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発達障害診療専門拠点機関の機能の整備と安定的な運営ガイドラインの作成のための研究 
 
 

研究代表者 加藤 進昌 公益財団法人 神経研究所 所長 
 

研究要旨 

発達障害が社会に認知されるとともに行政への相談や医療機関への受診者が急増してい
る一方、対応できる人材の不足と包括的な医療システムの未整備が喫緊の課題となってい
る。過去の厚労科研で提言された「各地域の実状に合わせた医療システム」を実装するため
に、本研究では児童・思春期の拠点機関を北海道大学、成人期の拠点機関を神経研究所附属
晴和病院、拠点統括を昭和大学発達障害医療研究所としてモデルを構築し全国化を見据えた
運営ガイドラインの作成を目的とする。 

 

研究分担者氏名・所属研究機関名及び所属研究機関に
おける職名 
 
太田 晴久・昭和大学発達障害医療研究所 講師 
 
齊藤 卓弥・北海道大学医学研究院児童思春期精神
医学分野 教授 
 
 
Ａ．研究目的 
（１）児童精神科医の不足は全国に共通する課題

であり、診療待ち時間の短縮は児童の発達を考える
と緊急性が高い。北海道大学には専門医師養成を目
的に児童思春期精神医学分野が開設され、「さっぽ
ろ子どもの心の診療ネットワーク事業」として札幌
市の中核的医療機関の役割を担っている。札幌市全
域をカバーする児童精神科医療の連携とレベルアッ
プを目的とした先駆的な試みであり、行政のバック
アップのもとで相談・紹介と逆紹介を円滑に行う「コ
ンシェルジュ事業」がスタートしている。全国の実
状をアンケート調査した上で、児童思春期精神科医
療の札幌での拠点を実際に運用し、多職種・機関が
連携した運営ガイドラインを作成する。 
 
（２）昭和大学発達障害医療研究所と晴和病院で

は、全国に先駆けて専門外来とともに自閉スペクト
ラム症(ASD)に特化したデイケアを開設した。10年余
で計6,000名を越える患者を受け入れており、標準シ
ョートケアプログラムはすでに出版されている。こ
のような当事者の生活支援・社会参加を目指す事業
は他に例を見ない。本研究ではこの実績をもとに、
１）拠点機関に必要な機能について調査検討を行う。
２）東京都における拠点モデルを晴和病院に構築す
る。３）支援研究会の学会化と研修会や出張講義を
通して、発達障害診療の可能な医療機関を増やし、
モデルの全国化を図る。 
 
発達障害診療拠点医療機関の整備にあたっては地

域の実状を考慮する必要がある。その意味で児童と
成人の領域でそれぞれ実績があり、かつ背景の異な
る札幌市（地方中核都市）と東京都（首都圏）が実

際の運営ガイドラインを作成する意味は大きい。な
お、児童思春期から成人期への診療移行・引継ぎも
大きな課題であり、昭和大学発達障害医療研究所で
は対象患者に中高校生を含めることも視野に入れて
いる。当事者の生活支援拠点としてのグループホー
ムの利用、全国化に向けて診療報酬改訂への提言も
必要と思われる。同時に、海外での知見も参考にし
て、運用の成果を海外に発信していく。 
 
Ｂ．研究方法 
東京都精神障害者共同ホーム連絡会の協力を得て、

グループホームにおける発達障害事例の実数および
実態の調査を行う(配布数71／回答期待数60)。事例
があれば生活支援手法の内容検討を行う。晴和病院
におけるひきこもり事例の調査を訪問して行う。AS
D以外に、学生・就労者・引きこもり・ADHD向けのプ
ログラムの拡充も図る。（加藤進昌および晴和病院
研究協力者） 
家族のニーズ調査を昭和大学・晴和病院利用当事

者の家族を対象に行う（500家族、期待回収率50％）。
家族が望むことを把握し、東京都拠点病院モデル（晴
和病院）の設計に生かす。（昭和大学・晴和病院研
究協力者） 
（倫理面への配慮） 
それぞれの組織で倫理委員会から承認を得る。 
 
Ｃ．研究結果 
医療、行政に対するアンケート調査では多くの機

関（医療207機関、行政87機関）より回答を得た。現
状において既に果たされている機能と拠点機関に望
む機能との比較を行った。外来治療機能においては、
「専門的なデイケア・ショートケア機能」「家族支
援」の面でニーズに応えられていなかった。連携機
能においては、「児童精神科」「ひきこもり支援セン
ター」との連携がニーズの高さと現状とのギャップ
があった。その他、「支援者の育成・教育機会（専門
研修会・ショートケアプログラム見学・外来陪席な
ど）」が拠点機関に必要な機能としてニーズが高いが
現状では受け入れられていなかった。 
グループホームに対する調査は東京都精神障害共

同ホーム連絡会を通じてアンケートを実施した（配
布数72）。現在結果を解析中であるが、当該連絡会傘
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下のグループホームでは、発達障害者への関心は高
くない印象であった。プログラム拡充への取り組み
については、平成30年度にADHD専門プログラム（晴
和病院：総計12回、延べ参加者数207名、昭和大学：
12回１クールのプログラムを6回実施、延べ参加者数
72名）を実施した。発達障害の家族会（晴和病院：2
回、延べ56名、昭和大学3回、延べ120名）も開催し
た。また、発達障害の引きこもりの実態を明らかに
するため、晴和病院の発達外来全例のカルテ調査を
完了した。現在、引きこもりの有無について調査を
している。また、思春期から成人期へ移行例の実態
についてもカルテ調査で解析中である。 

成人発達障害支援研究会は10月に実施された札幌
大会において学会化（「成人発達障害支援学会」）を
達成し、200名以上の参加者があった。分科会では専
門デイケアで実施するASD専門プログラムの研修会
を実施した。研修会は参加者の満足度が高く、発達
障害診療に関する支援水準の向上に寄与するものと
思われる。学会化により、さらなる発達障害診療ネ
ットワークの強化、拠点機関モデルの全国化に向け
た基盤を構築した。 

児童精神科領域では、全国の諸自治体、イギリス、
韓国、シンガポールなどの諸外国の聞き取りから、
待機児童増加、ネットワーク・システムの欠如など
共有の問題を抱えていることが明らかになった。一
方で対策への取り組みは地域ごとに異なっており、
待機児童を減らすことができた地域ではサービスへ
のアクセスに何らかの絞り込みを行っていたが、そ
れが必ずしもユーザに対しての満足につながってい
ないことも明らかになった。ネットワークのへのニ
ーズまたそれを支える地域の資源にも地域差があり
ガイドライン作成の際に画一的なガイドラインでは
なく地域の現状に合ったフレキシブルなガイドライ
ンが求められていることが明確になった。 

