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１ 計画
けいかく

の位置付け
い ち づ け

 
 

 福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 11条
だい１１じょう

第 2項
だい２こう

の規定
き て い

に基づく
も と づ く

「都道府県
と ど う ふ け ん

における障
しょう

がい者
しゃ

のための施策
し 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

」として作成
さくせい

する

計画
けいかく

です。 

 本計画
ほんけいかく

は、2018
２０１８

（平成
へいせい

30
３０

）年度
ね ん ど

に施行
し こ う

された、本県
ほんけん

の障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

や方向性
ほうこうせい

を定めた
さ だ め た

「 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も幸せ
しあわせ

に暮
く

らせる福井県
ふくいけん

共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

」の実施
じ っ し

計画
けいかく

として位置づける
い ち づ け る

もので、名称
めいしょう

を「ふくい共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

プラン
ぷ ら ん

」とします。 

 

２ 計画
けいかく

期間
き か ん

 
 

 計画
けいかく

の期間
き か ん

は、2023
２０２３

（令和
れ い わ

5
５

）年度
ね ん ど

から2027
２０２７

（令和
れ い わ

9
９

）年度
ね ん ど

までの5
５

年間
ねんかん

としていま

す。 

 

３ これまでの施策
し さ く

の評価
ひょうか

 
 

 本県
ほんけん

では、平成
へいせい

30
３０

年
ねん

に「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、互いに
た が い に

支え合い
さ さ え あ い

、生きがい
い き が い

のある暮らし
く ら し

ができる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とする

「第 6次
だ い ６ じ

福井県
ふくいけん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」（計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

～34
３４

年度
ね ん ど

）を策定
さくてい

し、「共
とも

に

生きる
い き る

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」「自立
じ り つ

した生活
せいかつ

・自己
じ こ

実現
じつげん

の支援
し え ん

」「ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応じた
お う じ た

生活
せいかつ

支援
し え ん

」「心
こころ

の健康
けんこう

の推進
すいしん

」「安心
あんしん

・安全
あんぜん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

」の5
５

つの基本
き ほ ん

目標
もくひょう

に

基づき
も と づ き

、障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

や、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
など

の養成
ようせい

、賃金
ちんぎん

の向上
こうじょう

、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

整備
せ い び

の推進
すいしん

などに取り組
と り く

んできました。 

 「共
とも

に生きる
い き る

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」では、共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

に関する
か ん す る

出前
で ま え

講座
こ う ざ

を延 400回
のべ４００かい

実施
じ っ し

することを目標
もくひょう

とし、平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

から元年度
がんねんど

にかけ、小中学校
しょうちゅうがっこう

や公民館
こうみんかん

等
とう

で理念
り ね ん

の

普及
ふきゅう

を行いました
お こ な い ま し た

が、新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

等
など

で令和
れ い わ

2
２

年度
ね ん ど

以降
い こ う

、対面
たいめん

での開催
かいさい

が困難
こんなん

になったこともあり、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

で約
やく

300
３００

回
かい

の実施
じ っ し

となっています。 

「自立
じ り つ

した生活
せいかつ

・自己
じ こ

実現
じつげん

の支援
し え ん

」では、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

を目標
もくひょう

とし、目標
もくひょう

どおり健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

ごとに6
６

カ所
か し ょ

で設置
せ っ ち

しました。ま

た、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
など

養成数
ようせいすう

は2
２

,000
０００

人
にん

の養成
ようせい

を目標
もくひょう

として、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で1
１

,787
７８７

人
にん

の養成
ようせい

を行って
おこなって

います。 

「ライフステージに応じた
お う じ た

生活
せいかつ

支援
し え ん

」では、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

設置
せ っ ち

市町数
しまちすう

を

全市町
ぜんしまち

とする目標
もくひょう

をかかげていましたが、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で12
１２

市町
し ま ち

となっていま

す。また、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
Ａ が た

・Ｂ型
Ｂ が た

事業所
じぎょうしょ

における賃金
ちんぎん

・工賃
こうちん

について全国
ぜんこく

順位
じゅんい

を

Ａ型
Ａ が た

は10
１０

位
い

以内
い な い

、Ｂ型
Ｂ が た

は1
１

位
い

とすることを目標
もくひょう

として、商談会
しょうだんかい

やアドバイザー
あ ど ば い ざ ー

の派遣
は け ん
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等
など

様々
さまざま

な取り組み
と り く み

を行い
おこない

、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

の平均
へいきん

賃金
ちんぎん

・工賃
こうちん

の全国
ぜんこく

順位
じゅんい

はＡ型
Ａ が た

が 10位
い

、

Ｂ型
Ｂ が た

が1
１

位
い

であり目標
もくひょう

を達成
たっせい

しています。 

 

４ 計画
けいかく

策定
さくてい

の背景
はいけい

 
 

 国
くに

においては、平成
へいせい

26
２６

年
ねん

１月
１ が つ

に、障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

および基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

を確保
か く ほ

し、

障
しょう

がい者
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

することを目的
もくてき

として、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

の実現
じつげん

のための措置
そ ち

等
とう

について定める
さ だ め 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

」（障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

）を

批准
ひじゅん

しました。  

この条約
じょうやく

では、 障
しょう

がいは主
おも

に社会
しゃかい

によって作られた
つ く ら れ た

障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

への統合
とうごう

の

問題
もんだい

であるという、「障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデル」の考え方
かんがえかた

が反映
はんえい

されています。 

この条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

に先立ち
さ き だ ち

、国
くに

では国
こく

内法
ないほう

の整備
せ い び

が進
すす

められてきました。 

平成
へいせい

23
２３

年
ねん

8
８

月
がつ

には障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

が改正
かいせい

され、障
しょう

がい者
しゃ

を社会
しゃかい

参加
さ ん か

の主体
しゅたい

とした共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

が新た
あ ら た

に目的
もくてき

に加えられる
く わ え ら れ る

とともに、 障
しょう

がい者
しゃ

の定義
て い ぎ

に社会
しゃかい

モデル
も で る

の

考え方
かんがえかた

が盛り込まれました
も り こ ま れ ま し た

。また、同年
どうねん

6
６

月
がつ

には「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対する
た い す る

支援
し え ん

等
など

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

）」が制定
せいてい

されました。 

平成
へいせい

24
２４

年
ねん

6
６

月
がつ

には、「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」が「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
そう

 

合
ごう

的
てき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）」に改正
かいせい

され、改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

を

踏まえた
ふ ま え た

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

が新た
あ ら た

に設けられた
も う け ら れ た

他
ほか

、障
しょう

がい者
しゃ

の範囲
は ん い

に難病
なんびょう

等
とう

を追加
つ い か

、障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

を標 準 的
ひょうじゅんてき

な支援
し え ん

の度合い
ど あ い

を総合的
そうごうてき

に示す
し め す

障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

に変更
へんこう

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

の

対象
たいしょう

を拡大
かくだい

するなど 障
しょう

がい者
しゃ

に対する
た い す る

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

、サービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の計画的
けいかくてき

整備
せ い び

など

が規定
き て い

されました。 

 また、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

する障
しょう

がいのある人
ひと

の数
かず

が増加
ぞ う か

してい

ることを踏まえた
ふ ま え た

、自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

や 就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

といった新た
あ ら た

な 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の創設
そうせつ

、高齢
こうれい

の 障
しょう

がいのある人
ひと

の介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う

の支援
し え ん

、

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がい児
じ

等
など

、障
しょう

がい児
じ

支援
し え ん

のニーズ
に ー ず

への多様化
た よ う か

へのきめ細か
こ ま か

な対応
たいおう

等
とう

を内容
ないよう

とする改正
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

が平成
へいせい

28
２８

年
ねん

5
５

月
がつ

に成立
せいりつ

し、平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

から

施行
し こ う

されました。 

令和
れ い わ

3
３

年
ねん

6
６

月
がつ

には、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

の義務化
ぎ む か

などを規定
き て い

する

「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

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

25
２５

年
ねん

制定
せいてい

）」が改正
かいせい

・公布
こ う ふ

さ

れ、3
３

年
ねん

以内
い な い

に施行
し こ う

されることとなりました。 

令
れい

和
わ

3
３

年
ねん

9
９

月
がつ

には「医療的
いりょうてき

ケア児
け あ 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

」が施行
し こ う

され、

医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

及び
お よ び

その家族
か ぞ く

が適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受けられる
う け ら れ る

よう基本
き ほ ん

理念
り ね ん

が定められる
さ だ め ら れ る

とと

もに、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

が明
あき

らかにされました。 

令和
れ い わ

4
４

年
ねん

5
５

月
がつ

には障
しょう

がいのある人
ひと

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

利用
り よ う

・意思
い し

疎通
そ つ う

に係る
か か る

施策
し さ く

を総合
そうごう
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的
てき

に推進
すいしん

し、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

に「障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及び
お よ び

利用
り よ う

並び
な ら び

に意思
い し

疎通
そ つ う

に係る
か か る

施策
し さ く

の推進
すいしん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

・

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

施策
し さ く

推進法
すいしんほう

）」の公布
こ う ふ

・施行
し こ う

がされました。 

令和
れ い わ

3
３

年
ねん

にはコロナ
こ ろ な

禍
か

の中
なか

、「2020
２０２０

オリンピック
お り ん ぴ っ く

・パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

東京
とうきょう

大会
たいかい

」が開催
かいさい

さ

れました。この大会
たいかい

の開催
かいさい

を契機
け い き

に、国
くに

では共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

「ユニバーサルデ

ザイン2020
２０２０

行動
こうどう

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、障
しょう

がいの有無
う む

や性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

にかかわらず、すべての人
ひと

が互い
た が い

の人権
じんけん

や尊厳
そんげん

を尊重
そんちょう

し支えあい
さ さ え あ い

、生き生き
い き い き

として人生
じんせい

を享受
きょうじゅ

できる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざして、「障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデル
も で る

」（障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

）の理念
り ね ん

を反映
はんえい

した世界
せ か い

に誇れる
ほ こ れ る

「ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の街づくり
ま ち づ く り

」と、国民
こくみん

全体
ぜんたい

を巻き込んだ
ま き こ ん だ

「 心
こころ

の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

」の展開
てんかい

への取り組み
と り く み

が進められて
す す め ら れ て

います。 

 本県
ほんけん

では、2018
２０１８

（平成
へいせい

30
３０

）年
ねん

4
４

月
がつ

にすべての県民
けんみん

が、障
しょう

がいの有無
う む

によって分け
わ け

隔
へだ

 

てられることなく共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指して
め ざ し て

、本県
ほんけん

の障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の基本
き ほ ん

となる 

「障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も幸せ
しあわせ

に暮らせる
く ら せ る

福井県
ふくいけん

共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

」を制定
せいてい

しました。 

今後
こ ん ご

もこの条例
じょうれい

を 礎
いしずえ

に 障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

と差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を進めて
す す め て

いきます。 

  

５ 計画
けいかく

策定
さくてい

の経過
け い か

 
 

