められます
も と め ら れ ま す

。 

教 育
きょういく

委員会
い い ん か い

では、保護者
ほ ご し ゃ

を含む
ふ く む

関係者
かんけいしゃ

の連携
れんけい

体制
たいせい

を一層
いっそう

充 実
じゅうじつ

させるととも

に、保護者
ほ ご し ゃ

による送迎
そうげい

の負担
ふ た ん

や、子ども
こ ど も

が授 業
じゅぎょう

を抜ける
ぬ け る

ことへの心理的
し ん り て き

負担
ふ た ん

を

軽減
けいげん

することなどを目的
もくてき

として、令和元
れ い わ が ん

年度
ね ん ど

から小 学 校
しょうがくこう

にて巡 回 型
じゅんかいがた

の通 級
つうきゅう

（特別
とくべつ

支援
し え ん

教 室
きょうしつ

）をモデル的
てき

に導 入
どうにゅう

し、令和
れ い わ

3 年度
３ ね ん ど

から対 象
たいしょう

を全て
す べ て

の小 学 校
しょうがっこう

に拡 充
かくじゅう

しました。 

 この制度
せ い ど

では、通 級
つうきゅう

指導
し ど う

の担当者
たんとうしゃ

は対 象
たいしょう

となる子ども
こ ど も

の在籍校
ざいせきこう

を訪問
ほうもん

して

特別
とくべつ

な指導
し ど う

を実施
じ っ し

します。これにより、通 常
つうじょう

の学 級
がっきゅう

での学 習
がくしゅう

の様子
よ う す

の把握
は あ く

や、

担任
たんにん

や管理
か ん り

職
しょく

との情 報
じょうほう

交換
こうかん

を密
みつ

に行う
おこなう

ことが可能
か の う

となり、指導
し ど う

の効果
こ う か

も一層
いっそう

高まります
た か ま り ま す

。また、全て
す べ て

の 教 職 員
きょうしょくいん

に対して
た い し て

特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

に対する
た い す る

理解
り か い

の醸 成
じょうせい

につながることも期待
き た い

されます。 

一方
いっぽう

、中 学 校
ちゅうがっこう

では従 来 型
じゅうらいがた

の他校通級
たこうつうきゅう

を実施
じ っ し

していますが、令和元
れ い わ が ん

年度
ね ん ど

から

令和
れ い わ

2年度
２ ね ん ど

にかけて自校通級
じこうつうきゅう

のモデル校
こう

を3校
３ こ う

指定
し て い

し、遠隔
えんかく

授 業
じゅぎょう

システムを

導 入
どうにゅう

して、個別
こ べ つ

指導
し ど う

の新た
あ ら た

な取組み
と り く み

を導 入
どうにゅう

しました。令和
れ い わ

5年度
５ ね ん ど

からは、

小 学 校
しょうがっこう

での成果
せ い か

を踏まえて
ふ ま え て

、 中
ちゅう

学校
がっこう

においても巡 回 型
じゅんかいがた

の通 級
つうきゅう

（特別
とくべつ

支援
し え ん

教 室
きょうしつ

）を導 入
どうにゅう

するための準備
じゅんび

を進めて
す す め て

います。 
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通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

での支援
し え ん

の在り方
あ り か た

 

 子ども
こ ど も

たちの中
なか

には、集団
しゅうだん

の中
なか

で学ぶ
ま な ぶ

ことが苦手
に が て

だったり、ささいな音
おと

にで

も敏感
びんかん

に反応
はんのう

したり、予定
よ て い

の見通し
み と お し

が立たない
た た な い

とパニックになってしまったり

と、様々
さまざま

な特性
とくせい

の子ども
こ ど も

がいます。特
とく

に、発達
はったつ

障害
しょうがい

の場合
ば あ い

は外見
がいけん

からの判断
はんだん

が

つきにくいなどの理由
り ゆ う

から、「わがまま」「甘えて
あ ま え て

いる」などと短絡的
たんらくてき

に

結論付けられて
け つ ろ ん づ け ら れ て

しまう場合
ば あ い

も考えられます
か ん が え ら れ ま す

。 

 教 職 員
きょうしょくいん

のみならず、他
た

の子ども
こ ど も

たちも、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の必要性
ひつようせい

や障害
しょうがい

特性
とくせい

等
とう

に関する
か ん す る

基本的
き ほ ん て き

な知識
ち し き

を理解
り か い

しておけば、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

との

接し方
せ っ し か た

や関わり方
か か わ り か た

も自ず
お の ず

と変わって
か わ っ て

くるはずです。 

 小さな
ち い さ な

「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

」であっても、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

が安心
あんしん

して、

主体的
しゅたいてき

に学習
がくしゅう

できる環境づくり
か ん き ょ う づ く り

につなげていくことができます。 

 様々
さまざま

な障害
しょうがい

特性
とくせい

や教育的
きょういくてき

ニーズ等
とう

について理解
り か い

を深める
ふ か め る

ことが、誰
だれ

にとって

も暮らしやすい
く ら し や す い

社会づくり
し ゃ か い づ く り

につながることを、「学校だより
が っ こ う だ よ り

」を始め
は じ め

とする様々
さまざま

な機会
き か い

をとらえて周知
しゅうち

していくようにします。 



 
- 32 - 

 

２．相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

（保護者
ほ ご し ゃ

や学校
がっこう

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

への支援
し え ん

の在り方
あ り か た

等
とう

） 

主
おも

な重 点
じゅうてん

項目
こうもく

 状 況
じょうきょう

 

（１） 関係局
かんけいきょく

・機関
き か ん

等
とう

との

連携
れんけい

強化
きょうか

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

のセンター的
      て き

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

 

 

（ ２ ）  相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

を

分かりやすく
わ か り や す く

周知
しゅうち

 

 

（３） 学校
がっこう

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

に

対する
た い す る

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の

理解
り か い

の推進
すいしん

 

 

 市内
し な い

には総合
そうごう

療育
りょういく

センター、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

セン

ター、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

相談
そうだん

センター、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター「つばさ」、子ども
こ ど も

総合
そうごう

センターな

どの様々
さまざま

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

があります。教育
きょういく

委員会
い い ん か い

や

関係局
かんけいきょく

では、こうした機関
き か ん

のリーフレットなどを

作成
さくせい

・配付
は い ふ

し、周知
しゅうち

を図って
は か っ て

います。 

さらに、就学前
しゅうがくまえ

の特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

ニーズのある

幼児
よ う じ

や保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

を支援
し え ん

するため、新た
あ ら た

に教 育
きょういく

委員会内
いいんかいない

に幼児
よ う じ

教育
きょういく

センターを設立
せつりつ

し、組織
そ し き

体制
たいせい

の構築
こうちく

を進めて
す す め て

います。 

 

上記
じょうき

のような機関
き か ん

のほか、教育的
きょういくてき

ニーズのある

子ども
こ ど も

や保護者
ほ ご し ゃ

が学習上
がくしゅうじょう

又
また

は生活上
せいかつじょう

の心配
しんぱい

事
ごと

等
とう

の相談
そうだん

を寄せる
よ せ る

場
ば

として学校
がっこう

・園
えん

が挙げられます
あ げ ら れ ま す

。 

 市立
し り つ

の各校
かくこう

・園
えん

には、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネ

ーター（以下「コーディネーター」という。）の役割
やくわり

を担う
に な う

教職員
きょうしょくいん

が位置付けられて
い ち づ け ら れ て

おり、本人
ほんにん

と

保護者
ほ ご し ゃ

、あるいは外部
が い ぶ

から寄せられる
よ せ ら れ る

相談
そうだん

に

対して
た い し て

適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこなう

、あるいは適した
て き し た

相談
そうだん

窓口
まどぐち

にきちんとつなぐことが求められて
も と め ら れ て

いま

す。 

 

また、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

は、学校
がっこう

教育法
きょういくほう

第74条
だい７４じょう

に

基づき
も と づ き

、地域
ち い き

の学校
がっこう

・園
えん

等
とう

の要請
ようせい

に応じて
お う じ て

必要
ひつよう

な

助言
じょげん

・援助
えんじょ

を行う
おこなう

地域
ち い き

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の中核
ちゅうかく

とし

ての役割
やくわり

（以下「センター的
      て き

機能
き の う

」という。）も

担って
に な っ て

います。具体的
ぐ た い て き

な取組
とりくみ

としては、訪問
ほうもん

・来校
らいこう

相談
そうだん

の実施
じ っ し

、小中学校
しょうちゅうがっこう

への移行
い こ う

支援
し え ん

、公開
こうかい

研修会
けんしゅうかい

の開催
かいさい

、学校
がっこう

・園
えん

の研修会
けんしゅうかい

への協 力
きょうりょく

、教材
きょうざい

等
とう

の

紹介
しょうかい

や貸出し
か し だ し

、リーフレット等
とう

の情報
じょうほう

発信
はっしん

を

行って
お こ な っ て

います。 

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

に開
かい

催
さい

した懇話会
こ ん わ か い

では、平成
へいせい

27年度
２ ７ ね ん ど



 
- 33 - 

 