 
Ｄ．考察 

本研究では、晴和病院を東京都拠点病院モデルと
して、発達障害者の包括的支援システムの構築を目
指す。現在展開している大学生グループ、就労ADHD
グループ、就活支援プログラムを拡充して発達障害
者の自立支援を目指す。民間の就労移行支援施設と
もネットワークを作り、連携を具体化していく。家
族に対しても「家族のつどい」を開催して家族同士
が助け合える家族会組織を目指す。今後はグループ
ホームのより詳細な実態調査のため、回収したアン
ケートを解析し、追加のヒアリング調査を行い（ヒ
アリング調査目標数：5例）、発達障害者に求められ
る生活支援の内容検討を行い、包括的支援システム
の中でのグループホームの役割を明らかにしていく。 

発達障害診療専門拠点機関に必要な機能について、
全国の医療機関（697機関）および行政（精神保健福
祉センター：69機関、発達障害者支援センター：94
機関）に対してアンケート調査を行なった。回答数
は医療機関では207機関、行政機関では87機関であっ
た。アンケート調査で明らかとなった事柄を踏まえ、
ガイドラインを作成していく必要がある。医療機関
に対するアンケート調査では64%が関東地方からの
回答であり偏りがみられた。拠点機関に望まれる機
能は地域の特性により異なる可能性もあり、より全
国的にアンケートを配布・回収する必要がある。ま
た、よりニーズに合った支援を提供するため、プロ
グラムの拡充(就労準備プログラム、一人暮らし調理
プログラム、家族プログラム等：すでに実施中)を行

う必要がある。これらの情報を基にしてガイドライ
ン作成のための検討会議を令和元年8月に実施して
いく予定である。 
拠点モデルの全国化を図るため、平成30年10月に

札幌にて成人発達障害支援研究会を開催し、学会化
を目指した。研修会や発達障害支援を実施している
機関のホームページにおける情報開示の準備を進め
る。発達障害支援学会を令和元年10月に名古屋で開
催する予定であり、全国化のための基盤としていく。 
児童思春期の発達障害の診断・治療における問題

点を1年目に明確にし、その成果に基づいて拠点機関
として求められる機能について2年目には具体的な
検討を行い、ガイドラインを作成する予定である。 
 
Ｅ．結論 
 晴和病院に東京都拠点モデルを構築する。相談（家
族・法律など）受付機能とともに、デイケアと一体
化したグループホームの設置を目指すが、ハードウ
エアが間に合わなければ既存のグループホームとの
連携も目指す。 
 
Ｆ．健康危険情報 
  該当なし 
 
Ｇ．研究発表 
 1.  論文発表 
1）Doi H, Fujisawa TX, Iwanaga R, Matsuzaki 

J, Kawasaki C, Tochigi M, Sasaki T, Kato N, Sh
inohara K. Association between single nucleoti
de polymorphisms in estrogen receptor 1/2 gene
s and symptomatic severity of autism spectrum 
disorder. Research in Developmental Disabiliti
es, [Epub ahead of print] 2018 
2）Itahashi T, Mimura M, Hasegawa S, Tani M, 

Kato N, Hashimoto R. Aberrant cerebellar-defau
lt-mode functional connectivity underlying aud
itory verbal hallucinations in schizophrenia r
evealed by multi-voxel pattern analysis of res
ting-state functional connectivity MRI data. S
chizophrenia Research, 197:607-608, 2018 
3）Yamagata B, Itahashi T, Nakamura M, Mimur

a M, Hashimoto R, Kato N, Aoki Y. White matter
 endophenotypes and correlates for the clinica
l diagnosis of autism spectrum disorder. Socia
l Cognitive and Affective Neuroscience, 13(7):
765-773, 2018 
 4）Yamashita M, Yoshihara Y, Hashimoto R, Ya
hata N, Ichikawa N, Sakai Y, Yamada T, Matsuka
wa N, Okada G, Tanaka SC, Kasai K, Kato N, Oka
moto Y, Seymour B, Takahashi H, Kawato M, Imam
izu H. A prediction model of working memory ac
ross health and psychiatric disease using whol
e-brain functional connectivity. eLIFE, e38844,
 2018 
5）加藤進昌．大人の発達障害とは ―診断の混乱

を克服するために―．保健の科学 60:45-49, 2018 
 6）金井智恵子，加藤進昌．第12章 成人期の発達
障害 ―ASDの最近の研究と臨床報告について．発達
障害の早期発見と支援へつなげるアプローチ 177-1
93, 2018 
 7）加藤進昌．発達障害．ドクターサロン 62(5):
37-41, 2018 
 8）加藤進昌．国際自閉症カンファランス東京201
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7の開催．発達障害白書2019年版 164,2018 
9）加藤進昌．英語教育と発達障害．英語教育 67

(13):50-51, 2019 
 
2.  学会発表 
1）加藤進昌．成人期の発達障害者支援 ～支援は

発達障害を知ってから始まる～．㈱Eパートナー社内
研修会，東京，2018/6/8 

3）加藤進昌．大人の発達障害への理解と対応 ～
特性を知り、良いところを伸ばす～． 消防大学校幹
部科講義，東京，2018/6/25 
 4）加藤進昌．成人の発達障害への理解とサポート
―専門外来とデイケアでの10年をふりかえって―．
福井県医師会産業医研修会，福井，2018/7/1 
 5）加藤進昌．大人の発達障害への理解．消防大学
校幹部科講義，東京，2018/8/31 
 6）加藤進昌．大人の発達障害外来とデイケア ～
１０年の経験からわかってきたこと～．医療法人栄
仁会宇治おうばく病院 成人発達障害研修会，京都，
2018/9/7 
 7）加藤進昌．「大人の発達障害」～その実像と対
応～．㈱Eパートナー企画セミナー，東京，2018/10
/12 
 8）加藤進昌．発達障害がある人への成人期デイケ
アの取り組みと就労について．平成30年度広島県発
達障害児・者診療医養成研修会，広島，2018/10/14 
 9）加藤進昌．発達障害について．新宿区高齢者総
合相談センター研修会，東京，2018/10/22 
10）加藤進昌．成人発達障害者支援について（教育

講演）．第6回成人発達障害支援研究会，札幌，201
8/10/27 
 11）加藤進昌．大人の発達障害への理解．消防大学
校幹部科講義，東京，2018/10/29 
 12）加藤進昌．成人の発達障害と障害者歯科．第3