 この計画
けいかく

は、令和
れ い わ

4
４

年
ねん

8
８

月
がつ

から9
９

月
がつ

にかけ県内
けんない

4
４

か所
か し ょ

で開催
かいさい

したタウンミーティング
た う ん み ー て ぃ ん ぐ

に

おいて障
しょう

がいのある人
ひと

や関係者
かんけいしゃ

等
とう

から直接
ちょくせつ

伺った
うかがった

意見
い け ん

を参考
さんこう

に、障
しょう

がいのある人
ひと

や

障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

、雇用
こ よ う

、教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

等
とう

を委員
い い ん

とする「第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

」にて議論
ぎ ろ ん

（委員会
いいんかい

は4
４

回
かい

開催
かいさい

）するとともに、「福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」の意見
い け ん

、さらには県内
けんない

の関係
かんけい

団体
だんたい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、障
しょう

がいの

ある人
ひと

やその家族
か ぞ く

、一般
いっぱん

県民
けんみん

等
など

のパブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

をもとに策定
さくてい

しました。 

 

６ 計画
けいかく

の対象
たいしょう

 
 

 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も幸せ
しあわせ

に暮らせる
く ら せ る

福井県
ふくいけん

共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

第 2条
だい２じょう

第 1項
だい１こう

にお

いて定義
て い ぎ

されている「身体障
しんたいしょう

がい、知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい（発達障
はったつしょう

がいを含む
ふ く む

。）、

難病
なんびょう

（治療
ちりょう

方法
ほうほう

が確立
かくりつ

していない疾病
しっぺい

その他
そ の た

の特殊
とくしゅ

の疾病
しっぺい

をいう。）その他
そ の た

の心身
しんしん

の

機能
き の う

の障
しょう

がい（以下
い か

「障
しょう

がい」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、障
しょう

がいおよび社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

または断続的
だんぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

または社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受ける
う け る

状態
じょうたい

にある者
もの

」をこの計画
けいかく

の対象
たいしょう

として、その支援
し え ん

等
など

について盛り込む
も り こ む

こととします。 
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７ S D G s
エスディジーズ

の理念
り ね ん

に基づく
も と づ く

「誰
だれ

一人
ひ と り

取り残さない
と り の こ さ な い

」地域
ち い き

の実現
じつげん

 

 

 国際的
こくさいてき

には豊か
ゆ た か

で活力
かつりょく

ある未来
み ら い

を創る
つ く る

「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

（SDGs
ＳＤＧｓ

：Sustainable
Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ

 

Development
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

 Goals
Ｇｏａｌｓ

）」が示され
し め さ れ

、「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

に向けて
む け て

取組
とりくみ

が進められて
す す め ら れ て

います。わが国
わ が く に

においてもSDGs
ＳＤＧｓ

 の実現
じつげん

に 

向けて
む け て

、官民
かんみん

ともに取り組んで
と り く ん で

います。このSDGs
ＳＤＧｓ

 の「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

は、社会
しゃかい

保障
ほしょう

・社会
しゃかい

福祉
ふ く し

がこれまで進めて
す す め て

きた 

歩み
あ ゆ み

や「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」づくりにつながるものです。障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の推進
すいしん

に 

当たって
あ た っ て

は、SDGs
ＳＤＧｓ

推進
すいしん

の取組
とりくみ

とも軌
き

を一
いつ

にし、障
しょう

がい者
しゃ

のみならず行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
など

・ 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

といった様々
さまざま

な関係者
かんけいしゃ

が共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

という共通
きょうつう

の目標
もくひょう

の実現
じつげん

に向け
む け

、 

協 力
きょうりょく

して取組
とりくみ

を推進
すいしん

することが求められます。SDGs
ＳＤＧｓ

の17
１７

の目標
もくひょう

における取組
とりくみ

を意
い

 

識
しき

し、障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の各施策
かくしさく

を通じて
つ う じ て

、SDGs
ＳＤＧｓ

の達成
たっせい

に貢献
こうけん

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
（

参考
さんこう

】
）

持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

（SDGs
ＳＤＧｓ

）の概要
がいよう

出典
しゅってん

：外務省
がいむしょう
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第２章
だい２しょう

 

                                     

 

障
しょう

がいのある人
ひと

を取り巻く
と り ま く

現状
げんじょう

  

 
 



第２章 障がいのある人を取り巻く現状 

 

8 

 

１ 障
しょう

がいのある人
ひと

の状 況
じょうきょう

 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の手帳
てちょう

の所持
し ょ じ

状 況
じょうきょう

 

 本県
ほんけん

の障
しょう

がいのある人
ひと

の手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

は、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

、身体
しんたい

、知的
ち て き

、精神
せいしん

の 

3
３

障
しょう

がい合計
ごうけい

で 50,449人
にん

であり、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

末
まつ

と比べ
く ら べ

1,074人
にん

（2.0％）減少
げんしょう

していま

す。 

 障
しょう

がい種類
しゅるい

別
べつ

では、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

が 35,601人
にん

、療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

が 7,074

人
にん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

が 7,774人
にん

であり、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

末
まつ

と比べ
く ら べ

、それぞれ

3,296人（▲8.4％）の減少
げんしょう

、698人
にん

（＋10.9％）、1,524人
にん

（＋24.3%）の増加
ぞ う か

となって

います。 
 

◇３ 障
しょう

がいの手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

の推移
す い い

◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇年齢
ねんれい

別
べつ

の状 況
じょうきょう

 

 手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の年齢
ねんれい

別
べつ

の内訳
うちわけ

は、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

、18
１８

歳
さい

未満
み ま ん

1,780人
にん

（3.5％）、 

18
１８

歳
さい

以上
いじょう

30
３０

歳
さい

以下
い か

3,538人
にん

（7.0％）、31
３１

歳
さい

以上
いじょう

64
６４

歳
さい

以下
い か

14,681人
にん

（29.1％）、65
６５

歳
さい

以上
いじょう

30,450人
にん

（60.4％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう
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○身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

 

 県内
けんない

の身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

35,601人
にん

で、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

末
まつ

と

比べる
く ら べ る

と 3,296人
にん

（8.4％）減少
げんしょう

しています。 

年齢
ねんれい

別
べつ

に見る
み る

と、65
６５

歳
さい

以上
いじょう

が 27,968人
にん

（78.5%）を占め
し め

、障
しょう

がい種類
しゅるい

別
べつ

にみると、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が 18,681人
にん

（52.4％）と最も
もっとも

多く
お お く

、次いで
つ い で

内部障
ないぶしょう

がいが 11,041人
にん

（31.0％）とな

っています。 

◇身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

（年齢
ねんれい

別
べつ

）の推移
す い い

◇ 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

表
ひょう

1
１

 等
とう

級別
きゅうべつ

推移
す い い

                           （単位：人） 

  平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

1
１

級
きゅう

 11,181 11,114 10,622 10,648 10,418 

2
２

級
きゅう

 5,359 5,293 5,032 4,976 4,868 

3
３

級
きゅう

 8,158 8,052 7,721 7,566 7,431 

4
４

級
きゅう

 9,605 9,471 9,080 8,927 8,875 

5
５

級
きゅう

 2,126 2,070 1,906 1,876 1,814 

6
６

級
きゅう

 2,468 2,446 2,258 2,235 2,195 

表 2 障がい種類別推移                         （単位：人） 

  平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

内部障
ないぶしょう

がい 11,088  11,205  10,951  11,087  11,041  

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

 21,416  20,897  19,708  19,219  18,681  

聴覚
ちょうかく

・言語障
げんごしょう

が

い 
3,837  3,804  3,560  3,551  3,540  

視覚障
しかくしょう

がい 2,556  2,540  2,400  2,371  2,339  

出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう
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○知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

 

 県内
けんない

の療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

7,074人
にん

で、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

末
まつ

に比べて
く ら べ て

 

698人
にん

（10.9％）増加
ぞ う か

しています。 

 手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に占める
し め る

重度
じゅうど

の人
ひと

（A1
Ａ１

所持者
しょじしゃ

）は、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

2,328人
にん

（32.9％）で、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

末
まつ

2,302人
にん

（36.1％）と比べ
く ら べ

人数
にんずう

は増加
ぞ う か

していますが、割合
わりあい

は手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

が増加
ぞ う か

したため低下
て い か

しています。 

 

◇療育
りょういく

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

（年齢
ねんれい

別
べつ

）の推移
す い い

◇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
ひょう

1 等
とう

級別
きゅうべつ

推移
す い い

                           （単位
た ん い

：人
にん

） 

  平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

Ａ１ 2,302 2,325 2,336 2,361 2,328 

Ａ２ 146 157 157 160 161 

Ｂ１ 1,917 1,995 2,028 2,040 2,073 

Ｂ２ 2,011 2,202 2,285 2,377 2,512 

 

出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう
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○精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

 

 県内
けんない

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

7,774人
にん

で、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

末
まつ

に比べて
く ら べ て

1,524人
にん

（24.3%）増加
ぞ う か

しています。 

 手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に占める
し め る

重度
じゅうど

の人
ひと

（1
１

級
きゅう

所持者
しょじしゃ

）は、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

343人
にん

（4.4%）で、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

末
まつ

353人
にん

（5.6%）と比べ
く ら べ

減少
げんしょう

しています。 

 

◇精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

（年齢
ねんれい

別
べつ

）の推移
す い い

◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

表
ひょう

1
１

 等
とう

級別
きゅうべつ

推移
す い い

                           （単位：人） 

  平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

1
１

級
きゅう

 353 371 359 355 343 

2
２

級
きゅう

 4,391 4,671 4,905 5,093 5,477 

3
３

級
きゅう

 1,506 1,648 1,799 1,839 1,954 

 令和
れ い わ

４年
４ ね ん

３月
３ が つ

末
まつ

現在
げんざい

の精神科
せいしんか

病院
びょういん

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

は 1,771人
にん

で、平成
へいせい

30
３０

年
ねん

3
３

月
がつ

末
まつ

と比べ
く ら べ

、

71人
にん

（3.8％）減少
げんしょう

しています。一方
いっぽう

、通院
つういん

患者数
かんじゃすう

は 32,901人
にん

で、平成
へいせい

30
３０

年
ねん

3
３

月
がつ

末
まつ

と比べ
く ら べ

、

1,477人
にん

（4.7％）増加
ぞ う か

しています。 

表
ひょう

２ 精神
せいしん

疾患
しっかん

入院
にゅういん

・通院
つういん

患者
かんじゃ

の推移
す い い

                       （単位
た ん い

：人
にん

） 

  

  

入院
にゅういん

患者
かんじゃ

 通院
つういん

患者
かんじゃ

 

合計
ごうけい

 （3
３

月
がつ

1
１

か月間
かげつかん

の実
み

人数
にんずう

） 

計
けい

 男
おとこ

 女
おんな

 計
けい

 男
おとこ

 女
おんな

 

平成
へいせい

30
３０

年
ねん

３月
３ が つ

末
まつ

 1,842 858 984 31,424 13,856 17,568 

令和
れ い わ

元年
がんねん

 〃 1,909  910  999  33,247  14,630  18,617  

令和
れ い わ

２年
２ ね ん

 〃 1,884  907  977  32,622  14,742  17,880  

令和
れ い わ

３年
３ ね ん

 〃 1,816  845  971  33,706  14,974  18,732  

令和
れ い わ

４年
４ ね ん

 〃 1,771 782 989 32,901 14,665 18,236 

出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう
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○発
 は っ