 

【「北 九 州 市
きたきゅうしゅうし

の特別
とくべつ

支援
しえん

教 育
きょういく

に関する
か ん す る

調査
ちょうさ

（保護者向け
ほ ご し ゃ む け

）」：利用
りよう

した相談
そうだん

機関
きかん

等
とう

】

 

に実施
じ っ し

した保護者
ほ ご し ゃ

アンケートの結果
け っ か

と同様
どうよう

に、

構成員
こうせいいん

から「分かりやすい
わ か り や す い

相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

の資料
しりょう

の

必要性
ひつようせい

」、「相談
そうだん

窓口
まどぐち

や関係
かんけい

機関
き か ん

の周知
しゅうち

の徹底
てってい

等
とう

」

などについて改善
かいぜん

を求める
も と め る

意見
い け ん

が出されました
だ さ れ ま し た

。 

 

 教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

たちに適切
てきせつ

な指導
し ど う

・

支援
し え ん

を実施
じ っ し

するためには、早期
そ う き

に課題
か だ い

を発見
はっけん

する

ことが重要
じゅうよう

であることや相談
そうだん

件数
けんすう

の増加
ぞ う か

や内容
ないよう

の

困難化
こ ん な ん か

に対応
たいおう

するためにも相談
そうだん

体制
たいせい

の改善
かいぜん

及び
お よ び

充
じゅう

 

実
じつ

を図って
は か っ て

いく必要
ひつよう

があります。 
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【「北九州市
きたきゅうしゅうし

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

に関する
か ん す る

調査
ちょうさ

（保護者向け
ほ ご し ゃ む け

）」：相談
そうだん

機関
き か ん

等
とう

を見つけやすく
み つ け や す く

するために】 
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＜目指す
め ざ す

方向性
ほうこうせい

＞ 

（１）－１：教 職 員
きょうしょくいん

の研 修
けんしゅう

体制
たいせい

の強化
きょうか

と教 職 員
きょうしょくいん

への情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

 

  保護者
ほ ご し ゃ

からの相談
そうだん

の内容
ないよう

によっては、教育学
きょういくがく

・医学
い が く

・心
しん

理学
り が く

等
とう

の専門的
せんもんてき

な

意見
い け ん

や学校
がっこう

・地域
ち い き

の状 況
じょうきょう

等
とう

も踏まえた
ふ ま え た

上
うえ

で、その時点
じ て ん

において本人
ほんにん

にとっ

て何
なに

が一番
いちばん

適切
てきせつ

な選択肢
せんたくし

であるのかを総合的
そうごうてき

に判断
はんだん

する必要
ひつよう

があります。  

   学校
がっこう

が本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

に対する
た い す る

十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

と円滑
えんかつ

な引継ぎ
ひ き つ ぎ

等
とう

を実施
じ っ し

していけるよう、研修
けんしゅう

体制
たいせい

を強化
きょうか

するとともに、各校
かくこう

・園
えん

に対して
た い し て

国内外
こくないがい

の

施策
せ さ く

の動向
どうこう

等
とう

について定期的
て い き て き

に情報
じょうほう

提 供
ていきょう

し、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

につな

げます。 

 

（１）－２：特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーターの複数
ふくすう

配置
は い ち

 

  多様化
た よ う か

する教育的
きょういくてき

ニーズや増加
ぞ う か

する相談
そうだん

件数
けんすう

等
とう

に対応
たいおう

するため、また、

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の中核
ちゅうかく

となる教員
きょういん

の育成
いくせい

につなげていくため、各校
かくこう

・園
えん

への

コーディネーターの複数
ふくすう

配置
は い ち

を引き続き
ひ き つ づ き

推進
すいしん

していきます。 

学校間
がっこうかん

、あるいは学校
がっこう

と専門
せんもん

機関
き か ん

等
とう

との円滑
えんかつ

な情報
じょうほう

の引継ぎ
ひ き つ ぎ

の重要性
じゅうようせい

や

必要性
ひつようせい

を各校
かくこう

・園
えん

の管理
か ん り

職
しょく

に十分
じゅうぶん

説明
せつめい

し、体制
たいせい

整備
せ い び

の推進
すいしん

を継続
けいぞく

していきま

す。 

 

（１）－３：本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の同意
ど う い

に基づいた
も と づ い た

検査
け ん さ

内容
ないよう

や相談
そうだん

内容
ないよう

の共有
きょうゆう

 

  各相談
かくそうだん

窓口
まどぐち

において保護者
ほ ご し ゃ

が何度
な ん ど

も同じ
お な じ

説明
せつめい

をする、あるいは子ども
こ ど も

が

同じ
お な じ

検査
け ん さ

を受ける
う け る

といったことがないよう、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の同意
ど う い

がある場合
ば あ い

に

は、関係局
かんけいきょく

と協議
きょうぎ

した上
うえ

で、それぞれで実施
じ っ し

された検査
け ん さ

内容
ないよう

や相談
そうだん

内容
ないよう

を

可能
か の う

な限り
か ぎ り

共有
きょうゆう

します。 

 

（２）－１：分かりやすい
わ か り や す い

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の提示
て い じ

 

  保護者
ほ ご し ゃ

や学校
がっこう

の教職員
きょうしょくいん

にとっても、あるいは関係
かんけい

機関
き か ん

同士
ど う し

がスムーズに

連携
れんけい

していくためにも、相談
そうだん

窓口
まどぐち

に関する
か ん す る

情報
じょうほう

を分かりやすく
わ か り や す く

整理
せ い り

しておく

ことが必要
ひつよう

です。そのため、関係局
かんけいきょく

と連携
れんけい

した上
うえ

で、相談
そうだん

窓口
まどぐち

や支援
し え ん

の手続き
て つ づ き

などの早見表
はやみひょう

の作成
さくせい

などについても検討
けんとう

していきます。 

 

 

 



 
- 36 - 

 

（３）－１：就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

の仕組み
し く み

に関する
か ん す る

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

 

   特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

相談
そうだん

センターが実施
じ っ し

する各種
かくしゅ

相談
そうだん

事業
じぎょう

の際
さい

などには、

教職員
きょうしょくいん

や保護者
ほ ご し ゃ

に対して
た い し て

就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

の仕組み
し く み

に係る
か か る

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を丁寧
ていねい

に

行い
おこない

、適切
てきせつ

な就学先
しゅうがくさき

の決定
けってい

につなげていきます。 

   また、就学先
しゅうがくさき

決定後
け っ て い ご

も、子ども
こ ど も

の状態
じょうたい

の変化
へ ん か

等
とう

により柔軟
じゅうなん

に就学先
しゅうがくさき

を

見直す
み な お す

ことができることや、多様
た よ う

な学び
ま な び

の場
ば

（選択肢
せ ん た く し

）があること等
とう

につい

ても保護者
ほ ご し ゃ

に十分
じゅうぶん

に説明
せつめい

し、安心
あんしん

して学校
がっこう

生活
せいかつ

を送る
お く る

ことができるように

配慮
はいりょ

します。 

 

（３）－２：就学前
しゅうがくまえ

説明会
せつめいかい

での情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

 

  各学校
かくがっこう

での就学前
しゅうがくまえ

説明会
せつめいかい

においては、校長
こうちょう

から全て
す べ て

の保護者
ほ ご し ゃ

に対して
た い し て

、

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の意義
い ぎ

、各校
かくこう

・園
えん

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーターの

役割
やくわり

、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等
とう

の専門家
せ ん も ん か

が

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

に配置
は い ち

（あるいは教育
きょういく

委員会
い い ん か い

から派遣
は け ん

）されていることなどにつ

いて十分
じゅうぶん

に説明
せつめい

を行い
おこない

、学校
がっこう

を通じて
つ う じ て

得られる
え ら れ る

支援
し え ん

にどのようなものがある

のかを明確化
め い か く か

します。 

   これらの情 報
じょうほう

については、保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

にも配付
は い ふ

している「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育だより
きょういくだより

」においても掲載
けいさい

し、幅広く
は ば ひ ろ く

周知
しゅうち

を図り
は か り

、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

が相談
そうだん

し

やすい体制づくり
た い せ い づ く り

に努めます
つ と め ま す

。 

（３）－３：早期
そ う き

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

   早期
そ う き

に障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

の状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行う
おこなう

ことが重要
じゅうよう

であることから、発達
はったつ

障害
しょうがい

の特性
とくせい

のある就学前
しゅうがくまえ

の子ども
こ ど も

が、安心
あんしん

して就学
しゅうがく

に

備える
そ な え る

ことができるよう、関係局
かんけいきょく

との連携
れんけい

により、①園医
え ん い

健
けん

診
しん

、②かかりつ

け医
い

健
けん

診
しん

、③特性
とくせい

評価
ひょうか

（アセスメント）の三層
さんそう

構造
こうぞう

による早期
そ う き

支援
し え ん

システム

の構築
こうちく

に向けて
む け て

研究
けんきゅう

を行います
お こ な い ま す

。 

また、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

相談
そうだん

センターに配置
は い ち

された「早期
そ う き

支援
し え ん

コーディネータ

ー」の活用
かつよう

により、就学前
しゅうがくまえ

の教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

や保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

が感じる
か ん じ る

様々
さまざま

な不安
ふ あ ん

や課題
か だ い

に対して
た い し て

、その手立て
て だ て

を一緒
いっしょ

に考え
かんがえ

、引き続き
ひ き つ づ き

適切
てきせつ

な

就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

に結び付けて
む す び つ け て

いきます。 
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３．教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