5回日本障害者歯科学会総会，東京，2018/11/17 
13）加藤進昌．大人の発達障害の現状と課題．日本
科学技術ジャーナリスト会議 2018年11月例会，東京，
2018/11/29 
 14）加藤進昌．大人の発達障害への理解．消防大学
校幹部科講義，東京，2019/1/11 
 15）加藤進昌．発達障害と共に、どのように生きて
ゆくか．成田市ことばと心を育む親の会講演会，千
葉，2019/1/12 
 16）加藤進昌．発達障害を抱えている、もしくは発
達障害がありそうな親への支援について．「新生児・
妊産婦訪問指導事業」における訪問指導担当者研修
会，東京，2019/1/21 
 17）加藤進昌．大人の発達障害 ―特性の理解と生
活支援―．大和市健康福祉部障がい福祉課こころの
健康講座，神奈川，2019/2/15 
18）加藤進昌．大人の発達障害 ～新しい精神科医
療の可能性～．（一社）東京精神神経科診療所協会2
月例会兼第48回精神科外来薬物療法研究会，東京，2
019/2/16 
 19）加藤進昌．発達障害の生物学的背景．平成30
年度東京都発達障害者支援体制整備推進事業～医療
従事者向け講習会～，東京，2019/2/17 
20）加藤進昌．発達障害はこまでわかった ～引き
こもりとの接点を求めて～．明治安田こころの健康
財団集中講座1，東京，2019/2/23 
21）加藤進昌．発達障害の診断と治療的アプローチ
～障害者から納税へ～．明治安田こころの健康財団
集中講座2，東京，2019/2/24 
22）加藤進昌．アスペルガー症候群の臨床と脳画像
研究 ～発達障害の病態解明を目指して～（基調講
演）．AMED 平成30年度 脳とこころの研究 第四回公
開シンポジウム「脳とこころの発達と成長」，東

京，2019/3/2 
2）加藤進昌．障害の理解とコミュニケーション～

大人の発達障害～．世田谷区福祉人材育成・研修セ
ンター 平成３０年度多職種で学ぶ対人援助技術研
修，東京，2019/3/11 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 該当なし 
 
 2. 実用新案登録 
該当なし 

 
 3. その他 
 該当なし 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）） 
分担研究報告書 

 
 

成人期の発達障害診療専門拠点機関の機能の整備と安定的な運営ガイドラインの作成のための研究 
 
 

研究分担者 太田 晴久 昭和大学発達障害医療研究所 講師 
 

研究要旨 

発達障害が社会に認知されるとともに行政への相談や医療機関への受診者が急増してい
る一方、対応できる人材の不足と包括的な医療システムの未整備が喫緊の課題となってい
る。過去の厚労科研で提言された「各地域の実状に合わせた医療システム」を実装するため
に、本研究では児童・思春期の拠点機関を北海道大学、成人期の拠点機関を神経研究所附属
晴和病院、拠点統括を昭和大学発達障害医療研究所としてモデルを構築し全国化を見据えた
運営ガイドラインの作成を目的とする。 

 
Ａ．研究目的 
昭和大学では、全国に先駆けて専門外来とと

もに自閉スペクトラム症(ASD)に特化したデイ
ケアを開設した。10年余で計6,000名を越える患
者を受け入れており、標準ショートケアプログ
ラムはすでに出版されている。このような当事
者の生活支援・社会参加を目指す事業は他に例
を見ない。本研究ではこの実績をもとに、１）
拠点機関に必要な機能について調査検討を行う。
２）東京都における拠点モデルを晴和病院に構
築する。３）支援研究会の学会化と研修会や出
張講義を通して、発達障害診療の可能な医療機
関を増やし、モデルの全国化を図る。 
 
Ｂ．研究方法 
発達障害診療専門拠点機関に必要な機能につ

いて、全国の医療機関（697機関）および行政（精
神保健福祉センター：69機関、発達障害者支援
センター：94機関）に対してアンケート調査を
行なった。回答数は医療機関では207機関、行政
機関では87機関であった。拠点モデルの全国化
を図るため、平成30年10月に札幌にて成人発達
障害支援研究会を開催し、学会化を目指した。 
 
Ｃ．研究結果 
現状において既に果たされている機能と拠点

機関に望む機能との比較を行った。外来治療機
能においては、「専門的なデイケア・ショート
ケア機能」「家族支援」の面でニーズに応えら
れていなかった。連携機能においては、「児童
精神科」「ひきこもり支援センター」との連携
がニーズの高さと現状とのギャップがあった。
その他、「支援者の育成・教育機会（専門研修
会・ショートケアプログラム見学・外来陪席な
ど）」が拠点機関に必要な機能としてニーズが
高いが現状では受け入れられていなかった。成
人発達障害支援研究会は10月に実施された札幌
大会において学会化(「成人発達障害支援学会」)
を達成し、200名以上の参加者があった。分科会
では専門デイケアで実施するASD専門プログラ
ムの研修会を実施した。 

 
Ｄ．考察 
アンケート調査で明らかとなった事柄を踏ま

え、ガイドラインを作成していく必要がある。
医療機関に対するアンケート調査では64%が関
東地方からの回答であり偏りがみられた。拠点
機関に望まれる機能は地域の特性により異なる
可能性もあり、より全国的にアンケートを配
布・回収する必要がある。また、よりニーズに
合った支援を提供するため、プログラムの拡充
(就労準備プログラム、一人暮らし調理プログラ
ム、家族プログラム等：すでに実施中)を行う必
要がある。これらの情報を基にしてガイドライ
ン作成のための検討会議を8月に実施していく
予定である。研修会や発達障害支援を実施して
いる機関のホームページにおける情報開示の準
備を進め、発達障害支援学会を2019年10月に名
古屋で開催する予定であり、全国化のための基
盤としていく。 
 
Ｅ．結論 
 発達障害診療専門拠点機関に必要な機能につ
いて調査・抽出した。調査を関東圏以外の地域
を対象として更に進めるとともに、プログラム
の拡充にも取り組む。発達障害診療専門拠点機
関のモデルを構築し、全国化を見据えた運営ガ
イドラインの作成を行っていく。 
 
Ｆ．健康危険情報 
  該当なし 
 
Ｇ．研究発表 
 1.  論文発表 
1）Tei S, Fujino J, Hashimoto R, Itahashi

 T, Ohta H, Kanai C, Kubota M, Nakamura M,
 Kato N, Takahashi H. Inflexible daily beh
aviour is associated with the ability to c
ontrol an automatic reaction in autism spe
ctrum disorder. Scientific Reports, 8(1):8
082, 2018. doi: 10.1038/s41598-018-26465-
7. 
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2）Fujino J, Tei S, Itahashi T, Aoki Y, O
hta H, Kanai C, Kubota M, Hashimoto R, Nak
amura M, Kato N, Takahashi H. Sunk cost ef
fect in individuals with autism spectrum d
isorder. Journal of Autism and Development
al Disorders, 49(1):1-10, 2018. doi: 10.10
07/s10803-018-3679-6. 
3）Yamagata B, Itahashi T, Fujino J, Ohta