達
たつ

障
しょう

がい 

 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

において、「発達障
はったつしょう

がい」は、「自閉症
じへいしょう

、アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症候群
しょうこうぐん

その他
そ の た

の広汎性
こうはんせい

発達障
はったつしょう

がい、学 習 障
がくしゅうしょう

がい、注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障
しょう

がい、その他
そ の た

これに類する
る い す る

脳機能障
のうきのうしょう

がいであってその 症 状
しょうじょう

が通常
つうじょう

低年齢
ていねんれい

において発現
はつげん

するもの」と定義
て い ぎ

されて

います。発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

については、医療
いりょう

機関
き か ん

等
など

で診断
しんだん

を受けて
う け て

いない方
かた

も多く
お お く

、

正確
せいかく

な数
かず

は把握
は あ く

できませんが、福井県
ふくいけん

での令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

の相談
そうだん

件数
けんすう

は 5,707件
けん

となってお

ります。 

 

表
ひょう

１ 発達障
はったつしょう

がい（児
じ

）者
しゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

相談
そうだん

件数
けんすう

の推移
す い い

                   

 平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

相談
そうだん

支援
し え ん

・発達
はったつ

支援
し え ん

人数
にんずう

（人
にん

） 
609 575 552 543 559 

相談
そうだん

支援
し え ん

・発達
はったつ

支援
し え ん

件数
けんすう

（件
けん

） 
3,497 4,037 3,773 4,204 3,406 

相談
そうだん

支援
し え ん

・就労
しゅうろう

 

支援
し え ん

人数
にんずう

（人
にん

） 
251 307 346 247 230 

相談
そうだん

支援
し え ん

・就労
しゅうろう

 

支援
し え ん

件数
けんすう

（件
けん

） 
2,515 3,004 3,488 3,124 2,301 

出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう

 

 

 また、保育所
ほいくじょ

における調査
ちょうさ

によると、発達障
はったつしょう

がいなどの気
き

になる子
こ

は、令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

現在
げんざい

2,780人
にん

で、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

の 2,583人
にん

から 197人
にん

（7.6％）増加
ぞ う か

しています。特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子
こ

の全体
ぜんたい

の割合
わりあい

も増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあります。 

 ※発達障
はったつしょう

がいの可能性
かのうせい

がある児童
じ ど う

の割合
わりあい

は 8.8％（令和
れ い わ

４年
４ ね ん

文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

調査
ちょうさ

より） 

 ※発達障
はったつしょう

がいと診断
しんだん

された方
かた

は48
４８

万人
まんにん

で本県
ほんけん

の人口
じんこう

比率
ひ り つ

は 0.6%のため、推計
すいけい

では約
やく

3
３

千人
せんにん

が

発達障
はったつしょう

がいの可能性
かのうせい

があるが正確
せいかく

な人数
にんずう

は不明
ふ め い

（平成
へいせい

28
２８

年
ねん

生活
せいかつ

のしづらさ調査
ちょうさ

より推計
すいけい

） 

 

表
ひょう

２ 保育所
ほいくじょ

における特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする子
こ

の数
かず

            （単位
た ん い

：人
にん

） 

年
ねん

 度
ど

 
全入所
ぜんにゅうしょ

児童
じ ど う

 
重度障
じゅうどしょう

がい 
ふれあい保育

ほ い く

 

（中軽度障
なかけいどしょう

がい） 気
き

になる子
こ

 合
ごう

 計
けい

 割合
わりあい

(%) 

平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 27,098 124 697 2,583 3,404 12.6 

平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 26,805 109 711 2,983 3,803 14.2 

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 26,857 141 796 2,786 3,723 13.9 

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 26,114 144 687 2,950 3,781 14.5 

令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 25,751 113 606 2,780 3,499 13.6 

       

出典
しゅってん

：児童
じ ど う

家庭課
か て い か

資料
しりょう
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〇医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

 

 県内
けんない

の在宅
ざいたく

の医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

の数
かず

は、令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

197人
にん

で、18
１８

歳
さい

以下
い か

の方
かた

は 118

人
にん

、19
１９

歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

は 79人
にん

となっています。18
１８

歳
さい

以下
い か

の医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

の数
かず

は、平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

末
まつ

と比べて
く ら べ て

5人
にん

（4.4%）増加
ぞ う か

しています。 

表
ひょう

１ 在宅
ざいたく

で医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を受けて
う け て

いる児者
じ し ゃ

の数
かず

 （単位
た ん い

：人
にん

） 

年
ねん

 度
ど

 18歳
さい

以下
い か

 19歳
さい

以上
いじょう

40歳
さい

未満
み ま ん

 

平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 113 - 

令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 118 79 

出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう

 

 また、本県
ほんけん

の令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

における実態
じったい

調査
ちょうさ

によると、現在
げんざい

受けて
う け て

いる医療的
いりょうてき

ケア
け あ

とし

て経管
けいかん

栄養
えいよう

が 63人
にん

と最も
もっとも

多く
お お く

、次いで
つ い で

(喀痰
かくたん

)吸引
きゅういん

が 55人
にん

となっております。 

 

◇受けて
う け て

いる医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の内訳
うちわけ

◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう

 

〇強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい 

 県内
けんない

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を利用
り よ う

している強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい児者
じ し ゃ

の数
かず

は、令和
れ い わ

３年
３ ね ん

９月
９ が つ

時点
じ て ん

で 666人
にん

であり、そのうち入所者数
にゅうしょしゃすう

は 408人
にん

となっています。 

表
ひょう

２ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施設
し せ つ

を利用
り よ う

している強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい児者数
じしゃすう

 （単位
た ん い

：人
にん

） 

年度
ね ん ど

 

障
しょう

がい児
じ

 障
しょう

がい者
しゃ

 合計
ごうけい

 

 う ち

入所者数
にゅうしょしゃすう

 

 う ち

入所者数
にゅうしょしゃすう

 

 う ち

入所者数
にゅうしょしゃすう

 

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 64 5 566 408 630 413 

令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 67 7 599 401 666 408 

出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう
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○難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

 

平成
へいせい

27
２７

年
ねん

１月
１ が つ

に「難病
なんびょう

の患者
かんじゃ

に対する
た い す る

医療
いりょう

等
とう

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」（以下
い か

、難病法
なんびょうほう

という。）

が施行
し こ う

され、110
１１０

の疾患
しっかん

が医療費
いりょうひ

助成
じょせい

の対象
たいしょう

となりました。その後
そ の ご

、順次
じゅんじ

、対象
たいしょう

疾患
しっかん

が

増え
ふ え

、令和
れ い わ

4
４

年
ねん

3
３

月
がつ

末
まつ

で医療費
いりょうひ

助成
じょせい

の対象
たいしょう

は 338疾患
しっかん

、受給者数
じゅきゅうしゃすう

は 6,207名
めい

となってい

ます。代表的
だいひょうてき

な疾患
しっかん

としては、パーキンソン病
          びょう

、潰瘍性
かいようせい

大腸炎
だいちょうえん

、全身性
ぜんしんせい

エリテマトー

デス、後
こう

縦
じゅう

靭帯
じんたい

骨化症
こっかしょう

などがあります。 

また、平成
へいせい

27
２７

年
ねん

１月
１ が つ

に児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

が一部
い ち ぶ

改正
かいせい

され、14疾患群
しっかんぐん

の 704 の疾患
しっかん

が小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

の対象
たいしょう

となりました。その後
そ の ご

、順次
じゅんじ

、対象
たいしょう

疾患
しっかん

が増え
ふ え

、令和
れ い わ

4
４

年
ねん

3

月
がつ

末
まつ

で 16疾患群
しっかんぐん

の 788疾患
しっかん

、受給者数
じゅきゅうしゃすう

は 705人
にん

となっています。疾患群
しっかんぐん

別
べつ

の受給者
じゅきゅうしゃ

で

は内分泌
ないぶんぴ

疾患
しっかん

が多く
お お く

、次いで
つ い で

神経
しんけい

・筋
すじ

疾患
しっかん

、慢性
まんせい

心
しん

疾患
しっかん

、悪性
あくせい

新生物
しんせいぶつ

となっています。 

これらに含まれない
ふ く ま れ な い

疾病
しっぺい

に対する
た い す る

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

として、従来
じゅうらい

から実施
じ っ し

している特定
とくてい

疾患
しっかん

治療
ちりょう

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

があり、対象
たいしょう

は4
４

疾患
しっかん

で、令和
れ い わ

4
４

年
ねん

3
３

月
がつ

末
まつ

の受給者数
じゅきゅうしゃすう

は5
５

人
にん

です。また、

先天性
せんてんせい

血液
けつえき

凝固
ぎょうこ

因子
い ん し

障害
しょうがい

治療
ちりょう

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

の対象
たいしょう

は12
１２

疾患
しっかん

で、令和
れ い わ

4
４

年
ねん

3
３

月
がつ

末
まつ

の受給者
じゅきゅうしゃ

は

24
２４

人
にん

となっています。 

 

◇特定
とくてい

医療費
いりょうひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）受給者数
じゅきゅうしゃすう

◇     ◇小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療費
いりょうひ

受給者数
じゅきゅうしゃすう

◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典
しゅってん

：保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

資料
しりょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 年 11 月～ 

788 疾患 

H29 年 4 月～ 

722 疾患 
H29 年 4 月～ 

330 疾患 

R3 年 11 月～ 

338 疾患 
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２ 地域
ち い き

生活
せいかつ

の状 況
じょうきょう

 

 

〇障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

 

 令和
れ い わ

3
３

年
ねん

4
４

月
がつ

現在
げんざい

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用者数
りようしゃすう

は 14,799人
にん

で、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

に

比べて
く ら べ て

2,717人
にん

（22.5％）増加
ぞ う か

しています。 

 特
とく

に、 障
しょう

がい者
しゃ

の経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

のため、就労
しゅうろう

意欲
い よ く

が高まって
た か ま っ て

いることもあり、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
Ｂ が た

の利用者
りようしゃ

が増加
ぞ う か

しています。 

 また、障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

等
など

のサービス
さ ー び す

も増加
ぞ う か

傾向
けいこう

であり、特
とく

に放課後
ほ う か ご

等
など

デイサービス
で い さ ー び す

の利用者
りようしゃ

が増加
ぞ う か

しています。 

◇障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

状 況
じょうきょう

（令和
れ い わ

３年
３ ね ん

４月
４ が つ

時点
じ て ん

）◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう

 

◇障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
など

の利用者
りようしゃ

および事業所数
じぎょうしょすう

の推移
す い い

◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者数 事業所数 利用者数 事業所数 利用者数 事業所数 利用者数 事業所数 利用者数 事業所数