、外部
が い ぶ

人材
じんざい

等
とう

の活用
かつよう

（専門性
せんもんせい

確保
か く ほ

の在り方
あ り か た

等
とう

） 

主
おも

な 重 点
じゅうてん

項目
こうもく

 状 況
じょうきょう

 

（１）教職員
きょうしょくいん

の指導力
しどうりょく

及び
お よ び

専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

 

 

（２）特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

担当者
たんとうしゃ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディ

ネーター等
とう

への研修
けんしゅう

の

充実
じゅうじつ

 

 

（３）専門性
せんもんせい

の継承
けいしょう

、中核
ちゅうかく

教員
きょういん

の育成
いくせい

 

 

（４）外部
が い ぶ

人材
じんざい

等
とう

の配置
は い ち

・活
かつ

 

 用
よう

、多面的
た め ん て き

な支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

が令和
れ い わ

3年
３ねん

12月
１２がつ

に実施
じ っ し

した「通常
つうじょう

の

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に関する
か ん す る

調査
ちょうさ

」においては、知的
ち て き

発達
はったつ

に

遅れ
お く れ

はないものの 学習面
がくしゅうめん

又は行動面
こうどうめん

で著しい
いちじるしい

困難
こんなん

を示
しめ

すとされた児童
じ ど う

生徒数
せいとすう

の割合
わりあい

は、小
しょう

･ 中
ちゅう

学校
がっこう

で8.8％であったとの報告
ほうこく

が公 表
こうひょう

されまし

た。つまり、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

について考える
か ん が え る

場合
ば あ い

に

は、発達
はったつ

障害
しょうがい

を含む
ふ く む

特別
とくべつ

な教育的
きょういく

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とす

る児童
じ ど う

生徒
せ い と

が、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に存在
そんざい

していることを

念頭
ねんとう

において、教職員
きょうしょくいん

一人一人
ひ と り ひ と り

が意識
い し き

を高め
た か め

、そ

の子ども
こ ど も

たちが感じて
か ん じ て

いる課題
か だ い

を十分
じゅうぶん

に把握
は あ く

し

て、改善
かいぜん

に向けて
む け て

一緒
いっしょ

に努力
どりょく

していく姿勢
し せ い

をもつ

ことが大切
たいせつ

です。 

また、本市
ほ ん し

の教員
きょういん

（講師
こ う し

を除く
の ぞ く

。）のうち、その

約
やく

半数
はんすう

を40
４０

代
だい

以上
いじょう

の教員
きょういん

が占めて
し め て

います。若手
わ か て

の

教員
きょういん

は増えて
ふ え て

いるものの、教科
きょうか

指導
し ど う

等
とう

において

豊富
ほ う ふ

な経験
けいけん

と有効
ゆうこう

な手
て

だてや支援
し え ん

等
とう

を身
み

に付けた
つ け た

教員
きょういん

が、近い
ち か い

将来
しょうらい

、 大量
たいりょう

に 退職
たいしょく

することが

見込まれて
み こ ま れ て

います。 

引き続き
ひ き つ づ き

優秀
ゆうしゅう

な人材
じんざい

を確保
か く ほ

すること、専門性
せんもんせい

や

指導力
しどうりょく

に長けた
た け た

教員
きょういん

のノウハウを若い
わ か い

教員
きょういん

に

継承
けいしょう

していくこと、そして各校
かくこう

・園
えん

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の中核
ちゅうかく

となる教員
きょういん

を育成
いくせい

することが

喫緊
きっきん

の課題
か だ い

となっています。 

障害
しょうがい

の重度
じゅうど

・重複化
じゅうふくか

や多様化
た よ う か

等
とう

に伴い
ともない

、多面的
た め ん て き

な

視点
し て ん

に基づく
も と づ く

指導
し ど う

・支援
し え ん

が求められる
も と め ら れ る

ケースもあ

ることから、理学
り が く

療法士
りょうほうし

、臨床
りんしょう

心理士
し ん り し

、公認
こうにん

心理師
し ん り し

、

言語
げ ん ご

聴覚士
ちょうかくし

、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

、社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

等
とう

の専門家
せ ん も ん か

との連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

や看護師
か ん ご し

な

どの専門
せんもん

職
しょく

の配置
は い ち

・活用
かつよう

も欠かせません
か か せ ま せ ん

。また、

いわゆる気
き

になる子ども
こ ど も

たちへの効果的
こうかてき

な指導
し ど う

・

支援
し え ん

を実施
じ っ し

するためには、学 習
がくしゅう

支援員
しえんいん

、介助員
かいじょいん
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【「北九州市
きたきゅうしゅうし

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

に関する
か ん す る

調査
ちょうさ

（保護者向け
ほ ご し ゃ む け

）」：教 育
きょういく

委員会
いいんかい

に期待
き た い

する施策
し さ く

】 

 
 

 

  

などの人材
じんざい

の活用
かつよう

等
とう

についても引き続き
ひ き つ づ き

充 実
じゅうじつ

させ

ていくことが必要
ひつよう

です。 
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＜目指す
め ざ す

方向性
ほうこうせい

＞ 

（１）－１：教 職 員
きょうしょくいん

全体
ぜんたい

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の理解
り か い

促進
そくしん

 

  令和
れ い わ

３年
３ ね ん

１月
１ が つ

に中央
ちゅうおう

教育審
きょういくしん

議会
ぎ か い

から「「令和
れ い わ

の日本型
に ほ ん が た

学校
がっこう

教育
きょういく

」の構築
こうちく

を

目指して
め ざ し て

（答申
とうしん

）」が出され
だ さ れ

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を担う
に な う

教師
きょうし

の専門性
せんもんせい

について、

全て
す べ て

の教師
きょうし

に求められる
も と め ら れ る

ものとして、「障害
しょうがい

の特性
とくせい

等
とう

に関する
か ん す る

理解
り か い

と指導
し ど う

方法
ほうほう

を工夫
く ふ う

できる力
ちから

や、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

・個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

などの特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関する
か ん す る

基礎的
き そ て き

な知識
ち し き

、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

に対する
た い す る

理解
り か い

等
とう

が必要
ひつよう

である。」

ことが示されました
し め さ れ ま し た

。 

  こうした観点
かんてん

に基づき
も と づ き

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

が特別
とくべつ

な学び
ま な び

の場
ば

（特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

）のみならず、全て
す べ て

の学校
がっこう

において実施
じ っ し

され

るものであることや、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

について学ぶ
ま な ぶ

ことが障害
しょうがい

の有無
う む

に

関わらず
か か わ ら ず

、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

のよりよい運営
うんえい

にも寄与
き よ

すること等
とう

について、研修
けんしゅう

等
とう

を通じて
つ う じ て

全て
す べ て

の教職員
きょうしょくいん

（学校
がっこう

事務
じ む

職員
しょくいん

や会計
かいけい

年度
ね ん ど

任用
にんよう

職員
しょくいん

等
とう

も含む
ふ く む

。）に

対して
た い し て

改めて
あ ら た め て

周知
しゅうち

し、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に対する
た い す る

理解
り か い

の一層
いっそう

の促進
そくしん

を図ります
は か り ま す

。 

 

（１）－２：特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の教 員
きょういん

に求められる
も と め ら れ る

専門性
せんもんせい

の向 上
こうじょう

 

    前述
ぜんじゅつ

の答申
とうしん

では、下記
か き

のとおり特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

を担当
たんとう

す

る教員
きょういん

及び
お よ び

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の教員
きょういん

に求められる
も と め ら れ る

資質
し し つ

・専門性
せんもんせい

についても

示されて
し め さ れ て

おり、研修
けんしゅう

等
とう

を通じて
つ う じ て

、これらの習得
しゅうとく

及び
お よ び

専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

に努めます
つ と め ま す

。 

   また、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の視点
し て ん

に立つ
た つ

実践
じっせん

等
とう

については、全て
す べ て

の教員
きょういん

が理解
り か い

で

きるよう、できる限り
か ぎ り

平易
へ い い

な言葉
こ と ば

で説明
せつめい

するなど工夫
く ふ う

が必要
ひつよう

です。 

  ① 特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

を担当
たんとう

する教員
きょういん

に求められる
も と め ら れ る

専門性
せんもんせい

 