 H, Nakamura M, Kato N, Mimura M, Hashimot
o RI, Aoki Y. Machine learning approach to
 identify a resting-state functional conne
ctivity pattern serving as an endophenotyp
e of autism spectrum disorder. Brain Imagi
ng and Behavior, 2018. [Epub ahead of prin
t] doi: 10.1007/s11682-018-9973-2. 
4）Fujino J, Tei S, Itahashi T, Aoki Y, O

hta H, Kubota M, Isobe M, Hashimoto RI, Na
kamura M, Kato N, Takahashi H. Need for cl
osure and cognitive flexibility in individ
uals with autism spectrum disorder: A prel
iminary study. Psychiatry Research, 271:24
7-252, 2019. doi: 10.1016/j.psychres.2018.
11.057. 
5）太田晴久，丹治和世，橋本龍一郎，加藤進

昌．アスペルガー症候群の臨床と脳画像研究．B
RAIN and NERVE, 70(11), 1225-1236, 2018. 
6）太田晴久．第５章 : 発達障害・児童思春

期 Q56. 成人しているが自分はADHDではないか
と心配している人が来院しました。どのように
診断したらよいでしょうか？精神科臨床144のQ
&A精神科治療学 第33巻増刊号, 130-131, 2018 

 
 2.  学会発表 
1）五十嵐美紀．医療機関における大学生・引

きこもり支援の実例．口頭，第6回成人発達障害
支援学会，札幌駅前クリニック日興ビル分院/会
議・研修室ACU，2018/10/27-28 
2）今井美穂．発達障害者の就労に関する調査

研究 ―福祉機関と企業へのアンケートをとお
してみえること―．ポスター，第6回成人発達障
害支援学会，札幌駅前クリニック日興ビル分院/
会議・研修室ACU，2018/10/27-28 

3）五十嵐美紀．診療報酬化した発達障害専門
プログラムの試み，ポスター，第6回成人発達障
害支援学会，札幌駅前クリニック日興ビル分院/
会議・研修室ACU，2018/10/27-28 
4）小峰洋子．発達障害診療専門拠点機関に望

まれる機能について ―医療機関アンケートの
中間報告―，ポスター，第6回成人発達障害支援
学会，札幌駅前クリニック日興ビル分院/会議・
研修室ACU，2018/10/27-28 
5）太田晴久．医療機関における発達障害学生

の支援 ―当事者・家族へのニーズ調査の結果か
らみえること―，口頭，第40回 全国大学メンタ
ルヘルス学会，岡山大学創立五十周年記念館，2
018/12/6 
6）安宅勝弘，相澤直子，丸田伯子，田川杏那，

太田晴久．大学における発達障害学生支援に関
するニーズ調査 ―障害学生支援組織を対象と
した調査の結果から―，口頭，第40回全国大学
メンタルヘルス学会総会，岡山大学創立五十周
年記念館，2018/12/6 
7）小峰洋子，他．発達障害診療専門拠点機関

に望まれる機能について ―医療・行政機関アン
ケートの中間報告―．ポスター，日本精神障害
者リハビリテーション学会第26回東京大会，早
稲田大学国際会議場，2018/12/14-16 
8）五十嵐美紀，他．診療報酬化した発達障害

専門プログラムの試み，ポスター，日本精神障
害者リハビリテーション学会第26回東京大会，
早稲田大学国際会議場，2018/12/14-16 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 該当なし 
 
 2. 実用新案登録 
該当なし 
 

 3. その他 
 該当なし 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）） 
分担研究報告書 

 
 

児童思春期の発達障害診療専門拠点機関の機能の整備と安定的な運営ガイドラインの作成のための研究 
 
 