居宅介護 835 96 873 94 927 92 864 91 957 95

重度訪問介護 17 17 19 21 16 18 15 14 19 16

同行援護 125 15 124 15 138 18 92 16 117 19

行動援護 10 7 10 7 11 8 6 5 23 5

療養介護 128 2 133 2 137 2 149 2 153 2

生活介護 2,222 122 2,245 128 2,304 135 2,269 133 2,317 139

短期入所 312 49 323 49 371 52 189 35 240 46

自立訓練 160 14 148 16 125 14 126 13 132 13

宿泊型自立訓練 41 2 38 2 37 2 28 2 27 1

就労移行支援 205 32 213 32 186 28 160 23 160 26

就労定着支援 - - 0 0 15 4 17 3 32 3

就労継続支援A型 1,323 65 1,307 67 1,258 66 1,176 62 1,168 62

就労継続支援B型 1,705 70 1,809 74 1,994 87 2,200 99 2,416 109

施設入所支援 1,325 26 1,306 27 1,287 27 1,277 26 1,260 26

自立生活援助 - - 0 0 0 0 0 0 4 1

共同生活援助 804 114 817 111 818 109 821 95 889 99

地域相談支援 10 6 32 5 22 9 16 5 10 4

計画相談支援 1,294 68 1,520 70 1,681 73 1,833 78 2,050 78

児童発達支援 277 18 308 21 308 23 276 23 367 34

放課後等デイサービス 836 60 999 70 1,156 77 1,138 79 1,508 94

居宅訪問型児童発達支援 - - 0 0 4 1 3 1 3 1

保育所等訪問支援 44 7 57 9 82 9 70 7 115 10

福祉型障害児入所施設 20 4 14 3 17 3 20 4 20 3

医療型障害児入所施設 22 6 29 6 29 6 27 6 23 6

障害児相談支援 367 36 456 47 522 49 634 53 789 51

12,082 836 12,780 876 13,445 912 13,406 875 14,799 943合計

障
が
い
児
支
援

令和３年度

訪
問
系

相
談
支
援

居
住
系

日
中
活
動
系

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度
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３ 障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

の 状 況
じょうきょう

 

 

○雇用
こ よ う

の状 況
じょうきょう

 

 本県
ほんけん

の民間
みんかん

企業
きぎょう

（法
ほう

定常用
ていじょうよう

労働者数
ろうどうしゃすう

が43
４３

.5
５

人
にん

以上
いじょう

規模
き ぼ

）で雇用
こ よ う

されている障
しょう

がいの

ある人
ひと

の数
かず

（令和４年
４ ね ん

６月
６ が つ

１日
１ に ち

現在
げんざい

）は、2,959人
にん

（身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

1,609.5人
にん

、

知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

725 人
にん

、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

624.5人
にん

）で、常用
じょうよう

労働者数
ろうどうしゃすう

に対する
た い す る

割合
わりあい

（雇用率
こようりつ

）は、2.48％と、全国
ぜんこく

平均
へいきん

の雇用率
こようりつ

2.25％を上回って
う わ ま わ っ て

います。また、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

（2.3％）を達成
たっせい

している企業
きぎょう

の割合
わりあい

は 58.2％となっています。 

 

◇障
しょう

がい者
しゃ

雇用率
こようりつ

と法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

達成
たっせい

事業所
じぎょうしょ

比率
ひ り つ

の推移
す い い

（福井県
ふくいけん

）◇ 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典
しゅってん

：福井
ふ く い

労働局
ろうどうきょく

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

状 況
じょうきょう

の集計
しゅうけい

結果
け っ か

」 
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 民間
みんかん

企業
きぎょう

や官公庁
かんこうちょう

等
など

において一般
いっぱん

就労
しゅうろう

している障
しょう

がい者
しゃ

は、精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

が 2,200人
にん

と最も
もっとも

多く
お お く

、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の 36.5％を占めて
し め て

います。 

 就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
Ａ が た

事業所
じぎょうしょ

では精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

が567
５６７

人
にん

と最も
もっとも

多く
お お く

、47.7％を

占めて
し め て

います。就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
Ｂ が た

事業所
じぎょうしょ

では知的障
ちてきしょう

がいのある人
ひと

が 1,215人
にん

と最も
もっとも

多く
お お く

、

51.2％を占めて
し め て

います。 

 

◇障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

の分布
ぶ ん ぷ

（令和
れ い わ

４年
４ ね ん

３月
３ が つ

時点
じ て ん

)◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう

 

 

 

表
ひょう

１ 障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

の推移
す い い

                         （単位
た ん い

：人
にん

） 

 平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

 5,295 5,357 5,626 5,714 6,029 

A
Ａ

型
がた

 1,385 1,378 1,288 1,240 1,185 

B
Ｂ

型
がた

 1,583 1,896 2,140 2,335 2,372 

出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう

 

Ｂ型の51.2% Ｂ型の37.8%

一般就労の36.5%

896人
261人

Ａの11.4%

136人

Ｂの11.0%

一般就労の27.9%

Ａ型の40.6%

Ｂ型（定員）
２，３７２人

１，２１５人

35.6%

Ａ型の47.7%

Ａ型（定員）
１，１８８人

482人 567人

一般就労
６，０２９人

１，６８２人
２，２００人

一般就労の

２，１４７人

身体　２，５４４人 知的　３，３７９人 精神　３，６６３人
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○賃金
ちんぎん

の状 況
じょうきょう

 

 本県
ほんけん

の就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
Ａ が た

事業所
じぎょうしょ

の賃金
ちんぎん

は毎年
まいとし

上 昇
じょうしょう

しており、その金額
きんがく

は全国
ぜんこく

平均
へいきん

を上回って
う わ ま わ っ て

います。（全国
ぜんこく

10
１０

位
い

） 

 就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
Ｂ が た

事業所
じぎょうしょ

の本県
ほんけん

の工賃
こうちん

はほぼ横ばい
よ こ ば い

ですが、全国
ぜんこく

平均
へいきん

を上回って
う わ ま わ っ て

お

り、全国
ぜんこく

1
１

位
い

となっています。 

 

◇就労
しゅうろう

支援
し え ん

Ａ型
Ａ が た

事業所
じぎょうしょ

賃金
ちんぎん

の推移
す い い

◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   出典
しゅってん

：厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

 工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）月額
げつがく

の実績
じっせき

調査
ちょうさ

集計
しゅうけい

 

 

 

◇就労
しゅうろう

支援
し え ん

Ｂ型
Ｂ が た

事業所
じぎょうしょ

工賃
こうちん

の推移
す い い

◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      出典
しゅってん

：厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

 工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）月額
げつがく

の実績
じっせき

調査
ちょうさ

集計
しゅうけい
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４ 医療費
いりょうひ

助成
じょせい

の状 況
じょうきょう

 

 

○自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
いりょうひ

の状 況
じょうきょう

 

 令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

の自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

の公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

額
がく

は、育成
いくせい

医療
いりょう

が 1,084万円
まんえん

、更生
こうせい

医療
いりょう

が 4

億 5,310万円
おく     まんえん

、精神
せいしん

通院
つういん

が 10億
おく

9,024万円
まんえん

で、精神
せいしん

通院
つういん

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しています。 

 平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

末
まつ

と比べ
く ら べ

、精神
せいしん

通院
つういん

は 1億 4,980万円
おく     まんえん

（15.9％）の増
ぞう

となっています。 

 

◇自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
いりょうひ

実績
じっせき

推移
す い い

◇            （千円
せんえん

） 

事業名 平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

育成
いくせい

医療
いりょう

 
人数
にんずう

（人
にん

） 327 262 392 208 294 

公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

額
がく

 18,906 13,639 12,506 10,340 10,832 

更生
こうせい

医療
いりょう

 
人数
にんずう

（人
にん

） 1,098 1,093 1,830 1,144 1,072 

公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

額
がく

 458,722 489,352 515,844 476,305 453,098 

精神
せいしん

通院
つういん

 
人数
にんずう

（人
にん

） 11,879 12,307 13,099 10,168 14,769 

公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

額
がく

 940,445 996,961 1,022,160 1,039,151 1,090,236 

             出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう

 

○重
  じゅう

度障
どしょう

がい者
しゃ

医療
いりょう

無料化
むりょうか

対策
たいさく

 

 令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

の重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

医療
いりょう

無料化
むりょうか

対策
たいさく

事業
じぎょう

の医療費
いりょうひ

助成
じょせい

総額
そうがく

は、30億 3,192万円
おく      まんえん

となっています。平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

末
まつ

と比べ
く ら べ

、7,755万円
まんえん

（2.4％）の減
げん

となっています。 

◇重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

の推移
す い い

◇ 

  平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

受給者数
じゅきゅうしゃすう

（人
にん

） 28,617 28,558 28,799 28,502 25,220 

助成
じょせい

総額
そうがく

（千円
せんえん

） 3,109,463 3,208,605 3,216,645 3,039,387 3,031,916 
      

身体
しんたい

・知的
ち て き

障
しょう

がい 
     

  平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

受給者数
じゅきゅうしゃすう

（人
にん

） 25,129 24,823 24,805 24,186 22,016 

助成
じょせい

総額
そうがく

（千円
せんえん

） 2,899,657 2,986,681 2,979,287 2,795,680 2,769,810 
      

精神障
せいしんしょう

がい      

  平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

受給者数
じゅきゅうしゃすう

（人
にん

） 3,488 3,735 3,994 4,316 3,204 

助成
じょせい

総額
そうがく

（千円
せんえん

） 209,806 221,924 237,358 243,707 262,106 

出典
しゅってん

：障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう
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５ 療育
りょういく

体制
たいせい

の状 況
じょうきょう

 

 

○小児
しょうに

療育
りょういく

体制
たいせい

確保
か く ほ

事業
じぎょう

 

 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

が身近
み じ か

な地域
ち い き

で療育
りょういく

を受けられる
う け ら れ る

よう、県内
けんない

各圏域
かくけんいき

に「地域
ち い き

療育
りょういく

拠点
きょてん

」として小児
しょうに

療育
りょういく

を担う
に な う

医療
いりょう

機関
き か ん

や児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

・放課後
ほ う か ご

等
など

デイサービス
で い さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

を指定
し て い

するとともに、こども療育
りょういく

センター
せ ん た ー

による巡回
じゅんかい

実地
じ っ ち

指導
し ど う

などの支援
し え ん

を

実施
じ っ し

しています。 

 また、特
とく

に嶺
れい

南地域
なんちいき

についてはこども療育
りょういく

センター
せ ん た ー

職員
しょくいん

が駐在
ちゅうざい

し、療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

に努
つと

めています。 

 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

の診療
しんりょう

・療育
りょういく

日数
にっすう

および受診
じゅしん

登録
とうろく

児童数
じどうすう

は各圏域
かくけんいき

とも増加
ぞ う か

傾向
けいこう

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （令和
れ い わ

４年
４ ね ん

４月
４ が つ

現在
げんざい

） 

 

◇小児
しょうに

療育
りょういく

体制
たいせい

確保
か く ほ

事業
じぎょう

実績
じっせき

◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                              

 

出典
しゅってん

： 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう

 

・療育
りょういく

が必要
ひつよう

と思われる
お も わ れ る

障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

の数
かず

 

（障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

支給
しきゅう

決定
けってい

人数
にんずう

）3,001人
にん

（8
８

月
がつ

1
１

日
にち

時点
じ て ん

） 

・療育
りょういく

拠点
きょてん

病院数
びょういんすう

    5
５

病院
びょういん

 

・児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

・児童
じ ど う

放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

 

事業所数
じぎょうしょすう

    100事業所
じぎょうしょ

 

利用
り よ う

定員
ていいん

    1,154人
にん

 

うち、療育
りょういく

拠点
きょてん

事業所
じぎょうしょ

 

事業所数
じぎょうしょすう

   7
７

事業所
じぎょうしょ

 