    通常
つうじょう

の教育
きょういく

課程
か て い

における学習
がくしゅう

指導
し ど う

を基盤
き ば ん

として、実際
じっさい

に指導
し ど う

に当たる
あ た る

上
うえ

で必要
ひつよう

となる特別
とくべつ

な教育
きょういく

課程
か て い

の編成
へんせい

の考え方
かんがえかた

や、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

と個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

の作成
さくせい

方法
ほうほう

、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
お う じ た

個別
こ べ つ

の指導
し ど う

や配慮
はいりょ

のノ

ウハウ、自立
じ り つ

活動
かつどう

を計画
けいかく

し実践
じっせん

する力
ちから

、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の保護者
ほ ご し ゃ

と

の連携
れんけい

、関係者間
かんけいしゃかん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

に関する
か ん す る

専門性
せんもんせい

。 

  ② 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の教員
きょういん

に求められる
も と め ら れ る

専門性
せんもんせい

 

    小
しょう

・中
ちゅう

・高等
こうとう

学校
がっこう

の教育
きょういく

に準
じゅん

ずるとともに、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

学習
がくしゅう

指導
し ど う

要領
ようりょう

の趣旨
し ゅ し

に基づいて
も と づ い て

、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や特性
とくせい

及び
お よ び

心身
しんしん

の発達
はったつ

の段階
だんかい

等
とう

につ

いて校内
こうない

組織
そ し き

を機能
き の う

させて多面的
た め ん て き

に把握
は あ く

するとともに、このことを各教科
かくきょうか

等
とう

や自立
じ り つ

活動
かつどう

の指導
し ど う

等
とう

に生かす
い か す

ための幅広い
は ば ひ ろ い

知識
ち し き

・技能
ぎ の う

の習得
しゅうとく

や、学校
がっこう

内外
ないがい

の専門家
せ ん も ん か

等
とう

とも連携
れんけい

しながら専門的
せんもんてき

な知見
ち け ん

を活用
かつよう

して指導
し ど う

に当たる
あ た る

専門性
せんもんせい

。 



 
- 40 - 

 

（２）－１：各種
かくしゅ

研 修
けんしゅう

に様々
さまざま

な人材
じんざい

が参加
さ ん か

できる体制づくり
た い せ い づ く り

 

  教育
きょういく

委員会
い い ん か い

が実施
じ っ し

する研修
けんしゅう

について、私
し

立
りつ

幼稚園
よ う ち え ん

や保育所
ほ い く し ょ

・認定
にんてい

こども園
えん

の教職員
きょうしょくいん

や関係局
かんけいきょく

の職員
しょくいん

等
とう

が可能
か の う

な限り
か ぎ り

参加
さ ん か

できるよう配慮
はいりょ

します。 

  また、多様化
た よ う か

する相談
そうだん

内容
ないよう

等
とう

に対応
たいおう

するためには、子ども
こ ど も

家庭局
かていきょく

や保健
ほ け ん

福祉局
ふくしきょく

などの関係局
かんけいきょく

が実施
じ っ し

する事業
じぎょう

や取組
とりくみ

等
とう

に関する
か ん す る

知識
ち し き

も必要
ひつよう

であるこ

とから、これらの局
きょく

が実施
じ っ し

する研修
けんしゅう

にも教職員
きょうしょくいん

が可能
か の う

な限り
か ぎ り

参加
さ ん か

できるよ

う、関係局
かんけいきょく

と調整
ちょうせい

を図ります
は か り ま す

。 

 

（２）－２：研 修
けんしゅう

プログラムの充 実
じゅうじつ

及び
お よ び

研 修
けんしゅう

機会
き か い

の確保
か く ほ

 

  教育
きょういく

センター等
とう

が実施
じ っ し

する研修
けんしゅう

計画
けいかく

や内容
ないよう

を、前述
ぜんじゅつ

の中央
ちゅうおう

教育審
きょういくしん

議会
ぎ か い

（答申
とうしん

）及び
お よ び

同答申
どうとうしん

と同月
どうげつ

に報告
ほうこく

された「新しい
あ た ら し い

時代
じ だ い

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の

在り方
あ り か た

に関する
か ん す る

有識者
ゆうしきしゃ

会議
か い ぎ

報告
ほうこく

」を踏まえて
ふ ま え て

、一層
いっそう

充実
じゅうじつ

させるとともに、経験
けいけん

年数
ねんすう

や役職
やくしょく

に応じた
お う じ た

研修
けんしゅう

の企画
き か く

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

分野
ぶ ん や

での経験
けいけん

が豊富
ほ う ふ

かつ

有効
ゆうこう

な支援
し え ん

手法
しゅほう

等
とう

を身
み

に付けた
つ け た

教員
きょういん

と若手
わ か て

教員
きょういん

がペアになって行う
おこなう

グルー

プ研修
けんしゅう

など、様々
さまざま

な方法
ほうほう

を導入
どうにゅう

して研修
けんしゅう

を充実
じゅうじつ

していきます。 

  また、高い
た か い

専門性
せんもんせい

が必要
ひつよう

となる事例
じ れ い

にも適切
てきせつ

に対応
たいおう

できるよう、大学
だいがく

等
とう

の

専門
せんもん

機関
き か ん

との連携
れんけい

による研修
けんしゅう

プログラムの策定
さくてい

についても検討
けんとう

していきま

す。 

 

（３）－１：中 核
ちゅうかく

教 員
きょういん

の育成
いくせい

、専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

等
とう

 

  特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

や情報
じょうほう

共有
きょうゆう

の観点
かんてん

から、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

と特別
とくべつ

支援
し え ん

学校間
がっこうかん

の人事異動
じ ん じ い ど う

、並び
な ら び

に特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

及び
お よ び

通級
つうきゅう

による指導
し ど う

担当者
たんとうしゃ

の

育成
いくせい

を引き続き
ひ き つ づ き

行います
お こ な い ま す

。また、今後
こ ん ご

とも免許法
めんきょほう

認定
にんてい

講習
こうしゅう

を開設
かいせつ

し、現職
げんしょく

教員
きょういん

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

免許
めんきょ

の取得
しゅとく

を支援
し え ん

していきます。 
各校
かくこう

・園
えん

に設置
せ っ ち

した校内
こうない

支援
し え ん

委員会
い い ん か い

を有効
ゆうこう

に活用
かつよう

し、研修
けんしゅう

や実践
じっせん

等
とう

を通じて
つ う じ て

得られた
え ら れ た

ノウハウの蓄積
ちくせき

・共有
きょうゆう

に努めます
つ と め ま す

。 

特
とく

に、特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

においては、指導
し ど う

経験
けいけん

が豊富
ほ う ふ

で、様々
さまざま

な支援
し え ん

方法
ほうほう

等
とう

を

身
み

に付けた
つ け た

教員
きょういん

がこれまでに培って
つ ち か っ て

きたノウハウ等
とう

を、近隣
きんりん

の教員
きょういん

に伝承
でんしょう

するための取組
とりくみ

として、グループ研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

することで、中核
ちゅうかく

教員
きょういん

の育成
いくせい

、

専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

及び
お よ び

一貫性
いっかんせい

のある支援
し え ん

の継続
けいぞく

につなげていきます。 

 

（３）－２：専門性
せんもんせい

の高い
た か い

教 員
きょういん

の確保
か く ほ

 

  特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の重要性
じゅうようせい

を鑑み
かんがみ

、本市
ほ ん し

の教員
きょういん

採用
さいよう

試験
し け ん

において特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

免許状
めんきょじょう

を保有
ほ ゆ う

する者
もの

を対象
たいしょう

とした特別
とくべつ

支援
し え ん

学校枠
がっこうわく

を設定
せってい

するなど
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の工夫
く ふ う

をしています。 

   特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を必要
ひつよう

とする子ども
こ ど も

たちは今後
こ ん ご

も増加
ぞ う か

が見込まれる
み こ ま れ る

ことか

ら、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

や通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

を担当
たんとう

する教員
きょういん

について

も、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

免許状
めんきょじょう

を保有
ほ ゆ う

する者
もの

を配置
は い ち

することが望ましい
の ぞ ま し い

ため、

令和
れ い わ

３年
３ ね ん

３月
３ が つ

に中央
ちゅうおう

教育審
きょういくしん

議会
ぎ か い

に諮問
し も ん

された「『令和
れ い わ

の日本型
に ほ ん が た

学校
がっこう

教育
きょういく

』

を担う
に な う

教師
きょうし

の養成
ようせい

・採用
さいよう

・研修
けんしゅう

等
とう

の在り方
あ り か た

について」の審議
し ん ぎ

の動向
どうこう

等
とう

も踏まえ
ふ ま え

、

引き続き
ひ き つ づ き

専門性
せんもんせい

の高い
た か い

教員
きょういん

の確保
か く ほ

に努めます
つ と め ま す

。 

    