研究分担者 齊藤 卓弥 北海道大学大学院医学研究院児童思春期精神医学分野 特任教授 
 

研究要旨   
目的：発達障害が社会に認知されるとともに、行政への相談や医療機関への受診者が急増している

一方、対応できる人材の不足と包括的な医療システムの未整備が喫緊の課題となっている。過去の厚

労科研で提言された「各地域の実状に合わせた医療システム」を実装するために、本研究では児童・

思春期の拠点機関を北海道大学をモデルを構築し、全国化を見据えた運営ガイドラインの作成を目的

とする。児童精神科医の不足は全国に共通する課題であり、診療待ち時間の短縮は児童の発達を考え

ると緊急性が高い。札幌市での試みは教育医育機関が拠点となって行政とともに地域の可能な人材を

最大限に活用するとシステムを運用するためのガイドラインを作成する 

方法：全国の諸自治体、海外の聞き取りを基に発達障害における拠点機関に求められる機能につい

ての予備調査を行った。 

結果：1年目全国の諸自治体、外国の聞き取りを基に待機児童増加、ネットワーク・システムの欠如

など共有の問題を抱えていることが明らかになった。一方で対策への取り組みは地域ごとに異なって

おり、待機児童を減らすことができた地域ではサービスへのアクセスに何らかの絞り込みを行ってい

たが、それが必ずしもユーザに対しての満足につながっていないことも明らかになった。ネットワー

クへのニーズまたそれを支える地域の資源にも地域差がありガイドライン作成の際に画一的なガイド

ラインではなく地域の現状に合ったフレキシブルなガイドラインが求められていることが明確になっ

た。 

考察・結語：児童思春期の発達障害の診断・治療における問題点を1年目に明確にし、その成果に基

づいて拠点機関として求められる機能について明らかにした。発達障害診療ネットワークの拠点のな

るために国内外のエビデンスに基づいてエビデンスの高さ、必要性およびアンケートからの最大公約

数のニーズならびに地域の資源を加味したうえで、札幌モデルの経験を踏まえて、多職種・機関が連

携した地域の中核施設に求められる基本的な運営に必要なイメージ（ネットワークの構築のコンセプ

ト、ネットワークの具体的なモデル化、求められる資源等）を明確化し、それに基づいたガイドライ

ンを作成する。 
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Ａ．研究目的：発達障害が社会に認知されると
ともに、行政への相談や医療機関への受診者が
急増している一方、対応できる人材の不足と包
括的な医療システムの未整備が喫緊の課題とな
っている。過去の厚労科研で提言された「各地
域の実状に合わせた医療システム」を実装する
ために、本研究では児童・思春期の拠点機関を
北海道大学をモデルを構築し、全国化を見据え
た運営ガイドラインの作成を目的とする。児童
精神科医の不足は全国に共通する課題であり、
診療待ち時間の短縮は児童の発達を考えると緊
急性が高い。札幌市での試みは教育医育機関が
拠点となって行政とともに地域の可能な人材を
最大限に活用するとシステムを運用するための
ガイドラインを作成する 
Ｂ．研究方法：全国の諸自治体、海外の聞き取り
を基に発達障害における拠点機関に求められる機
能についての予備調査を行った。 
（倫理面への配慮） 
聞き取り調査および施設訪問に関しては，倫理的
問題は発生しない。 
Ｃ．研究結果 
1）札幌地区の調査の結果（コンシェルジェ事業を
開始しての変化を主に聴取） 
【福祉機関からの聞き取り】； 
〇療育機関、相談機関、保健センター、乳幼児健
診などでの対応や紹介経路の違いが目につく。ダ
イレクトで紹介する経路、それからコンシェルジ
ュ事業を通して紹介する経路、いろいろあると。
良い悪いは別として実感である。 
〇親たちから聞こえてくる声として、「以前は、
不安な時期に、初診まで１年待ち、もう予約とっ
ていません、よくても半年待ち、というのが多か
ったが、最近は、３カ月待ちと言われるようにな
った。」というものである。 
〇また、１５歳を超えてから気づいた場合や、１
５歳に近い年齢の場合など、とても不安が大きい
と思う。 
〇児童思春期の入院ベッドがない、情緒障害児短
期治療施設、福祉的な施設のベッドもない、この
場合、子どもたちはどこへ行けばよいのだろうと
思う。せっかく医療機関につながっても、そこか
ら先がないという不安がある。そして、制度の検
証を行ってほしいと思う。そして、各方面へ検証
結果を伝えてほしい。 
〇問題として、このネットワークで、小さい子ど
もたちだけではなくて、大きな子どもたちも何と
かできないかと思っている。放り出されたらどう
しようという不安が、親たちの中では一番強い。 
〇各方面の私たちができることとして、専門職と
してこの事業を理解してつなげる、これを今より
もっともっとつなげていきたいと思う。  

【教育現場からの聞き取り】： 
〇困りを抱えているお子さんをお持ちの保護者の
皆さんに、どのように医療と連携して学校現場が
スムーズに、子どもたちの楽しい学校づくりのた
めに寄与できればと思う。 
〇一般教育相談と特別支援教育相談の２班合計
は、来所の相談件数が３,３９０件、電話は３,０
６４件で、計約６,０００件以上である。この相談
を６名の担当指導主事と非常勤で対応している。
就学相談受付数４４８件は、通常の学級で学んで
いるお子さんの中で、特別支援教育を受けたいと
いう形で転籍の手続をとる場合である。特別支援
教育相談がある。平成２７年度の相談件数は、２,
１３６件であり、約８６％以上が発達障害に関わ
る相談である。 
〇発達に関わる相談対応の待ち期間がクローズア
ップされており、現在、１カ月以内にできるだけ
という形で進めているが、もっと早く対応できな
いかということで、４名の増員となり、２９年度
に向けて万全の体制をとっているところである。
また、「医学的診断」について、当課の相談室で
も医師に来所いだき、医学的な診断業務、相談を
している。年間約３０件、１回約３件。保護者か
ら、医師の診察、診断を受けたいという御希望が
あった場合、医学的な診断につないでいる。 
〇平成２７年１０月から始まったコンシェルジュ
事業について、当初ハードル・敷居が高くて、こ
の利用について学校現場にスムーズにおろすこと
がなかなかできなかった。学校での周知の方法と
して、教員研修をちえりあ（教育相談）で行って
おり、講座を開いて、その中で医療機関の連携に
ついても説明しているところである。医療機関と
の連携について、学校としては、発達障害の疑い
のあるお子さんなどを把握しているとはいえ、確
固たる確証を持っているわけではなく、どう接し
てよいか、なかなか判断が難しい。さらに、学校
が医療機関を積極的に勧めることが切り出せない
理由として、保護者に説明が難しいことがあげら
れる。保護者としては、どんな診察や治療をされ
るのだろうか、それから、学校は自分の子に障が
いがあるとでも言いたいのだろうか、うちの子だ
けが特別なのだろうかというような捉え方があ
り、また、担任の先生が医療分野にさほど知識が
ないということなどから、思い切って医療機関に
相談することができないとものと考えている。た
だ、いざ医療へのつなぐとなると、まだまだ、ど
のようなルートで、どう進めていくのかが分から
ない。 
【発達支援センターからの聞き取り】： 
・コンシェルジュのイメージ図は、心の悩みや発
達の不安のあるお子さんが一次医療機関に相談さ
れ、コンシェルジュ事業の担当施設が児童精神科
の医療機関を紹介するという流れである。こうい
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った一連の流れは、振り返ってみると、児童精神
科医が少ない、子どもの心にかかわる医者が少な
いというのは札幌に限ったことではなく、全国的
なものであり、厚生労働省も早くからこの取り組
みを行っており、１０年前には「子どもの心の診
療医」を育成しようということで、事業を始めて
いた。自分も１０年前ぐらいは、この研修会で、
東京の成育医療センターに行って講義を受けたり
していたが、これがまさに札幌市でシステムとし
て稼働し始めたという現状かと思う。「気づく・
かかわる・つなぐ」という言葉について。よく自
殺のリスクのある方を医療機関につなぎましょう
というときに、ちょっと様子がおかしいなという
ことで「気づいて」、そして、どうかしたのとか、
何かあったら言ってねという声をかけてあげたり
して「かかわる」、そして、やっぱり心配な方は
医療機関に「つなぐ」ということで、「気づく・
かかわる・つなぐ」。 
・よく使われる言葉だが、これは子どもの心の医
療でも同じである。ただ、グループで、自分たち
が連携してチームを作ってサポートすることが大
事かなと思っている。医療につなぐことで、これ
で一安心ではない。学校の先生や親御さんは、医
療が最後のゴールというようなイメージを持たれ
ているかもしれないが、医療と連携することが、
がまさに支援のスタートであり、つなぐのではな
く、つながって一緒にみんなで協力して、知恵を
出し合って、子どものために働いていけたらよい
のかと思う。 
・児童精神科の受診までに時間がかかるというの
は、本当に札幌市に限ったことではなく。全国の
状況として、やはり発達障害を専門的に見てくれ
る医療機関に受診しようとしたときに、大体初診
まで３カ月を超える施設が半数程度ある。全国の
主要な２７施設にでは、長いところでは１０カ月
を超え、１１カ月という待機期間もあったとのこ
と。そのような意味で、まず待機期間の短縮とい
うことでは、コンシェルジュ事業はその成果があ
らわれてきているのかなと思う。 
・あくまで医療の立場として、診察までのスピー
ドだけが重要視されてしまうのもまた悩ましいと
ころがある。コンシェルジュという素晴らしいシ
ステムができたが、児童精神科医が急増したわけ
ではない。 
・そして、中学校だと、スクールカウンセラーが
ほぼ全校配置されており、身近な心理職で医療に
近い立場として、学校の外から学校内に入ってく
れる支援者として、ぜひスクールカウンセラーな
どとも連携しながら、サポートをお願いできたら
よいかと思う。 
・コンシェルジュ事業から、児童精神科の専門機
関に紹介となっているが、まだ支援の流れが一方
通行である。発達障がいのお子さんだと、医療に