利用
り よ う

定員
ていいん

   124人
にん
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６ 災害
さいがい

時
じ

の障
しょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

の状 況
じょうきょう

 

 

○県
けん

内福祉
ないふくし

避難所
ひなんじょ

の状 況
じょうきょう

 

 高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がいのある人
ひと

など災害
さいがい

時
じ

に安全
あんぜん

な場所
ば し ょ

へ避難
ひ な ん

するために人的
じんてき

な支援
し え ん

が

必要
ひつよう

な人（以下
い か

「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

」という。）について、各市町
かくしまち

において、本人
ほんにん

の申請
しんせい

により、一人
ひ と り

ひとりの避難
ひ な ん

支援
し え ん

計画
けいかく

を記載
き さ い

した「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

」の作成
さくせい

を行って
おこなって

います。また、令和
れ い わ

3
３

年
ねん

からは個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

が市町村
しちょうそん

の努力
どりょく

義務とされています。 

 在宅
ざいたく

の 障
しょう

がいのある人
ひと

が被災
ひ さ い

した場合
ば あ い

、一般
いっぱん

の指定
し て い

避難所
ひなんじょ

だと避難
ひ な ん

生活
せいかつ

に支障
ししょう

をき

たすことも考えられる
か ん が え ら れ る

ため、市町
し ま ち

において福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

を確保
か く ほ

しておく必要
ひつよう

があります。 

 県内
けんない

の福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

は、291施設
し せ つ

で 8,304人
にん

が受け入れ
う け い れ

可能
か の う

となっていますが、そのうち

障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

が福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

となっているのは 57施設
し せ つ

で、792人
にん

が受け入れ
う け い れ

可能
か の う

となって

います。 

 

◇県内
けんない

福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の状 況
じょうきょう

◇ 

 

                             出典
しゅってん

：地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

資料
しりょう

 

 

 

 

 

区   分 
福井・ 

坂井 
奥越 丹南 嶺南 計 

・障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょ う

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

 24,286人
にん

 4,633人
にん

 11,938人
にん

 9,592人
にん

 50,449人
にん

 

  施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

 615人
にん

 302人
にん

 509人
にん

 140人
にん

 1,566人
にん

 

・福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

施設
し せ つ

総数
そうすう

 167施設
し せ つ

 20施設
し せ つ

 44施設
し せ つ

 60施設
し せ つ

 291施設
し せ つ

 

  うち障
しょう

がい者
しゃ

施設数
し せ つ す う

 38施設
し せ つ

 6施設
し せ つ

 5施設
し せ つ

 8施設
し せ つ

 57施設
し せ つ

 

・福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

施設
し せ つ

での 

受入
うけいれ

可能
か の う

人数
にんずう

 
3,357人

にん

 980人
にん

 531人
にん

 3,436人
にん

 8,304人
にん

 

  うち障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

での受入
うけいれ

可能数
か の う す う

 291人
にん

 238人
にん

 63人
にん

 200人
にん

 792人
にん
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７ 教育
きょういく

の状 況
じょうきょう

 

 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

に対して
た い し て

は、 障
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

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

と、きめ細か
こ ま か

な教育
きょういく

が行われて
お こ な わ れ て

います。 

 本県
ほんけん

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

および小中学校
しょうちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

で教育
きょういく

を受けて
う け て

いる児童
じ ど う

生徒
せ い と

は令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

では 2,614人
にん

であり、平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

の 2,135人
にん

から 479人
にん

増加
ぞ う か

しています。 

 

◇特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

および特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

への就学者
しゅうがくしゃ

の推移
す い い

◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         出典
しゅってん

：福井県
ふくいけん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

要覧
ようらん

」 

 

 令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

および特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

等
とう

への就学者
しゅうがくしゃ

が在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の障
しょう

がい別
べつ

内訳
うちわけ

をみると、知的障
ちてきしょう

がいが 1,534人
にん

（58.7％）、自閉症
じへいしょう

・情 緒 障
じょうちょしょう

がいが

821人
にん

（31.4％）、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が 130人
にん

（5.0％）などとなっています。 

 

◇特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

および特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の障
しょう

がい別
べつ

内訳
うちわけ

（令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

）◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典
しゅってん

：福井県
ふくいけん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

要覧
ようらん

」 

（単位：人）

区分 令和３年度

視覚障がい 15

聴覚障がい 33

知的障がい 1,534

肢体不自由 130

言語障がい 6

自閉症・情緒障がい 821

病弱虚弱 75

計 2,614
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 令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

の特別
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

の進路
し ん ろ

は、就 職
しゅうしょく

が 24.2％、進学
しんがく

が 1.9％、

通所
つうしょ

（就労
しゅうろう

支援
し え ん

・その他
た

）が 67.5％となっています。就 職
しゅうしょく

する卒業生
そつぎょうせい

は近年
きんねん

減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあります。 

 

◇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

の進路
し ん ろ

（令和
れ い わ

3
３

年度
ね ん ど

)◇ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典
しゅってん

：福井県
ふくいけん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

要覧
ようらん

」 

 

 

 

◇県内
けんない

の特別
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

の就 職
しゅうしょく

状 況
じょうきょう

◇ 

（卒業生
そつぎょうせい

に占める
し め る

就 職 者
しゅうしょくしゃ

の割合
わりあい

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

区分
く ぶ ん

 平成
へいせい

29
２９

年度
ね ん ど

 平成
へいせい

30
３０

年度
ね ん ど

 令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

 令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

 令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

 

卒業生数
そつぎょうせいすう

 153 151 134 162 157 

就 職 数
しゅうしょくすう

 62 47 44 40 38 

就 職 率
しゅうしょくりつ

 40.5% 31.1% 32.8% 24.7% 24.2% 

                       出典
しゅってん

：福井県
ふくいけん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

要覧
ようらん

」 

 

（単位：人）

区分 令和３年度

就職 38

進学 3

通所施設（就労支援） 71

通所施設（その他） 35

入所施設 4

その他 6

計 157
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第３章
だい３しょう

 

 

                                     

 

計画
けいかく

の基本的
きほんてき

な考え方
かんがえかた
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１ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

「全て
すべて

の県民
けんみん

が個性
こせい

や人格
じんかく

を 尊 重
そんちょう

し支え合いながら
さ さ え あ い な が ら

安心
あんしん

して暮らし
く ら し

、一人
ひとり

ひとりが

輝ける
かがやける

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」 
 

２ 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

  この計画
けいかく

の基本
きほん

理念
りねん

に基づき
も と づ き

、「共
とも

に生きる
い き る

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」「自分
じぶん

らしく活躍
かつやく

し、生き
い き

生き
い き

と

生活
せいかつ

する」「 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じて
お う じ て

適切
てきせつ

に支え合う
さ さ え あ う

ための環境づくり
かんきょうづくり

」「安心
あんしん

・安全
あんぜん

に

暮らせる
く ら せ る

まちづくり」の４つの基本
きほん

目 標
もくひょう

を掲げ
かかげ

、総合的
そうごうてき

に施策
しさく

を進めます
す す め ま す

。 
 

基本
きほん

目 標
もくひょう

ごとの主
おも

な取り組み
と り く み

について 

基本
きほん

目 標
もくひょう

Ⅰ
１

 共
とも

に生きる
い き る

社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

項目
こうもく

 主
おも

な取り組み
と り く み

 主
おも

な目 標
もくひょう

 

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

・ 

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

 

○子ども
こ ど も

・企業向け
き ぎ ょ う む け

のパンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

の制作
せいさく

や、障
しょう

がい

当事者
とうじしゃ

による出前
で ま え

講座
こ う ざ

、SNS
ＳＮＳ

・動画
ど う が

による普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

に関する
か ん す る

企業
きぎょう

や市町
し ま ち

等
など

の相談
そうだん

に対応
たいおう

する広域
こういき

相談
そうだん

支援員
しえんいん

の設置
せ っ ち

 

○ 障
しょう

がいに関する
か ん す る

マーク
ま ー く

の周知
しゅうち

啓発
けいはつ

 

○市
し

町
まち

や施設
し せ つ

への研 修
けんしゅう

や専門家
せんもんか

の派遣
は け ん

等
とう

による虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の推進
すいしん

や成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

○タウンミーティング
た う ん み ー て ぃ ん ぐ

を県内
けんない

各地
か く ち

で開催
かいさい

し、当事者
とうじしゃ

の

声
こえ

を施策
し さ く

に反映
はんえい

 

・出前
で ま え

講座
こ う ざ

参加
さ ん か

人数
にんずう

 

10
１０

,000
０００

人
にん

 

 

 

 

・ 虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

・ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

研 修
けんしゅう

受講者数
じゅこうしゃすう

累計
るいけい

 

1
１

,200
２００

人
にん

 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

・意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

 

○手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

など意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

や派遣
は け ん

を充 実
じゅうじつ

 

○読書
どくしょ

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の充 実
じゅうじつ

 

○意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

・養成
ようせい

人数
にんずう

計3,000人
けい３，０００にん

 

・視覚障
しかくしょう

がい者用
しゃよう

図書
と し ょ

 

等
など

所蔵
しょぞう

数15,600冊
すう１５，６００さつ

、 

年間
ねんかん

貸出
かしだし

数640冊
すう６４０さつ

 

サピエ会員
かいいん

登録者
とうろくしゃ

数200人
すう２００にん

 

相互
そ う ご

交流
こうりゅう

・ 

教育
きょういく

 

○小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

・高校
こうこう

等
など

と特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

および施設
し せ つ

等
など

と

の相互
そ う ご

交 流
こうりゅう

やインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

相互
そ う ご

交 流
こうりゅう

・インクルーシブ

教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅱ
２

 自分
じ ぶ ん

らしく活躍
かつやく

し、生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

する 

項目
こうもく

 主
おも

な取り組み
と り く み

 主
おも

な目 標
もくひょう

 

就労
しゅうろう

 

 

○福祉事
ふ く し じ

業者
ぎょうしゃ

と農業
のうぎょう

法人
ほうじん

等
とう

のマッチング促進
そくしん

や6
６

次化
じ か

商品
しょうひん

の開発
かいはつ

のほか、新た
あ ら た

な視点
し て ん

を取り入れた
と り い れ た

農業
のうぎょう

に

挑戦
ちょうせん

する事
じ

業者
ぎょうしゃ

を応援
おうえん

し多様
た よ う

な働き方
はたらきかた

を実現
じつげん

 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

に関する
か ん す る

DX
ＤＸ

化
か

の推進
すいしん

や新商品
しんしょうひん

開発
かいはつ

等
とう

により工賃
こうちん

向上
こうじょう

を支援
し え ん

 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の拡充
かくじゅう

による

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

および定着
ていちゃく

促進
そくしん

 

・B
Ｂ

型
がた

事業所
じぎょうしょ

平均
へいきん

工賃
こうちん

 

25
２５

,000
０００

円
えん

 

 

・ 新た
あ ら た

な 農
のう

福
ふく

連携
れんけい

挑戦事
ちょうせんじ

業者
ぎょうしゃ

５ 事
じ

業者
ぎょうしゃ
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スポーツ
す ぽ ー つ

・ 

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

 

 

○障がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の体験
たいけん

交流
こうりゅう

・出前
で ま え

講座
こ う ざ

による理解
り か い

促進
そくしん

および指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

やアスリート
あ す り ー と

への支援
し え ん

 