（４）－１：外部
が い ぶ

専門家
せんもんか

等
とう

の派遣
は け ん

 

  現在
げんざい

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

等
とう

の要請
ようせい

に基づき
も と づ き

、必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

理学
り が く

療法士
りょうほうし

、臨床
りんしょう

心理士
し ん り し

、言語
げ ん ご

聴覚士
ちょうかくし

、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

、社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

等
とう

の外部
が い ぶ

専門家
せ ん も ん か

を派遣
は け ん

し、教職員
きょうしょくいん

が専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

・助言
じょげん

を得る
え る

ための事業
じぎょう

を

実施
じ っ し

しています。          

また、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

には、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

のセンター的
       てき

機能
き の う

の活用
かつよう

を促進
そくしん

する

ために、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

と連携
れんけい

した支援
し え ん

体制
たいせい

を拡充
かくじゅう

しています。 

今後
こ ん ご

も外部
が い ぶ

専門家
せ ん も ん か

等
とう

を派遣
は け ん

する事業
じぎょう

を継続
けいぞく

し、教職員
きょうしょくいん

が適切
てきせつ

な指導
し ど う

・助言
じょげん

を得ながら
え な が ら

、専門性
せんもんせい

を高めて
た か め て

いくことができるようにします。 

 

（４）－２：教育的
きょういくてき

ニーズに応じた
お う じ た

人材
じんざい

等
とう

の確保
か く ほ

・活用
かつよう

 

  学習
がくしゅう

支援員
し え ん い ん

や介助員
かいじょいん

、医療的
いりょうてき

ケアに携わる
た ず さ わ る

看護師
か ん ご し

、スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー、スクールヘルパー等
とう

を引き続き
ひ き つ づ き

配置
は い ち

（派遣
は け ん

）・

活用
かつよう

し、一人一人
ひ と り ひ と り

の子ども
こ ど も

の教育的
きょういくてき

ニーズに応じた
お う じ た

適切
てきせつ

な支援
し え ん

に努めます
つ と め ま す

。 

 

（４）－３：地域
ち い き

の教育
きょういく

資源
し げ ん

の組合せ
く み あ わ せ

による多面的
た め ん て き

な支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

  諸課題
し ょ か だ い

に対して
た い し て

、校内
こうない

での解決
かいけつ

が困難
こんなん

なケースに対して
た い し て

は、例えば
た と え ば

中
ちゅう

学校区
が っ こ う く

の学校
がっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーターや教職員
きょうしょくいん

同士
ど う し

が連携
れんけい

して

対応
たいおう

に当たる
あ た る

、あるいは特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

のセンター的
      て き

機能
き の う

を活用
かつよう

しながら対応
たいおう

するといった「域内
いきない

の教育
きょういく

資源
し げ ん

の組合せ
く み あ わ せ

（スクール・クラスター）」につい

ても有効
ゆうこう

であると考えます
か ん が え ま す

。 

   こうした連携
れんけい

が図られる
は か ら れ る

よう、小
しょう

・中
ちゅう

一貫
いっかん

・連携
れんけい

教育
きょういく

の取組
とりくみ

の中
なか

で情報
じょうほう

交換
こうかん

する仕組みづくり
し く み づ く り

を構築
こうちく

するなど、多面的
た め ん て き

な指導
し ど う

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に

努めて
つ と め て

いきます。 
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（４）－４：私
し

立
りつ

幼稚園
よ う ち え ん

に対する
た い す る

支援
し え ん

 

  北九州市
きたきゅうしゅうし

の幼児期
よ う じ き

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

ため、私
し

立
りつ

幼稚園
よ う ち え ん

が特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする園児
え ん じ

を積極的
せっきょくてき

に受け入れた
う け い れ た

場合
ば あ い

の支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

を図り
は か り

、私
し

立
りつ

幼稚園
よ う ち え ん

における受入れ
う け い れ

の促進
そくしん

につなげます。 

  また、幼児
よ う じ

教育
きょういく

センターを設置
せ っ ち

し、特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする園児
え ん じ

を

受け入れる
う け い れ る

幼稚園
よ う ち え ん

等
とう

を支援
し え ん

する体制
たいせい

を構築
こうちく

していきます。 

 

（４）－５：就学
しゅうがく

前期
ぜ ん き

の指導
し ど う

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

  特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

相談
そうだん

センターに配置
は い ち

している早期
そ う き

支援
し え ん

コーディネーターは、

幼稚園
よ う ち え ん

、保育所
ほ い く じ ょ

、認定
にんてい

こども園
えん

からの要請
ようせい

に応じた
お う じ た

指導
し ど う

・支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 

学習面
がくしゅうめん

や生活面
せいかつめん

で課題
か だ い

を感じる
か ん じ る

就学
しゅうがく

前期
ぜ ん き

の子ども
こ ど も

や保護者
ほ ご し ゃ

が安心
あんしん

して

小学校
しょうがっこう

に入学
にゅうがく

し、適切
てきせつ

な指導
し ど う

・支援
し え ん

を切れ目
き れ め

なく受ける
う け る

ことができるよう、

引き続き
ひ き つ づ き

取組
とりくみ

を推進
すいしん

していきます。幼児
よ う じ

教育
きょういく

センターが設置
せ っ ち

されて以降
い こ う

は、

当センター
とう

との連携
れんけい

により各種
かくしゅ

相談
そうだん

に対して
た い し て

速やか
す み や か

に対応
たいおう

できるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。 
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４．障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

（社会
しゃかい

への働きかけ
は た ら き か け

の在り方
あ り か た

等
とう

） 

主
おも

な重 点
じゅうてん

項目
こうもく

 状 況
じょうきょう

 

（１） 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の理解
り か い

促進
そくしん

 

（市民
し み ん

や関係
かんけい

機関
き か ん

、

教職員
きょうしょくいん

、子ども
こ ど も

たちへ

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

） 

 

（２） 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の活動
かつどう

紹介
しょうかい

 

 

（３）「交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

」

の推進
すいしん

 

 

（４） 市民
し み ん

や企業
きぎょう

の協 力
きょうりょく

を踏まえた
ふ ま え た

教材
きょうざい

・教具
きょうぐ

・

作品
さくひん

づくりなど 

 