つながって一定期間で支援が終了するわけではな
いので、例えば、一定の診断やアセスメント、見
立てと言われる作業を行い、今後どうするかを話
し合い、安定した後には、かかりつけの先生に再
度何かあったら戻ってきてください、ただ、一定
間隔をあけてフォローアップさせていただく間の
診察は身近なかかりつけの先生にお願いするとい
うような流れができると、さらにこのネットワー
ク事業がより円滑に運営されると思う。 
・最後に、医療者として、やはり医療の質の標準
化、あるいは均霑化、つまり可能な範囲でこの児
童精神科医療に関しても同じような医療が提供で
きるようになればよいと思う。均霑化は、よくが
ん治療で、全国どこでも同じ医療レベルのがん治
療が受けられるようにということで、この言葉が
用いられる。 
・そのためには、研修会を開催するなど、また、
研修を受けてくださった先生方に修了証を発行す
るなど、何か参加された先生にもメリットがあれ
ばよいと思う。また、医療機関同士の連携、そし
て児童精神科医を増やすというのも目指したいと
ころで、今後、自分たち多くの医者が連携して、
学生にその魅力を伝えていきたいと思う。 
・そして、やはり若い先生が早い段階から、子ど
もさんの心や発達の悩みに関する臨床経験を持つ
こともすごく大事だと思う。新しい専門医制度も
始まる中で、医者の研修が標準化されていき、全
ての精神科医が児童精神科の経験もしなさい、小
児科の先生も心や発達の研修を済ませてください
というプログラムづくりがされるようなので、一
緒に仕事ができる仲間が増えるとよいと思う。 
【小児科医との聞き取り】： 
・一般的な小児科医は発達障害の評価・治療に関
する地域トレーニングを十分に受ける機会がなく
単に講義だけではなくワークショップやハンド・
オンのトレーニングを必要としている。発達障害
の小児科での診療報酬を検討してほしいなどの要
望が挙げられた。 
２）山形県置賜地区での聞き取り調査（児童思春
期における障害の診断・治療の課題） 
〇専門家の不足（育成はされても、雇用に結びつ
かない為他県に流出する） 
〇場の不足（病院だけでなく、学校と病院との中
間に位置するような“専門性を持った相談機関”
の欠如） 
〇療育の供給が追い付かず、診断を受けたとして
も療育に繋がらない） 
〇子に関わる関係者の教育・研修の場の不足 
〇発達の問題は一生もの――資源の乏しい地方だ
からこそ、切れ目のない支援に向けたシステムの
整備が急務 
１． 乳幼児期の問題点 
〇乳幼児期の子どもは、自治体の保健師によって、
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訪問や健診を通して心身の発達をチェックされて
いる。発達に心配な点が見られる乳幼児を専門機
関に繋ぐ場合、筆頭に挙げられるのは『山形県立
こども医療療育センター』であるが、予約は常に
飽和状態で、半年以上の新患予約待機が常態化し
ている。次いで検査・診察が可能なシステムとし
て挙げられるのは、児童相談所における精神科医
及び児童心理司等による精密健診である。しかし
平成30年度より、“地域に乳幼児の精神発達面を
フォロー出来る機関が増えた為、児童相談所によ
る精密健診は、虐待のリスクが在るケースを主と
する”方針となった。よって、虐待のリスクが無
いケースは利用出来ない。 
〇置賜地方において、乳幼児の検査・診察・療育
が可能な機関があるかと言えば、殆ど無いのが現
状である。児童思春期外来を開設している民間病
院は存在するが、乳幼児を受け入れられる現状に
は無い。それは、乳幼児に発達の遅れや偏りが在
ると診断された場合、その先に『療育の必要性』
が生じる訳だが、この療育の場が殆ど無いために、
療育までフォローできる県立の療育センターを勧
めざるを得ないからである。県立やまなみ学園内
に設けられた療育相談支援センター「おあしす」
も、すぐに飽和状態となり、需要の多さに応えら
れる状況に無い。療育センターに繋がって幸運に
も療育が受けられるとしても、置賜地方の家庭に
とって、療育センターは遠く、通いにくいのが事
実である。それゆえ中断してしまうケースも少な
くない。 
〇他県では、公立病院・民間病院を問わず、子ど
も向けの作業療法が可能な場所が複数存在してい
る。一方山形県では、療育を殆ど療育センターに
集中・依存し、療育の場の展開が成されてこなか
った。ゆえに、需要と供給のバランスが著しく偏
った状況を何年も維持しており、そのしわ寄せが
子どもたちにやって来ている。 
２．学童期～思春期の問題点 
〇発達障害が広く認知されてきたことに伴って、
学校から専門機関の受診を勧められるケースが増
加している。療育センターでも小学生の受診は受
け入れ可能だが、先述のように初心まで半年以上
かかることは広く知られている為、学校では児童
思春期外来を要する病院を勧めることが殆どであ
る。ただし、病院もまた予約待機が長期に渡る傾
向にあり（数か月～半年）、需要に対して早いう
ちに対応出来てはいない。 
〇学童期～思春期は、子どもたちや保護者に対応
する学校教員への専門的なアドバイスが重要であ
り、実際需要も高い。病院によっては教員へのア
ドバイスを積極的に行っているが、多くは無い。
保護者以外の関係者に対してアドバイスをするこ
とが、利益には繋がりにくいためである。 
〇（子どもに関わる関係者に向けて、専門的な情