○障
しょう

がい者
しゃ

アーティスト
あ ー て ぃ す と

の育成
いくせい

支援
し え ん

・情報
じょうほう

発信
はっしん

や 

アート
あ ー と

の商品化
しょうひんか

に向けた
む け た

検討
けんとう

 

障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

出前
でまえ

講座
こうざ

参加
さんか

人数
にんずう

 

2
２

,500
５００

人
にん

 

心
こころ

の

健康づくり
け ん こ う づ く り

 

○職場
しょくば

や学校
がっこう

におけるメンタルヘルス
め ん た る へ る す

対策
たいさく

の推進
すいしん

や

自殺
じ さ つ

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

メンタルヘルスセミナー

等
など

参加
さんか

人数
にんずう

延10,000人
のべ１０，０００にん

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅲ
３

 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じて
お う じ て

適切
てきせつ

に支え合う
さ さ え あ う

ための環境づくり
か ん きょ うづ く り

 

項目
こうもく

 主
おも

な取り組み
と り く み

 主
おも

な目標
もくひょう

 

人材
じんざい

確保
か く ほ

 ○ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

人材
じんざい

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、人材
じんざい

マッチング
ま っ ち ん ぐ

の強化
きょうか

やインターン
い ん た ー ん

受入
うけいれ

・短時間
たんじかん

就労
しゅうろう

等
など

を促進
そくしん

 

○介護
か い ご

ロボット
ろ ぼ っ と

やＩＣＴの導入
どうにゅう

支援
し え ん

により介護
か い ご

職員
しょくいん

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図り
は か り

、経験
けいけん

年数
ねんすう

等
など

に応じた
お う じ た

処遇
しょぐう

改善
かいぜん

によ

り定着
ていちゃく

促進
そくしん

 

障
しょう

が い 福祉
ふ く し

人材
じんざい

センター
せ ん た ー

設置
せ っ ち

に よ る

人材
じんざい

確保
か く ほ

促進
そくしん

 

障
しょう

が い

特性
とくせい

に

応じた
お う じ た

支援
し え ん

 

○医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を 中心
ちゅうしん

とした医療
いりょう

・

教育
きょういく

・福祉
ふ く し

連携
れんけい

による在宅
ざいたく

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

と日中
にっちゅう

利用
り よ う

事業所
じぎょうしょ

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

など生活
せいかつ

の場
ば

の確保
か く ほ

 

○施設
し せ つ

職員
しょくいん

の人材
じんざい

育成
いくせい

や 受入
うけいれ

事業所
じぎょうしょ

の 拡大
かくだい

、 専門
せんもん

チーム
ち ー む

派遣
は け ん

による強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい児者
じ し ゃ

支援
し え ん

の強化
きょうか

 

○発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい児者
じ し ゃ

への福井型
ふくいがた

就労
しゅうろう

支援
し え ん

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

推進
すいしん

 

○フリースペース
ふ り ー す ぺ ー す

設置
せ っ ち

や専門
せんもん

チーム
ち ー む

派遣
は け ん

による市町
し ま ち

と

連携
れんけい

した地域
ち い き

でのひきこもり支援
し え ん

体制
たいせい

強化
きょうか

 

○市
し

町
まち

の基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

促進
そくしん

等
とう

による 

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

 

・ 医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

の

日中
にっちゅう

利用
り よ う

事業所
じぎょうしょ

65
６５

箇所
か し ょ

 

・強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい者
しゃ

支援者
しえんしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

修 了 者
しゅうりょうしゃ

3
３

,400
４００

人
にん

 

・ 発達障
はったつしょう

が い 者
しゃ

サポーター
さ ぽ ー た ー

全市町
ぜんしまち

に

配置
は い ち

 

・ フ
ふ

リースペース
り ー す ぺ ー す

参加
さ ん か

人数
にんずう

延1,000人
のべ１，０００にん

 

福祉
ふ く し

・医療
いりょう

サービス
さ ー び す

 

○グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

等
とう

による

地域
ち い き

移行
い こ う

推進
すいしん

 

○当事者
とうじしゃ

や医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

等
とう

による協議
きょうぎ

の場
ば

や

人材
じんざい

育成
いくせい

の充実
じゅうじつ

を行い
おこない

、「精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した

地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

」を構築
こうちく

 

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

を

全市町
ぜんしちょう

に整備
せ い び

 

・全域
ぜんいき

に設置
せ っ ち

した協議
きょうぎ

 

の場
ば

をさらに 充実
じゅうじつ

（活性化
かっせいか

） 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

Ⅳ
４

 安心
あんしん

・安全
あんぜん

に暮らせる
く ら せ る

まちづくり 
項目 主な取り組み 主な目標 

バ リ ア フ

リー 
○ 駅

えき

周辺
しゅうへん

や 観光地
かんこうち

の 商 業
しょうぎょう

施設
し せ つ

・ 公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
など

の

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

 

○バリアフリー
ば り あ ふ り ー

相談員
そうだんいん

を設置
せ っ ち

し企業
きぎょう

に研修
けんしゅう

を行う
おこなう

とと

もに、バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

された施設
し せ つ

にバリアフリー
ば り あ ふ り ー

表示証
ひょうじしょう

を交付
こ う ふ

しHP
ＨＰ

等
など

で公表
こうひょう

 

・多く
おおく

の県民
けんみん

が利用
りよう

する

県
けん

有
ゆう

施設
しせつ

の 障
しょう

が い

者用
しゃよう

ト イ レ 設置率
せっちりつ

100％ 

・ バリアフリー
ば り あ ふ り ー

表 示 証
ひょうじしょう

交付
こうふ

施設
しせつ

1
１

,500
５００

箇所
かしょ

 

防災
ぼうさい

対策
たいさく

 ○個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

促進
そくしん

および福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の 充実
じゅうじつ

や、障
しょう

がいのある方
かた

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参加
さ ん か

促進
そくしん

、情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

等による避難
ひ な ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

市町
し ま ち

への支援
し え ん

による

個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

や

福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の設置
せ っ ち

促進
そくしん
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感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

 

○施設
し せ つ

等
など

における感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

や、障
しょう

がい特性
とくせい

や

症 状
しょうじょう

に応じた
お う じ た

適切
てきせつ

な医療
いりょう

の提供
ていきょう

、障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

 

県
けん

と医療
いりょう

・保健
ほ け ん

分野
ぶ ん や

お

よび施設
し せ つ

等
など

の連携
れんけい

によ

る 初動
しょどう

時
じ

の 感染
かんせん

対策
たいさく

支援
し え ん

 

 

３ 計画
けいかく

の体系
たいけい

  

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 
全て
す べ て

の県民
けんみん

が個性
こ せ い

や人格
じんかく

を尊重
そんちょう

し支え合いながら
さ さ え あ い な が ら

 

安心
あんしん

して暮らし
く ら し

、一人
ひ と り

ひとりが輝ける
かがやける

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

    

基本目標 重点施策 

 

１ 共
とも

に生きる
い き る

社会
しゃかい

の実現
じつげん

 
 
 
   

(1) 県民
けんみん

理解
り か い

の促進
そくしん

 

(2) 
障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

 

(3) 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

(4) 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

(5) 
障
しょう

がいのある人
ひと

等
など

の声
こえ

の反映
はんえい

・当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

 

(6) 福祉
ふ く し

教育
きょういく

・交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

(7) 個別
こ べ つ

のニーズ
に ー ず

に応じた
お う じ た

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

 

２ 自分
じ ぶ ん

らしく活躍
かつやく

し、生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

する   

(1) 障
しょう

がいのある方
かた

の幸せ
しあわせ

就 労
しゅうろう

の推進
すいしん

 

 (2) 一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

に向けた
む け た

支援
しえん

 

 (3) スポーツ
す ぽ ー つ

の振興
しんこう

 

 (4) 文化
ぶんか

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

 (5) 日 中
にっちゅう

活動
かつどう

・交 流
こうりゅう

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

 

 (6) 心
こころ

の健康づくり
け ん こ う づ く り

の推進
すいしん
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基本目標 重点施策 

 

３  障
しょう

が い 特性
とくせい

に 応じて
お う じ て

適切
てきせつ

に

支え合う
さ さ え あ う

ための環境づくり
かんきょうづくり

 
 

(1) 障
しょう

がい福祉
ふ く し

・医療
いりょう

を支える
さ さ え る

人材
じんざい

確保
か く ほ

 

(2) 障
しょう

がい児
じ

の地域
ち い き

療育
りょういく

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

(3) 障
しょう

がい児者
じ し ゃ

の家族
か ぞ く

への支援
し え ん

 

(4) 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

・ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の充実
じゅうじつ

 

(5) 高齢化
こうれいか

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

(6) 
医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

・ 重 症
じゅうしょう

心
こころ

身障
しんしょう

が

い児者
じ し ゃ

への支援
し え ん

 

(7) 強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい児者
じ し ゃ

への支援
し え ん

 

(8) 発達障
はったつしょう

がい児者
じ し ゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

(9) ひきこもりへの支援
し え ん

 

(10) 
高
こう

次
じ

機
き

能
のう

障
しょう

がい者
しゃ

の医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の

充実
じゅうじつ

 

(11) 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

(12) 適切
てきせつ

な福祉
ふ く し

・医療
いりょう

サービス
さ ー び す

の確保
か く ほ

 

(13) 精神科
せいしんか

医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 

４ 安心
あんしん

・安全
あんぜん

に暮らせる
く ら せ る

まちづくり 
 

(1) 
障
しょう

がいに配慮
はいりょ

したまちづくりの

推進
すいしん

 

 (2) 防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 (3) 感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 (4) 防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 (5) 
交通
こうつう

安全
あんぜん

対策
たいさく

の推進
すいしん

・消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の

防止
ぼ う し
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１ 共
とも

に生きる
い き る

社会
しゃかい

の実現
じつげん

 
 

重点
じゅうてん

施策
し さ く

（１）県民
けんみん

理解
り か い

の促進
そくしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 期間
き か ん

 目
もく

 標
ひょう

 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

に関する
か ん す る

 

出前
で ま え

講座
こ う ざ

の実施
じ っ し

 
2023～2027 参加

さ ん か

人数
にんずう

   延 10,000人
のべ      にん

 

施
し

 策
さく

（１）共生
きょうせい

社会
しゃかい

の県民
けんみん

への普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

 ○共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

のための県民
けんみん

への普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    共生
きょうせい

社会
しゃかい

についての理念
り ね ん

（ 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

等
など

）を周知
しゅうち

す

るため、各地域
かくちいき

で特
とく

に子ども
こ ど も

や民間
みんかん

企業
きぎょう

等
など

に対する
た い す る

共生
きょうせい

社会
しゃかい

に関する
か ん す る

出前
で ま え

講座
こ う ざ

（障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

を講師
こ う し

とするものを含む
ふ く む

）やイベント
い べ ん と

等
など

を開催
かいさい

していきます。 

啓発
けいはつ

にあたっては、子ども
こ ど も

や企業
きぎょう

等
など

にもわかりやすいパンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

の制作
せいさく

や、

共生
きょうせい

社会
しゃかい

シンボルマーク
し ん ぼ る ま ー く

、共生
きょうせい

社会
しゃかい

に関する
か ん す る

標語
ひょうご

等
など

の活用
かつよう

のほか、ＤＸによる

社会
しゃかい

変革
へんかく

の動き
う ご き

をとらえ、ＩＣＴやＳＮＳ、映像
えいぞう

等
など

を活用
かつよう

した情報
じょうほう

発信
はっしん

などに

ついても適切
てきせつ

に対応
たいおう

し、条例
じょうれい

の理念
り ね ん

等
とう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を行い
おこない

、 障
しょう

がい者
しゃ

に対する
た い す る

差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を県民
けんみん

・企業
きぎょう

等
など

に促し
うながし

ます。  

 