障害
しょうがい

の中
なか

には発達
はったつ

障害
しょうがい

のように、外見
がいけん

では判断
はんだん

がつきにくい場合
ば あ い

があります。そうした場合
ば あ い

には、

教職員
きょうしょくいん

や周囲
しゅうい

の最初
さいしょ

の気付き
き づ き

と早い
は や い

段階
だんかい

から

適切
てきせつ

な支援
し え ん

や配慮
はいりょ

を行って
お こ な っ て

いくことが極めて
き わ め て

重要
じゅうよう

です。保健
ほ け ん

福祉局
ふくしきょく

が実施
じ っ し

した「平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 

北九州市
きたきゅうしゅうし

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

等
とう

実態
じったい

調査
ちょうさ

」においても、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

（者
もの

）の約
やく

６割
６ わ り

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で障害
しょうがい

を

理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

等
とう

を経験
けいけん

しているとのデータがあ

ります。 

障害
しょうがい

のない子ども
こ ど も

たちや地域
ち い き

の方々
かたがた

が障害
しょうがい

特性
とくせい

や適切
てきせつ

な支援
し え ん

の在り方
あ り か た

を正しく
た だ し く

理解
り か い

し、「地域
ち い き

で暮らす
く ら す

仲間
な か ま

」として接する
せ っ す る

ことにより、個別
こ べ つ

の

配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする方
ほう

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

する上
うえ

での不安
ふ あ ん

や、災害
さいがい

時
じ

の混乱
こんらん

等
とう

を最小限
さいしょうげん

に食い止める
く い と め る

ことが

可能
か の う

になると考えます
か ん が え ま す

。 

リーフレットや広報誌
こ う ほ う し

等
とう

による理解
り か い

の促進
そくしん

も

大事
だ い じ

ですが、「参加型
さ ん か が た

」の障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の機会
き か い

を

増やし
ふ や し

ていくことやオリンピック・パラリンピッ

ク教育
きょういく

の成果
せ い か

を生かした
い か し た

活動
かつどう

を行う
おこなう

ことも有効
ゆうこう

で

す。企業
きぎょう

に対する
た い す る

障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

を積極的
せっきょくてき

に

行う
おこなう

ことも、障害
しょうがい

等
とう

により個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とす

る子ども
こ ど も

が将来
しょうらい

、地域
ち い き

の一員
いちいん

として自立
じ り つ

して

暮らして
く ら し て

いくためには必要
ひつよう

です。本
ほん

プラン策
さく

定時
て い じ

に実施
じ っ し

した企業向け
き ぎ ょ う む け

のアンケート調査
ちょうさ

では、

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

内容
ないよう

等
とう

の認知度
に ん ち ど

や軽度
け い ど

の

知的
ち て き

障害
しょうがい

の生徒
せ い と

に対して
た い し て

就労
しゅうろう

に向けた
む け た

教育
きょういく

を

行う
おこなう

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

「北九州
きたきゅうしゅう

中央
ちゅうおう

高等
こうとう

学園
がくえん

」の

認知度
に ん ち ど

が50
５０

％程度
て い ど

という結果
け っ か

が出て
で て

います。  

企業
きぎょう

に対する
た い す る

本市
ほ ん し

の障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

等
とう

についての

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の在り方
あ り か た

の見直し
み な お し

や実習先
じっしゅうさき

や就労先
しゅうろうさき

の

新規
し ん き

企業
きぎょう

開拓
かいたく

の推進
すいしん

など、一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

こと

も必要
ひつよう

です。 
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【「平成
へいせい

２８年度
２ ８ ね ん ど

 北九州市
きたきゅうしゅうし

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

等
とう

実態
じったい

調査
ちょうさ

」：差別
さ べ つ

を受けた
う け た

経験
けいけん

】 

 これまでの日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で障 害
しょうがい

を理由
りゆう

として差別
さべつ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

などに合った
あ っ た

経験
けいけん

（「よくある」

と「時々
ときどき

ある」の合計
ごうけい

割合
わりあい

）についてみると、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）（63
６３

.3
３

％）が最も
もっとも

高く
たかく

、次いで
つ い で

障害児
しょうがいじ

（54
５４

.9
９

％）、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

（52
５２

.1
１

％）、精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

（39
３９

.4
４

％）の 順
じゅん

となっている。 

 

 
 
【「北九州市

きたきゅうしゅうし

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関する
か ん す る

調査
ちょうさ

（企業向け
き ぎ ょ う む け

）」：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

内容
ないよう

の認知度
に ん ち ど

】 
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【「北九州市
きたきゅうしゅうし

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関する
か ん す る

調査
ちょうさ

（企業向け
き ぎ ょ う む け

）」：北 九 州
きたきゅうしゅう

中央
ちゅうおう

高等
こうとう

学園
がくえん

に関する
か ん す る

認知度
に ん ち ど

】 

 

 

＜目指す
め ざ す

方向性
ほうこうせい

＞ 

（１）－１：人権
じんけん

意識
い し き

の向 上
こうじょう

 

  子ども
こ ど も

たちや教職員
きょうしょくいん

等
とう

の人権
じんけん

意識
い し き

の向上
こうじょう

につなげるため、本市
ほ ん し

独自
ど く じ

の

人権
じんけん

教育
きょういく

教材集
きょうざいしゅう

「新版
しんぱん

 いのち」、「北九州
きたきゅうしゅう

子ども
こ ど も

つながりプログラム」

等
とう

を通じた
つ う じ た

障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

を図って
は か っ て

いきます。また、学校
がっこう

のみならず、家庭
か て い

教育
きょういく

学級
がっきゅう

や生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

市民
し み ん

講座
こ う ざ

等
とう

の場面
ば め ん

においても、人権
じんけん

意識
い し き

の向上
こうじょう

に

向けた
む け た

取り組み
と り く み

を進めて
す す め て

いきます。 

   また、障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

の権利
け ん り

を守る
ま も る

ためには、周囲
しゅうい

の人権
じんけん

意識
い し き

の向上
こうじょう

が

必要
ひつよう

なことは勿論
もちろん

ですが、障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

が自ら
みずから

苦手
に が て

なことや必要
ひつよう

な支援
し え ん

を意思
い し

表明
ひょうめい

できるような経験
けいけん

や態度
た い ど

の育成
いくせい

も必要
ひつよう

です。このようなセルフア

ドボカシー（自己
じ こ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

）の支援
し え ん

についても促進
そくしん

を図る
は か る

ことが必要
ひつよう

です。 

 

（１）－２：個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする子ども
こ ど も

たちを地域
ち い き

で支える
さ さ え る

意識
い し き

の向 上
こうじょう

 

  本市
ほ ん し

は、保護者
ほ ご し ゃ

や地域
ち い き

の諸団体
しょだんたい

のご協力
ごきょうりょく

の下
もと

、教育
きょういく

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図って
は か っ て

い

ます。地域
ち い き

の教育的
きょういくてき

資源
し げ ん

を活用
かつよう

した取組
とりくみ

を行う
おこなう

ことで、市民
し み ん

の間
あいだ

での障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

が進む
す す む

とともに、障害
しょうがい

等
とう

による個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする子ども
こ ど も

たちを

「地域
ち い き

の一員
いちいん

」として支えて
さ さ え て

いく意識
い し き

の向上
こうじょう

につなげることができます。 

   また、子ども
こ ど も

にとっても、地域
ち い き

ボランティアと幼少期
ようしょうき

から関わる
か か わ る

ことで、

将来
しょうらい

自立
じ り つ

した社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送る
お く る

際
さい

に、安心
あんしん

して地域
ち い き

で生活
せいかつ

していくための基盤
き ば ん

になるものと期待
き た い

されます。 
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   今後
こ ん ご

も地域
ち い き

とのつながりを大切
たいせつ

にしながら、障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

が地域
ち い き

で

生活
せいかつ

しやすいことが、障害
しょうがい

のない人
ひと

にとっても生活
せいかつ

しやすいという認識
にんしき

を

深める
ふ か め る

ことにより、子ども
こ ど も

たちにとってよりよい教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

に

努めます
つ と め ま す

。 

 

（１）－３：就 労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の充 実
じゅうじつ

 

  障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

を担当
たんとう

する保健
ほ け ん

福祉局
ふくしきょく

の北九州
きたきゅうしゅう

障害者
しょうがいしゃ

しごとサポー

トセンター等
とう

とも連携
れんけい

して、本市
ほ ん し

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

や障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に当たって
あ た っ て

のサポート体制
たいせい

などに係る
か か る

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行う
おこなう

とともに、就労
しゅうろう

支援
し え ん

コーディネーターや就労
しゅうろう

支援
し え ん

アドバイザーによる実習先
じっしゅうさき

や就労先
しゅうろうさき

の新規
し ん き

企業
きぎょう

開拓
かいたく

を積極的
せっきょくてき

に行います
お こ な い ま す

。 

 

（２）－１：特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

に対する
た い す る

理解
り か い

の促進
そくしん

 

  特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

では、地域
ち い き

への学校
がっこう

開放
かいほう

、喫茶
き っ さ

コーナーの

開設
かいせつ

（北九州
きたきゅうしゅう

中央
ちゅうおう

高等
こうとう

学園
がくえん

で随時
ず い じ

実施中
じっしちゅう

）、バザー、製品
せいひん

販売会
はんばいかい

、「特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

合同
ごうどう

作品展
さくひんてん

」、「風船
ふうせん

バレーボール大会
たいかい

」をはじめとす

る障害者
しょうがいしゃ

スポーツの実施
じ っ し

などの理解
り か い

・啓発
けいはつ

につながる活動
かつどう

を行って
お こ な っ て

います。 

これらの機会
き か い

をとらえて特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

における教育
きょういく

活動
かつどう

を知る
し る

機会
き か い

を

増やす
ふ や す

ことは、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の意義
い ぎ

や役割
やくわり

等
とう

についての理解
り か い

を促進
そくしん

する上
うえ

で

大変
たいへん

有効
ゆうこう

であると考えます
か ん が え ま す

。 

この他
ほか

にも、ホームページ等
とう

を積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

して市民
し み ん

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

に最新
さいしん

の情報
じょうほう

を分かりやすく
わ か り や す く

提供
ていきょう

するなど、本市
ほ ん し

の特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に対する
た い す る

理解
り か い

の

浸透
しんとう

につなげます。  

 

（２）－２：子ども
こ ど も

たちの頑張る
が ん ば る

姿
すがた

を社会
しゃかい

にＰＲする機会
き か い

の確保
か く ほ

   

教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

の中
なか

には、自分
じ ぶ ん

の気持ち
き も ち

や思い
お も い

を個性
こ せ い

豊か
ゆ た か

な

作品
さくひん

や芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ活動
かつどう

等
とう

を通じて
つ う じ て

表現
ひょうげん

する子ども
こ ど も

がいます。 

障害
しょうがい

により、思い通り
お も い ど お り

に体
からだ

を動かしたり
う ご か し た り

、表現
ひょうげん

したりすることが困難
こんなん

な場合
ば あ い

であっても、発表
はっぴょう

の機会
き か い

や他者
た し ゃ

とコミュニケーションを図る
は か る

場面
ば め ん

や手段
しゅだん

を

多様
た よ う

に設定
せってい

することは、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

の主体的
しゅたいてき

な態度
た い ど

を

引き出す
ひ き だ す

とともに自己
じ こ

肯定感
こうていかん

を高める
た か め る

上
うえ

で大変
たいへん

有効
ゆうこう

であると考えて
か ん が え て

います。 

   そのため、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の意思
い し

も尊重
そんちょう

した上
うえ

で、教育的
きょういくてき

ニーズのある子ども
こ ど も

たちの活動
かつどう

を市民
し み ん

に発表
はっぴょう

する機会
き か い

を設ける
も う け る

など、障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

と他者
た し ゃ

と

の交流
こうりゅう

の機会
き か い

の創出
そうしゅつ

を図ります
は か り ま す

。 
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（３）－１：「交 流
こうりゅう

及び
お よ び

共 同
きょうどう

学 習
がくしゅう

」の充 実
じゅうじつ

 