報やアドバイスを提供すること，その機会・場の
必要性） 
〇子どもに様々な専門家が関わるようになり、個
人情報保護や倫理的観点から見て、教育現場の“非
常識な常識”が見えてくるようになった。「児童
生徒の知能検査を早く行い、結果を知って対応し
たい」という考えから、教員が知能検査を行う場
合もあるが、中には重要な視点や観察に欠け、知
能指数だけが示され、その後の関わりへの効果的
で具体的なアドバイスが為されないケースがあ
る。また、特別支援学級への移籍等に関わって、
養護学校の教員が検査をする場合があるが、この
時、“依頼者が教育委員会である”ことを理由に、
本人と保護者に検査結果が開示されず、『特別支
援学級在籍該当と判定された』という結果だけが
伝えられるのが“常識”となっている。一般的に
考えて、個人情報や倫理の観点からも問題である
ことは明らかであり、疑問を持つ保護者との齟齬
を生んでいる。「どうして特別支援学級該当とな
ったのか」が分からないまま在籍を移すよう勧め
られる保護者の中には不信感が募る場合も多く、
学校との関係が悪化し、子ども本人への適切な教
育の提供が大幅に遅れる一因ともなっている。 
また、発達や精神面に不安を抱える子どもやその
親が、精神科病院や学校に相談するとは限らない。
地域の小児科や内科のクリニックであったり、ス
ポ少などの習い事の場であったりする。子どもの
心身に不調が出た時、“土地の神様”や“竜神様”
に視てもらったというエピソードは、今でもよく
耳にすることであり、保護者にとって精神科病院
に相談に行くよりも、竜神様に行く方が敷居が低
いことをよく表している事実である。学校と専門
機関の中間に位置するような、つまり専門性を持
った機関ながら相談しやすいような場所（と専門
スタッフ）を切望する声は、保育や教育の現場か
ら多く寄せられる。病院しか相談出来る場所が無
いから病院を勧めるが、保護者の中にはそれを「自
分の子どもを異常と言われた」と受け取り、スム
ーズな支援に結び付きにくい為である。 
3．多職種の養成の問題 
〇『療育や相談・治療の場の不足』は、専門家の
不足と直結している。場が無い（あったとしても
非常勤であることが多く、不安定な身分と生活に
なる）ことは専門家の他県流出を促進し、専門家
の他県流出は場の整備を滞らせる。例えば作業療
法士は県立の大学でも育成しており、中には子ど
もの療育に興味を持つ学生も存在するが、雇用の
場が無いために、県内に留まることは少ない。言
語聴覚士も同様である。 
3．鹿児島県からの聞き取り調査 
〇待機期間をどうしたらいいのかという問題と、
それともう一つは、鹿児島県の場合、北海道みた
いに広いところではないのですけれども、離島が
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結構たくさんあり、発達障害者支援センターにあ
る程度医療的な機能を持たせ、支援部というのが、
鹿児島県全体のそういう支援の体制を整えようと
いうような意味で支援部というのをつくったので
すけれども、支援部の中に、いわゆる発達障害者
支援センターの機能を果たす発達支援課と、あと、
診療とリンクして地域をいろいろ育てていく地域
支援課に機能を分離した。そのことによって教育
との連携が改善した。 
〇鹿児島県の話になるのですけれども、平成２５
年から平成３０年にかけて、この５年間で、人口
減もありますので、全生徒数が４,１３３人減って
いるのですね。そうなのだけど、特別支援学級の
生徒は２,４１４人ふえて、支援学校の生徒は３５
４人ふえて、通級の生徒が４５７人ふえていると
いう、支援の必要な子たちがどんどんうなぎ上り
に増えている。鹿児島県では、支援学級とかの先
生の中で、そういう障害児教育を受けている先生、
あるいは、支援学級での経験が３年以上の先生の
割合というのが３０％未満なのですよ。なので、
７０％は通常の学校の先生たちが支援学級を受け
持っているというところになって、そういう施設
の中で、とてもセンスのいい先生たちはやってい
けるかもしれないけれども、多くの場合、支援学
級に入っても、それだけの、期待されているだけ
の成果が出ないというところもちょっと困ってい
る。 
〇診察していて、診断基準満たさないけど困りが
強いなという子たちが結構多くて、何とかこの辺
の子たちをこちら側へ持ってくるのではなくて、
環境を整えていく必要がある。 
〇鹿児島県では紹介票というのが、ここ、診断前
支援と言って、医者さんが診断をしたりとか診察
をする以前に支援をスタートするというのが、こ
この診断前支援という考え方です。早期気づきで
見つかった子たちを全員、さっきの２０％超える
子たちを専門的な機関で診察して、診断して、専
門的な支援にしたら、とてもじゃないけどパンク
してしまう。こういうサービスが本当に必要な子
たちがサービスを受けられないという現状になっ
てしまうので、そういうふうに考えたときには、
診断前支援だけでも基本的にはやっぱり対応でき
ないので、一般的な子育て支援の中で対応する子
たちを増やす必要がある。 
〇紹介票ですが、紹介票を使うことで、本人、家
族からの直接予約ではなくて、学校とか保育所、
児童発達支援事業所など支援者からの予約に統一
したということと、それから、この結果ですね、
待機期間を有効活用できたのではないかなという
ような、そういうような評価を得たということに
なります。 
〇紹介票は、子どもとか保護者から直接、うちの
療育センターに診察の予約を今まで受けていたの

ですね。それを、一応中止して、市町村の、親子
教室、こういうところも含めてなのですけれども、
保育所、幼稚園、認定こども園、それから児童発
達支援事業所、このような、実際に子どもたちを
支援している施設から紹介票を受けるというよう
な形にすることで、既に支援が始まっている段階
で診察を受けにきます。そのため、子どもたちの
状況が私たちもわかりやすいですし、それから、
私たちがアセスメントして地域に返したときに、
そこのアセスメントを受けて対応していただくと
ころが明確になっているというところが重要で
す。それと、うちのセンターはやっぱり四、五カ
月待ち時間があるのですけれども、その間にここ
と連携をとることで、ここでの支援というところ
もちょっとアドバイスできるという、そういう利
点があるし、お母さんの不安もちょっとそこで相
談ができるという、そのような仕組みができまし
た。 
〇受診待機期間がどうなったかということに関し
ましては、このように、平成２７年が紹介票導入
前ということになります、２８年が導入後という
ことになるのですけれども、平成２７年、導入前
は大体、待機期間のピークが、大体４カ月から５
カ月ぐらいだったのですけれども、次の年になる
と、それが２カ月から３カ月まで減りました。 
イギリスでの聞き取り調査 
〇イギリスにおいても待機時間は、発達障害の待
機時間は重大な問題であり様々な対応が考えられ
ている。 