施
し

 策
さく

（２）障
しょう

がいのある人
ひと

に関する
か ん す る

標 章
ひょうしょう

（マーク
ま ー く

）の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

  ○障
しょう

がいのある人
ひと

に関する
か ん す る

標 章
ひょうしょう

（マーク
ま ー く

）の県民
けんみん

への普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    ハートフル専用
せんよう

パーキング利用証
りようしょう

やバリアフリー表示証
ひょうじしょう

など本県
ほんけん

が定めた
さ だ め た

標 章
ひょうしょう

の普及
ふきゅう

を図る
は か る

とともに、障
しょう

がいのある人
ひと

のための国際
こくさい

シンボルマークや 

ヘルプマークなど障
しょう

がいのある人
ひと

に関する
か ん す る

標 章
ひょうしょう

の県民
けんみん

の理解
り か い

を促進
そくしん

します。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

令和
れ い わ

３年
３ ね ん

に改正
かいせい

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

が公布
こ う ふ

（施行
し こ う

は３年
３ ね ん

以内
い な い

）され、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

 

の障
しょう

がい者
しゃ

に対する
た い す る

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が義務化
ぎ む か

されましたが、県内
けんない

でも差別
さ べ つ

相談
そうだん

は多く
お お く

寄せられて
よ せ ら れ て

おり、共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

の認知度
に ん ち ど

も十分
じゅうぶん

高まって
た か ま っ て

いない状 況
じょうきょう

にあります。 

全て
す べ て

の県民
けんみん

が障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、互いに
た が い に

支え合い
さ さ え あ い

、共生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

するた

めに、企業
きぎょう

・団体
だんたい

も含めた
ふ く め た

県民
けんみん

に「障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も幸せ
しあわせ

に暮らせる
く ら せ る

福井県
ふくいけん

共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

」や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の理念
り ね ん

を周知
しゅうち

し、障
しょう

がいや障
しょう

がいのある人
ひと

および障
しょう

が

い者
しゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に対する
た い す る

理解
り か い

を促進
そくしん

することが重要
じゅうよう

です。 

 

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

相談
そうだん

件数
けんすう

：H30～R3計
   けい

 213件
けん

 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

の認知度
に ん ち ど

：R2県
けん

調査
ちょうさ

（関係者
かんけいしゃ

等
など

）36
３６

％ R4
ｒ４

県
けん

調査
ちょうさ

（一般
いっぱん

県民
けんみん

対象
たいしょう

）20％ 
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福井県
ふくいけん

が定める
さ だ め る

マーク
ま ー く

 

マーク 概要
がいよう

等
とう

 連絡先
れんらくさき

 

 【ハートフル
は ー と ふ る

専用
せんよう

パーキング
ぱ ー き ん ぐ

利用証
りようしょう

】
）

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

等
など

（ 障
しょう

がいのある人
ひと

、高齢者
こうれいしゃ

、妊産婦
にんさんぷ

等
とう

）で、

歩行
ほ こ う

が困難
こんなん

な方
かた

等
など

に県
けん

が利用証
りようしょう

を交付
こ う ふ

し、利用証
りようしょう

の有無
う む

により、

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

等用
などよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の利用
り よ う

対象者
たいしょうしゃ

を明確
めいかく

にすることで、

適正
てきせい

な利用
り よ う

を確保
か く ほ

することをねらいとした制度
せ い ど

です。この制度
せ い ど

の

対象者
たいしょうしゃ

に交付
こ う ふ

する利用証
りようしょう

に記して
し る し て

いるマーク
ま ー く

です。 

健康
けんこう

福祉部
ふくしぶ

 

障
しょう

がい福祉課
ふくしか

 

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

グルー

プ 

TEL:0776-20-0338 

FAX:0776-20-0639 

 【福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

整備
せ い び

基準
きじゅん

適合証
てきごうしょう

】
）

 

 この適合証
てきごうしょう

（適合
てきごう

マーク
ま ー く

）は、障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

を含む
ふ く む

すべての人
ひと

が、自由
じ ゆ う

に行動
こうどう

し、社会
しゃかい

に参加
さ ん か

し、交流
こうりゅう

することがで

きる生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を促進
そくしん

するため福井県
ふくいけん

福祉
ふ く し

のまちづくり

条例
じょうれい

のもと、平成
へいせい

８年
８ ね ん

に作成
さくせい

されたものです。条例
じょうれい

適合
てきごう

施設
し せ つ

を

対象
たいしょう

として交付
こ う ふ

し、本適合証
ほんてきごうしょう

を施設
し せ つ

に掲示
け い じ

することにより、適合
てきごう

施設
し せ つ

の PR と本条例
ほんじょうれい

の周知
しゅうち

を図って
は か っ て

います。 

健康
けんこう

福祉部
ふくしぶ

 

障
しょう

がい福祉課
ふくしか

 

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

グルー

プ 

TEL:0776-20-0338 

FAX:0776-20-0639 

 【バリアフリー表示証
ひょうじしょう

】 

 この表示証
ひょうじしょう

は、 障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

を含む
ふ く む

すべての人
ひと

が

施設
し せ つ

を利用
り よ う

しやすくするため、 障
しょう

がい者
しゃ

対応
たいおう

トイレ
と い れ

や点字
て ん じ

ブロ

ックなど、施設
し せ つ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

状 況
じょうきょう

を絵
え

記号
き ご う

で表して
あらわして

います。

対象
たいしょう

施設
し せ つ

は、スーパーマーケット、旅館
りょかん

、飲食店
いんしょくてん

など、不特定
ふとくてい

多数
た す う

の方
ほう

が利用
り よ う

する施設
し せ つ

で、誰
だれ

もが安心
あんしん

して施設
し せ つ

を利用
り よ う

できるよ

う、施設
し せ つ

の入口
いりぐち

などに掲示
け い じ

しています。 

健康
けんこう

福祉部
ふくしぶ

 

障
しょう

がい福祉課
ふくしか

 

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

グルー

プ 

TEL:0776-20-0338 

FAX:0776-20-0639 

 【共生
きょうせい

社会
しゃかい

シンボルマーク】 

身近
み ぢ か

な日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」について考える
かんがえる

きっかけと

なるよう共生
きょうせい

社会
しゃかい

推進
すいしん

のためのシンボルマークを、福井県
ふくいけん

マス

コットキャラクター「はぴりゅう」を活用
かつよう

し、作成
さくせい

しました。

各キャラクター
か く き ゃ ら く た ー

はそれぞれ 障
しょう

がいのある方
かた

、ない方
かた

、高齢者
こうれいしゃ

、

子ども
こ ど も

、母親
ははおや

を示し
し め し

、様々
さまざま

な人
ひと

が思いやりにより支えあう
さ さ え あ う

共生
きょうせい

社会
しゃかい

をイメージ
い め ー じ

しています。事業
じぎょう

リーフレット
り ー ふ れ っ と

や 協 力
きょうりょく

機関
き か ん

の

自販機
じ は ん き

、県
けん

の補助
ほ じ ょ

により整備
せ い び

したバリアフリー
ば り あ ふ り ー

施設
し せ つ

等
など

にシンボル

マークを掲示
け い じ

して、共生
きょうせい

社会
しゃかい

に関する
か ん す る

啓発
けいはつ

を行っています。 

健康
けんこう

福祉部
ふくしぶ

 

障
しょう

がい福祉課
ふくしか

 

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

グルー

プ 

TEL:0776-20-0338 

FAX:0776-20-0639 

他
た

の機関
き か ん

が定める
さ だ め る

マーク
ま ー く

 

マーク 
概要
がいよう

等
とう

 連絡先
れんらくさき

 

 【ヘルプマーク】 

義足
ぎ そ く

や人工
じんこう

関節
かんせつ

を使用
し よ う

している方
かた

、内部障
ないぶしょう

がいや難病
なんびょう

の方
かた

、

または妊娠
にんしん

初期
し ょ き

の方
かた

など、外見
がいけん

から分からなくて
わ か ら な く て

も援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている方々
かたがた

が、周囲
しゅうい

の方
かた

に配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としているこ

とを知らせる
し ら せ る

ことで、援助
えんじょ

を得やすく
え や す く

なるよう、作成
さくせい

した

マーク
ま ー く

です。ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

を身
み

に着けた
つ け た

方
ほう

を見
み

かけた場
ば

合
あい

は、

電車
でんしゃ

・バス内
ば す な い

で席
せき

をゆずる、困って
こ ま っ て

いるようであれば声
こえ

をかけ

る等
など

、思いやり
お も い や り

のある行動
こうどう

をお願い
お ね が い

します。 

東京都
とうきょうと

福祉
ふ く し

保健局
ほけんきょく

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進部
すいしんぶ

計画課
けいかくか

社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

担当
たんとう

 

 

TEL:03-5320-4147 

FAX:03-5388-1413 
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【障
しょう

がいのある人
ひと

のための国際
こくさい

シンボルマーク
し ん ぼ る ま ー く

】 

障
しょう

がいのある人
ひと

が利用
り よ う

できる建物
たてもの

、施設
し せ つ

であることを明確
めいかく

に

表す
あらわす

ための世界
せ か い

共通
きょうつう

のシンボルマーク
し ん ぼ る ま ー く

です。マーク
ま ー く

の使用
し よ う

につ

いては国際
こくさい

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

協会
きょうかい

の「使用
し よ う

指針
し し ん

」により

定められて
さ だ め ら れ て

います。駐 車 場
ちゅうしゃじょう

などでこのマーク
ま ー く

を見かけた
み か け た

場合
ば あ い

に

は、障
しょう

がいのある人
ひと

の利用
り よ う

への配慮
はいりょ

について、御理解
ご り か い

、御協力
ごきょうりょく

をお願い
お ね が い

いたします。※このマークは「すべての 障
しょう

がいのある人
ひと

を

対 象
たいしょう

」としたものです。特
とく

に車椅子
くるまいす

を利用
りよう

する 障
しょう

がいのある人
ひと

を限定
げんてい

し、使用
しよう

されるものではありません。 

公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

障
しょう

がい者
しゃ

リハビ

リ テ ー シ ョ ン

協会
きょうかい

 

 

TEL：03-5273-0601 

FAX：03-5273-1523 

 