   障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

と障害
しょうがい

のない子ども
こ ど も

、あるいは様々
さまざま

な年齢層
ねんれいそう

の地域
ち い き

の

方々
かたがた

との「交流
こうりゅう

及び
お よ び

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

」の機会
き か い

を早期
そ う き

から組織的
そ し き て き

・計画的
けいかくてき

・継続的
けいぞくてき

に

設けて
も う け て

、相互
そ う ご

理解
り か い

・障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の一層
いっそう

の促進
そくしん

につなげていきます。 

   また、子ども
こ ど も

たちが一緒
いっしょ

にスポーツを楽しむ
た の し む

ような場面
ば め ん

では、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や環境
かんきょう

等
とう

を十分
じゅうぶん

に踏まえながら
ふ ま え な が ら

子ども
こ ど も

同士
ど う し

で話し合い
は な し あ い

、ルールや用具
よ う ぐ

など

の変更
へんこう

調整
ちょうせい

に取り組む
と り く む

機会
き か い

を意図的
い と て き

に設ける
も う け る

など、子ども
こ ど も

たちが共生
きょうせい

社会
しゃかい

の在り方
あ り か た

や障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

などについて主体的
しゅたいてき

に考える
か ん が え る

機会
き か い

に結び付けて
む す び つ け て

いき

ます。 

 

（４）－１：市民
し み ん

や企業
きぎょう

との協 働
きょうどう

による教 材
きょうざい

・教具
きょうぐ

・作品
さくひん

の作成
さくせい

 

  特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

においては、様々
さまざま

な教材
きょうざい

・教具
きょうぐ

を扱います
あ つ か い ま す

が、その子ども
こ ど も

の

状態
じょうたい

に応じて
お う じ て

教職員
きょうしょくいん

が手
て

作り
づ く り

することも少なく
す く な く

ありません。 

地域
ち い き

の中
なか

には、木工
もっこう

や手芸
しゅげい

などが得意
と く い

な方
かた

もたくさんおられるので、市民
し み ん

セ

ンターのサークルや広報
こうほう

活動
かつどう

等
とう

を通じて
つ う じ て

教材
きょうざい

・教具
きょうぐ

の作成
さくせい

などへの参加
さ ん か

を

呼びかけ
よ び か け

、市民
し み ん

の皆さん
み な さ ん

に特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に対する
た い す る

理解
り か い

を体験的
たいけんてき

に深めて
ふ か め て

いた

だけるよう、積極的
せっきょくてき

に機会
き か い

を設定
せってい

していきます。 
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５．施設
し せ つ

・設備面
せ つ び め ん

の整備
せ い び

（多様
た よ う

な学び
ま な び

の場
ば

の整備
せ い び

の在り方
あ り か た

等
とう

） 

 

主
おも

な重 点
じゅうてん

項目
こうもく

 状 況
じょうきょう

 

（１） 教育的
きょういくてき

ニーズに

応じた
お う じ た

学校
がっこう

施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の

整備
せ い び

 

 

（２） 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の

対象者数
たいしょうしゃすう

の増加
ぞ う か

等
とう

への

対応
たいおう

 

少子化
し ょ う し か

に伴い
ともない

、我が国
わ が く に

の義務
ぎ む

教育
きょういく

段階
だんかい

の子ども
こ ど も

の数
かず

は毎年
まいとし

５～９万人
まんにん

ほど減少
げんしょう

していますが、

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の対象
たいしょう

となる子ども
こ ど も

の数
かず

は毎年
まいとし

３

万人
まんにん

ほど増加
ぞ う か

しています（この傾向
けいこう

は本市
ほ ん し

でも

同様
どうよう

で、義務
ぎ む

教育
きょういく

段階
だんかい

の子ども
こ ど も

の数
かず

が毎年
まいとし

500～

700人
にん

ほど減少
げんしょう

しているのに対し
た い し

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の対象
たいしょう

となる子ども
こ ど も

の数
かず

は毎年
まいとし

70～200人
にん

ほど

増加
ぞ う か

しています）。 

本市
ほ ん し

では、特
とく

に学校
がっこう

における知的
ち て き

障害
しょうがい

のある

子ども
こ ど も

の在籍者数
ざいせきしゃすう

が増加
ぞ う か

の傾向
けいこう

にあり、知的
ち て き

障害
しょうがい

を対象
たいしょう

とする特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の過密化
か み つ か

が課題
か だ い

となっ

ています。また、子ども
こ ど も

たちの障害
しょうがい

の状態像
じょうたいぞう

や

教育的
きょういくてき

ニーズの多様化
た よ う か

についても顕著
けんちょ

となってい

るため、それらに対応
たいおう

できる体制づくり
た い せ い づ く り

にも

取り組む
と り く む

必要
ひつよう

があります。 

 平成
へいせい

28年
２８ねん

４月
４ が つ

の門司
も じ

総合
そうごう

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

及び
お よ び

小倉
こ く ら

総合
そうごう

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の開校
かいこう

により、東部
と う ぶ

地域
ち い き

の

知的
ち て き

障害
しょうがい

及び
お よ び

病 弱
びょうじゃく

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

については

一定
いってい

の改善
かいぜん

が図られました
は か ら れ ま し た

。さらに、小倉北
こ く ら き た

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と北九州
きたきゅうしゅう

中央
ちゅうおう

高等
こうとう

学園
がくえん

の移転
い て ん

・併置
へ い ち

に

よる建替え
た て か え

についても、令和
れ い わ

３年
３ ね ん

３月
３ が つ

に基本
き ほ ん

計画
けいかく

を策定
さくてい

し、整備
せ い び

が動き始めました
う ご き は じ め ま し た

。 

 西部
せ い ぶ

地域
ち い き

では、増加
ぞ う か

傾向
けいこう

が続く
つ づ く

知的
ち て き

障害
しょうがい

のある

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の受入れ
う け い れ

に向けた
む け た

対応
たいおう

に関して
か ん し て

、小池
こ い け

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の改築
かいちく

や八幡
や は た

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の一部
い ち ぶ

普通
ふ つ う

教室
きょうしつ

への改修
かいしゅう

により一定
いってい

の改善
かいぜん

が図られる
は か ら れ る

見込み
み こ み

です。 

 一方
いっぽう

、医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な子ども
こ ど も

の数
かず

が増えて
ふ え て

きている西部
せ い ぶ

地域
ち い き

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

につ

いては、近隣
きんりん

の医療
いりょう

機関
き か ん

までの距離
き ょ り

が離れて
は な れ て

いる

など、緊急
きんきゅう

時
じ

の体制
たいせい

等
とう

について改善
かいぜん

を求める
も と め る

意見
い け ん

もあります。 
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【特別支援学校の在籍者数の推移】 

 

 H10 H15 H25 H26 H27 H28 H29 Ｈ30 R 元 R2 R3 

学級数 192 206 248 271 273 275 289 308 317 323 321 

児童生徒数 666 765 1,059 1,105 1,137 1,152 1,186 1,216 1,240 1,256 1,249 

 

 
 

（教育委員会調べ） 
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【障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の増加
ぞ う か

等
とう

に伴う
ともなう

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の施設
し せ つ

・設備面
せつびめん

の課題
か だ い

】 

課   題 

・知的
ち て き

障害
しょうがい

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

の増加
ぞ う か

傾向
けいこう

への対応
たいおう

 

・在籍者数
ざいせきしゃすう

の増加
ぞ う か

に伴う
ともなう

教室
きょうしつ

やスクールバス台数
だいすう

、駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の確保
か く ほ

 

・知的
ち て き

障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

の運動量
うんどうりょう

や安全面
あんぜんめん

に配慮
はいりょ

した運動場
うんどうじょう

等
とう

の整備
せ い び

 

・職 業
しょくぎょう

需要
じゅよう

の変化
へ ん か

に柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

するための作業
さぎょう

学習
がくしゅう

の新た
あ ら た

な種目
しゅもく

の導入
どうにゅう

と

教室
きょうしつ

の用途
よ う と

変更
へんこう

 

・病 弱
びょうじゃく

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

受入れ
う け い れ

のための環境
かんきょう

整備
せ い び

 