 
（King‘ｓ collegeにおけるADHDの紹介と待機
時間の変遷、Dr.Mullerより） 
発達障害の診療の需要に対して待機時間を短縮す
るためには、１）一般精神科医の教育、小児科医
の教育により増える需要に対応すること、２）診
断・治療が確定した時点で逆紹介をできるシステ
ムを構築すること、３）診断・治療に関するネッ
トワークを構築することが挙げられていた。 
〇児童から青年期への移行あたっては成人の成人
のクリニックの最優先事項とし、大学での保健セ
ンターにおける発達障害の診断・治療システムの
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充実を実践する。 
D：考察：発達障害診療ネットワークの拠点のなる
ために国内外のエビデンスに基づいてエビデンス
の高さ、必要性およびアンケートからの最大公約
数のニーズならびに地域の資源を加味したうえ
で、札幌モデルの経験を踏まえて、多職種・機関
が連携した地域の中核施設に求められる基本的な
運営に必要なイメージ（ネットワークの構築のコ
ンセプト、ネットワークの具体的なモデル化、求
められる資源等）を明確化し、それに基づいたガ
イドラインを作成する。 
 E:結語：児童思春期の発達障害の診断・治療にお
ける問題点を1年目に明確にし、その成果に基づい
て拠点機関として求められる機能について明らか
にした。 
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なし 
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５． 市川宏伸，齊藤万比古，齊藤卓弥，仮屋暢
聡，小平雅基，太田晴久，岸田郁子，三上克央，
太田豊作，姜昌勲，小坂浩隆，堀内史枝，奥津大
樹，藤原正和，岩波明 成人用ADHD評価尺度
ADHD-RS-IV with adult prompts日本語版の信頼性
および妥当性の検討，精神医学60（4），399-409，
2018 
６． 館農勝，中野育子，白木淳子，館農幸恵，
金澤潤一郎，白石将毅，河西千秋，氏家武，齊藤
卓弥：成人期ADHD 症状評価スケールHokkaido ADHD 
Scale for Clinical Assessment in Psychiatry 
(HASCAP) について，精神医学，60（１２）1403-1411，
2018 
7．. 齊藤卓弥：ADHDの病態・遺伝要因と環境要
因，最新医学別冊発達障害，62-69，2018 
8. 齊藤卓弥:注意欠如多動症（ADHD）子どもか
ら成人への連続性―最近の大規模コホート研究結
果から考える―，日本精神神経学会誌，１２０（１
１） １００６－１０１０，2018 
9．齊藤卓弥 注意欠如・多動症 （成人） 1056
今日の治療指針 福井次矢 高木誠 小室一成編
集 医学書院 東京 2019 
２．学会発表 
 １．齊藤卓弥 発達の視点から見たサイコセラ
ピーとエビデンス 第１９回日本サイコセラピー
学会 札幌 ２０１８（特別講演） 
２．齊藤卓弥：ADHD治療の近未来－新しい薬物療
法の可能性，第28回日本臨床精神神経薬理学会・
第48回日本神経精神薬理学会合同年会，東京，2018 
（シンポジウム） 
３．齊藤卓弥：拠点病院における思春期での発達
障害医療への役割，第6回成人発達障害支援研究
会，札幌，2018 （シンポジウム） 
４．齊藤卓弥：発達と生物学視点からの自殺，第
59回日本児童青年精神医学会総会, 東京, 2018 
（シンポジウム） 
５．齊藤卓弥：児童思春期のうつ病といらいら気
分（易怒性），第59回日本児童青年精神医学会総
会, 東京, 2018 
６．齊藤卓弥：児童思春期精神科医の養成:自治体
による寄附講座による児童思春期精神科養成プロ
グラムの意義,児童思春期精神医学への寄附講座
の意義と課題：札幌市による北海道大学での寄附
講座設立の経験から，第114回日本精神神経学会学
術総会，神戸，2018 （シンポジウム） 
７．齊藤卓弥 ADHD治療の世界動向 日本ADHD学
会第１０回総会 川崎 ２０１９（シンポジウム） 
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究会 札幌 ２０１９ （シンポジウム） 
  
8． Takuya Saito Diagnosis of Adult ADHD, 
Expert Seminar: Neuropsychological assessment 
of ADHD in adult Seoul Korea 2019 
9． 齊藤卓弥 子どものうつ病 第6回 睡眠
とうつ病の研究会 東京 2018 
10． 齊藤卓弥 災害時の心的外傷の対応 第10
回 日本精神神経学会 小児精神医療研修会 札
幌 2018 
11． 齊藤卓弥 ADHDにおける診断の実際 平成
30年度精神保健に関する技術研修 第11回 発達
障害地域放火右支援研修： 精神保健・精神医療 
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 
2018  
12． 齊藤卓弥 札幌市の地域支援体制づくり 
平成30年度精神保健に関する技術研修 第11回 
発達障害地域放火右支援研修： 精神保健・精神
医療 国立精神・神経医療研究センター精神保健
研究所 2018  
６． 齊藤卓弥 ADHDと二次障害 平成30年度東
京都医療従事者向け発達障害者支援研修 東京 
2018 
７． 齊藤卓弥 発達障害の子どもから大人への
切れ目のない発達症の支援 平成30年公徳会教育
研修会講演 米沢 2018 
８． 齊藤卓弥 ADHD治療薬の現状と将来の展望 
浜松医科大学合同講座講演会 浜松 ２０１９ 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定も含む） 
 1. 特許取得 
なし 
 2. 実用新案登録  
なし 
 3. その他 
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作成上の留意事項                                                                                 
  １．「Ａ．研究目的」について                                                                 
   ・厚生労働行政の課題との関連性を含めて記入すること。                                       
  ２．「Ｂ．研究方法」について                                                                 
   (1) 実施経過が分かるように具体的に記入すること。                                           
   (2) 「（倫理面への配慮）」には、研究対象者に対する人権擁護上の配慮、研究方法による研究対   
       象者に対する不利益、危険性の排除や説明と同意（インフォームド・コンセント）に関わる状況、 
       実験に動物対する動物愛護上の配慮など、当該研究を行った際に実施した倫理面への配慮の内容   
       及び方法について、具体的に記入すること。倫理面の問題がないと判断した場合には、その旨を   
       記入するとともに必ず理由を明記すること。                                                 
          なお、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成２５年文部科学省・厚生労働省・ 

経済産業省告示第１号）、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（平成２６年文部科学省・
厚生労働省告示第３号）、遺伝子治療等臨床研究に関する指針（平成２７年厚生労働省告示第３
４４号）､厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針（平成１８
年６月１日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知）及び申請者が所属する研究機関で定めた倫
理規定等を遵守するとともに、あらかじめ当該研究機関の長等の承認、届出、確認等が必要な研
究については、研究開始前に所定の手続を行うこと。 

  ３．「Ｃ．研究結果」について                                                                 
   ・当該年度の研究成果が明らかになるように具体的に記入すること。                             
  ４．「Ｆ．健康危険情報」について 
      ・研究分担者や研究協力者の把握した情報・意見等についても研究代表者がとりまとめて総括研究 
      報告書に記入すること。 
    ５．その他                                                                                   
     (1) 日本工業規格Ａ列４番の用紙を用いること。                                               
    (2) 文字の大きさは、１０～１２ポイント程度とする。                                         
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