・医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする重度
じゅうど

・重複
じゅうふく

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

増加
ぞ う か

への対応
たいおう
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※特別
とくべつ

支援
し え ん

教 室
きょうしつ

は、原則
げんそく

として、全て
す べ て

の障 害
しょうがい

種
しゅ

に対応
たいおう

するため、導 入
どうにゅう

が始まった
は じ ま っ た

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

から児童
じ ど う

生徒数
せいとすう

のみの数値
す う ち

とした。 

＜目指す
め ざ す

方向性
ほうこうせい

＞ 

（１）－１：施設
し せ つ

・設備面
せつびめん

の整備
せ い び

 

  特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

あるいは通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

での

学習
がくしゅう

環境
かんきょう

については、「医療的
いりょうてき

ケア児
  じ

及び
お よ び

その家族
か ぞ く

に対する
た い す る

支援
し え ん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」の施行
せ こ う

及び
お よ び

「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
など

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
え ん か つ か

の促進
そくしん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」

の改正
かいせい

、並び
な ら び

に文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

から示されて
し め さ れ て

いる「学校
がっこう

施設
し せ つ

整備
せ い び

指針
し し ん

」及び
お よ び

「特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

設置
せ っ ち

基準
きじゅん

」等
とう

も踏まえて
ふ ま え て

、引き続き
ひ き つ づ き

整備
せ い び

を図って
は か っ て

いきます。          

また、学校
がっこう

は教育
きょういく

を行う
おこなう

施設
し せ つ

であると同時
ど う じ

に、選挙
せんきょ

時
じ

には投票所
とうひょうじょ

、災害
さいがい

時
じ

には避難所
ひ な ん じ ょ

など、地域
ち い き

生活
せいかつ

に直結
ちょっけつ

した様々
さまざま

な役割
やくわり

を果たす
は た す

場
ば

でもあることか

ら、学校
がっこう

施設
し せ つ

の改修
かいしゅう

等
など

の際
さい

などには、建物
たてもの

の構造的
こうぞうてき

に可能
か の う

な範囲
は ん い

で、その学校
がっこう

で学ぶ
ま な ぶ

子ども
こ ど も

たちはもちろん、市民
し み ん

も安全
あんぜん

かつ快適
かいてき

に利用
り よ う

できる学校
がっこう

施設
し せ つ

・

設備
せ つ び

の整備
せ い び

に努めます
つ と め ま す

。 

 

＜具体例
ぐ た い れ い

＞ 

 ・ 学校
がっこう

新設
しんせつ

時
じ

等
とう

のバリアフリー対策
たいさく

（エレベーターの設置
せ っ ち

など） 

 ・ スロープや階段手
か い だ ん て

すりの設置
せ っ ち

 

 

（１）－２：教 育
きょういく

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 

     教育的
きょういくてき

ニーズがある子ども
こ ど も

たちへの支援
し え ん

に当たり
あ た り

、タブレット端末
たんまつ

をはじ

めとする種々
しゅじゅ

のＩＣＴ機器
き き

等
とう

の支援
し え ん

ツールの活用
かつよう

が期待
き た い

されています。 

（教 育
きょういく

委員会
い い ん か い

調べ
し ら べ

） 
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ＧＩＧＡスクール構想
こうそう

による１人
ひ と り

１台
１ だ い

端末
たんまつ

の整備
せ い び

を踏まえて
ふ ま え て

、子ども
こ ど も

の実態
じったい

や状 況
じょうきょう

、社会
しゃかい

の要請
ようせい

等
とう

に応じた
お う じ た

教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

について引き続き
ひ き つ づ き

取り組んで
と り く ん で

いきます。 

 

（２）－１：特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の設置
せ っ ち

 

 ① 知的
ち て き

障害
しょうがい

のある子ども
こ ど も

たちが公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

して他校
た こ う

に通学
つうがく

する

ことが困難
こんなん

である状 況
じょうきょう

等
とう

を踏まえ
ふ ま え

、知的
ち て き

障害
しょうがい

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の設置
せ っ ち

を必要
ひつよう

に応じて
お う じ て

適切
てきせつ

に進めて
す す め て

いきます。 

② 自閉症
じへいしょう

・情緒
じょうちょ

障害
しょうがい

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する子ども
こ ど も

たちは、知的
ち て き

な遅れ
お く れ

がないことから、自立
じ り つ

活動
かつどう

以外
い が い

の学習
がくしゅう

は通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

の教育
きょういく

課程
か て い

に

基づいて
も と づ い て

行って
お こ な っ て

います。 

 必要
ひつよう

に応じた
お う じ た

適切
てきせつ

な設置
せ っ ち

を進めて
す す め て

いくとともに、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する

発達
はったつ

障害
しょうがい

等
とう

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の支援
し え ん

については、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

の整備
せ い び

（特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

への移行
い こ う

）に伴う
ともなう

学び
ま な び

の場
ば

の検討
けんとう

とともに、校内
こうない

の支援
し え ん

体制
たいせい

による個別
こ べ つ

の支援
し え ん

や支援員
し え ん い ん

、スクールカウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカー等
とう

の配置
は い ち

（派遣
は け ん

）・活用
かつよう

により十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

するようにします。 

     

③ 前項
ぜんこう

の他
ほか

、学校
がっこう

教育法
きょういくほう

第八十一条
だいはちじゅういちじょう

に示される
し め さ れ る

障害
しょうがい

種
しゅ

に対応
たいおう

するための

特
とく

別
べつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の設置
せ っ ち

については、個々
こ こ

の障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

や教育的
きょういくてき

ニーズ等
とう

を

十分
じゅうぶん

に考慮
こうりょ

するとともに、地域
ち い き

の学校
がっこう

の設備
せ つ び

や近隣
きんりん

の状 況
じょうきょう

、今後
こ ん ご

のニー

ズ等
とう

を多面的
た め ん て き

に把握
は あ く

した上
うえ

で、全市的
ぜ ん し て き

かつ中長期的
ちゅうちょうきてき

な視野
し や

から個別
こ べ つ

に検討
けんとう

します。 

     

（２）－２：特別
とくべつ

支援
し え ん

教 室
きょうしつ

（通 級
つうきゅう

による指導
し ど う

）の設置
せ っ ち

 

   通級
つうきゅう

による指導
し ど う

の場
ば

の整備
せ い び

については、通級
つうきゅう

指導
し ど う

設置校
せ っ ち こ う

に通う
か よ う

ことなく、

在籍校
ざいせきこう

において特別
とくべつ

な指導
し ど う

を受ける
う け る

ことができる「特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

」の導入
どうにゅう

を

計画的
けいかくてき

に進め
す す め

、子ども
こ ど も

たちが学習
がくしゅう

・生活
せいかつ

の場面
ば め ん

で感じる
か ん じ る

不安
ふ あ ん

や悩み
な や み

の解消
かいしょう

に

結び付けて
む す び つ け て

いきます。 

 

（２）－３：特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び

 

① 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の再編
さいへん

整備
せ い び

を検討
けんとう

する際
さい

には、新築
しんちく

・移転
い て ん

、現地
げ ん ち

建替え
た て か え

や

学校
がっこう

の統合
とうごう

等
とう

によって使われなく
つ か わ れ な く

なる校舎
こうしゃ

等
とう

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

など、「特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

設置
せ っ ち

基準
きじゅん

」を踏まえて
ふ ま え て

、子ども
こ ど も

たちが通学
つうがく

しやすく、学びやすく
ま な び や す く

、快適
かいてき
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な特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の整備
せ い び

に努めます
つ と め ま す

。 

 ② 今後
こ ん ご

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の環境
かんきょう

整備
せ い び

は、これまで実施
じ っ し

した再編
さいへん

整備
せ い び

によって

得られた
え ら れ た

効果
こ う か

等
とう

も十分
じゅうぶん

に生かした
い か し た

形
かたち

で検討
けんとう

を行います
お こ な い ま す

。 

 その際
さい

には、知的
ち て き

障害
しょうがい

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の大規模化
だ い き ぼ か

の解消
かいしょう

を視野
し や

に

入れながら
い れ な が ら

、余裕
よ ゆ う

教室
きょうしつ

の確保
か く ほ

、スクールバスの運行
うんこう

を含めた
ふ く め た

通学
つうがく

の利便性
り べ ん せ い

、

医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

の取りやすさ
と り や す さ

などを十分
じゅっふん

に考慮
こうりょ

します。 

   

  ③ また、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の生徒
せ い と

が学校
がっこう

を卒業
そつぎょう

した後
あと

に、自立
じ り つ

した社会
しゃかい

生活
せいかつ

を

送れる
お く れ る

ように育成
いくせい

していくことは極めて
き わ め て

重要
じゅうよう

です。 

    そこで、北九州
きたきゅうしゅう

中央
ちゅうおう

高等
こうとう

学園
がくえん

の移転
い て ん

・建替え
た て か え

に当たって
あ た っ て

は、全市的
ぜ ん し て き

な

職 業
しょくぎょう

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

が図られる
は か ら れ る

よう十分
じゅうぶん

に考慮
こうりょ

します。 

 

 

 