【身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

標識
ひょうしき

】 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

であることを理由
り ゆ う

に免許
めんきょ

に条件
じょうけん

を付されて
ふ さ れ て

いる方
かた

が運転
うんてん

する 車
くるま

に表示
ひょうじ

するマーク
ま ー く

で、マークの表示については、

努力
どりょく

義務
ぎ む

となっています。危険
き け ん

防止
ぼ う し

のためやむを得ない
や む を え な い

場合
ば あ い

を

除き
の ぞ き

、このマーク
ま ー く

を付けた
つ け た

車
くるま

に幅
はば

寄せ
よ せ

や割り込み
わ り こ み

を行った
おこなった

運転者
うんてんしゃ

は、道路
ど う ろ

交通法
こうつうほう

の規定
き て い

により罰せられます
ば っ せ ら れ ま す

。 

警察庁
けいさつちょう

交通局
こうつうきょく

、

都道府県
と ど う ふ け ん

警察
けいさつ

本部
ほ ん ぶ

交通部
こうつうぶ

、警察
けいさつ

署
しょ

 

警察庁
けいさつちょう

 

TEL：03-3581-0141

（代
だい

） 

 【聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

標識
ひょうしき

】 

聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいであることを理由
り ゆ う

に免許
めんきょ

に条件
じょうけん

を付されて
ふ さ れ て

いる

方
かた

が運転
うんてん

する 車
くるま

に表示
ひょうじ

するマーク
ま ー く

で、マークの表示
ひょうじ

については、

義務
ぎ む

となっています。危険
き け ん

防止
ぼ う し

のためやむを得ない
や む を え な い

場合
ば あ い

を除き
の ぞ き

、

このマーク
ま ー く

を付けた
つ け た

車
くるま

に幅
はば

寄せ
よ せ

や割り込み
わ り こ み

を行った運転者
うんてんしゃ

は、

道路
ど う ろ

交通法
こうつうほう

の規定
き て い

により罰せられます
ば っ せ ら れ ま す

。 

警察庁
けいさつちょう

交通局
こうつうきょく

、

都道府県
と ど う ふ け ん

警察
けいさつ

本部
ほ ん ぶ

交通部
こうつうぶ

、警察
けいさつ

署
しょ

 

警察庁
けいさつちょう

 

TEL：03-3581-0141

（代
だい

） 

 

【盲人
もうじん

のための国際
こくさい

シンボルマーク】 

世界
せ か い

盲人会
もうじんかい

連合
れんごう

で 1984年
ねん

に制定
せいてい

された盲人
もうじん

のための世界
せ か い

共通
きょうつう

のマーク
ま ー く

です。視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

の安全
あんぜん

やバリアフリー
ば り あ ふ り ー

に考慮
こうりょ

された建物
たてもの

、設備
せ つ び

、機器
き き

などに付けられて
つ け ら れ て

います。信号機
しんごうき

や国際
こくさい

点字
て ん じ

郵便物
ゆうびんぶつ

・書籍
しょせき

などで身近に
み ぢ か に

見かける
み か け る

マーク
ま ー く

です。このマーク

を見かけた
み か け た

場合
ば あ い

には、視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

の利用
り よ う

への配慮
はいりょ

につい

て、御理解
ご り か い

、御協力
ごきょうりょく

をお願い
お ね が い

いたします。 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 

日本
に ほ ん

盲人
もうじん

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

 

 

TEL：03-5291-7885 

FAX：03-5291-7886 

 

【耳
みみ

マーク
ま ー く

】 

聞こえ
き こ え

が不自由
ふ じ ゆ う

なことを表す
あらわす

、国内
こくない

で使用
し よ う

されているマーク
ま ー く

で

す。聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

は見た目
み た め

には分からない
わ か ら な い

ために、誤解
ご か い

されたり、不利益
ふ り え き

をこうむったり、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

で不安
ふ あ ん

が少なく
す く な く

あ

りません。このマーク
ま ー く

を提示
て い じ

された場合
ば あ い

は、相手
あ い て

が「聞こえない
き こ え な い

」

ことを理解
り か い

し、コミュニケーションの方法
ほうほう

への配慮
はいりょ

について

御協力
ごきょうりょく

をお願い
お ね が い

いたします。 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにっぽん

難聴者
なんちょうしゃ

・

中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 

TEL：03-3225-5600 

FAX：03-3354-0046 

 【オストメイトマーク】 

人工
じんこう

肛門
こうもん

・人工
じんこう

膀胱
ぼうこう

を造設
ぞうせつ

している人
ひと

（オストメイト）のた

めの設備
せ つ び

があることを表して
あらわして

います。オストメイト対応
たいおう

の

トイレ
と い れ

の入口
いりぐち

・案内
あんない

誘導
ゆうどう

プレート
ぷ れ ー と

に表示
ひょうじ

されています。この

マーク
ま ー く

を見かけた
み か け た

場合
ば あ い

には、そのトイレ
と い れ

がオストメイト
お す と め い と

に配慮
はいりょ

されたトイレ
と い れ

であることについて、御理解
ご り か い

、御協力
ごきょうりょく

をお願い
お ね が い

い

たします。 

公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

交通
こうつう

エコロジー
え こ ろ じ ー

・

モビリティ
も び り て ぃ

財団
ざいだん

 

 

TEL：03-5670-

7681  FAX：03-

5670-7682 
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【ほじょ犬
けん

マーク】 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

同伴
どうはん

の啓発
けいはつ

のためのマーク
ま ー く

です。 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

とは、盲導犬
もうどうけん

、介助
かいじょ

犬
けん

、聴
ちょう

導
どう

犬
けん

のこと

を言います。「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬法
けんほう

」が施行
し こ う

され、現在
げんざい

では

公共
こうきょう

の施設
し せ つ

や交通
こうつう

機関
き か ん

はもちろん、デパートやスーパー、ホテ

ル、レストランなどの民間
みんかん

施設
し せ つ

でも身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

が同伴
どうはん

できるようになりました。 

補助
ほ じ ょ

犬
けん

はペット
ぺ っ と

ではありません。 体
からだ

の不自由
ふ じ ゆ う

な方
かた

の、体
からだ

の

一部
い ち ぶ

となって働いて
はたらいて

います。社会
しゃかい

のマナー
ま な ー

もきちんと訓練
くんれん

され

ているし、衛生面
えいせいめん

でもきちんと管理
か ん り

されています。お店
お み せ

の入口
いりぐち

などでこのマーク
ま ー く

を見かけたり
み か け た り

、補助
ほ じ ょ

犬
けん

を連れて
つ れ て

いる方
かた

を

見かけた
み か け た

場合
ば あ い

は、御理解
ご り か い

、御協力
ごきょうりょく

をお願い
お ね が い

いたします。 

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

社会
しゃかい

・援護局
えんごきょく

障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉部
ふ く し ぶ

企画課
き か く か

自立
じ り つ

支援
し え ん

振興室
しんこうしつ

 

 

TEL：03-5253-

1111（代） 

FAX：03-3503-

1237 

 

 【障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

マーク
ま ー く

】 

公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

ソーシャルサービス
そ ー し ゃ る さ ー び す

協会
きょうかい

が障
しょう

がいのある人
ひと

の

在宅障
ざいたくしょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

並び
な ら び

に障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

を認めた
み と め た

企業
きぎょう

、団体
だんたい

に対して付与
ふ よ

する認証
にんしょう

マーク
ま ー く

です。 障
しょう

がいのある

人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を理念
り ね ん

に、障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

を促進
そくしん

したいと

いう思い
お も い

を持って
も っ て

いる企業
きぎょう

がどこにあるのか、わかりやすくな

れば、 障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

を取り巻く
と り ま く

環境
かんきょう

もより整備
せ い び

され

ます。 障
しょう

がい者雇用
こ よ う

支援
し え ん

マーク
ま ー く

が企業側
きぎょうがわ

と 障
しょう

がいのある人
ひと

の

橋渡し
はしわたし

になるよう御協力
ごきょうりょく

をお願い
お ね が い

します。 

公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

ソーシャルサービス
そ ー し ゃ る さ ー び す

協 会
きょうかい

IT
ＩＴ

センター 

 

TEL：052-218-

2154 

FAX：052-218-

2155 

 【手話
し ゅ わ

マーク
ま ー く

】 

「手話
し ゅ わ

で対応
たいおう

できる」ことが一目
いちもく

で分かる
わ か る

よう、作成
さくせい

された

マーク
ま ー く

です。５本指
５ほんゆび

で「手話
し ゅ わ

」を表す
あらわす

形
かたち

を採用
さいよう

し、輪
わ

っかで手
て

の動き
う ご き

を表現
ひょうげん

しています。 

【意味
い み

】「手話
し ゅ わ

で対応
たいおう

します」、「手話
し ゅ わ

でコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

でき

る人
ひと

がいます」 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにっぽん

ろうあ連盟
れんめい

 

 

TEL:03-3268-8847 

FAX:03-3267-3445 

 【筆談
ひつだん

マーク
ま ー く

】 

「筆談
ひつだん

で対応
たいおう

できる」ことが一目
いちもく

で分かる
わ か る

よう、作成
さくせい

された

マーク
ま ー く

です。相互
そ う ご

に紙
かみ

に書く
か く

ことによるコミュニケーションを

表現
ひょうげん

しています。 

【意味
い み

】「筆談
ひつだん

で対応
たいおう

します」 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにっぽん

ろうあ連盟
れんめい

 

 

TEL:03-3268-8847 

FAX:03-3267-3445 

 【ハート・プラスマーク】 

「身体
しんたい

内部
な い ぶ

に 障
しょう

がいがある人
ひと

」を表して
あらわして

います。身体
か ら だ

内部
な い ぶ

(心臓
しんぞう

、呼吸
こきゅう

機能
き の う

、じん臓
ぞう

、膀胱
ぼうこう

・ 直 腸
ちょくちょう

、小 腸
しょうちょう

、肝臓
かんぞう

、免疫
めんえき

機能
き の う

）に 障
しょう

がいがある人
ひと

は外見
がいけん

からは分かりにくい
わ    

ため、様々
さまざま

な誤解
ご か い

を受ける
う け る

ことがあります。内部障
ないぶしょう

がいの方
かた

の中
なか

には、

電車
でんしゃ

などの優先席
ゆうせんせき

に座りたい
す わ り た い

、近辺
きんぺん

での携帯
けいたい

電話
で ん わ

使用
し よ う

を控えて
ひ か え て

ほしい、 障
しょう

がい者用
しゃよう

駐車
ちゅうしゃ

スペース
す ぺ ー す

に停めたい
と め た い

、といったこと

を希望
き ぼ う

していることがあります。このマーク
ま ー く

を着用
ちゃくよう

されている

方
かた

を見かけた
み か け た

場合
ば あ い

には、内部障
ないぶしょう

がいへの配慮
はいりょ

について御理解
ご り か い

、

御協力
ごきょうりょく

をお願いいたします。 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

ハート・プラ

スの会
かい

 

 

TEL：052-718-

1581 

FAX：052-718-

1581 
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 【「白杖
はくじょう

ＳＯＳシグナル
し ぐ な る

」普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

シンボルマーク
し ん ぼ る ま ー く

】 

白
はく

杖
じょう

を頭上
ずじょう

５０ｃｍ程度
て い ど

に掲げて
か か げ て

ＳＯＳのシグナル
し ぐ な る

を示して
し め し て

い

る視覚
し か く

に 障
しょう

がいのある人
ひと

を見かけたら
み か け た ら

、進んで
す す ん で

声
こえ

をかけて支援
し え ん

しようという「白
はく

杖
じょう

ＳＯＳシグナル
し ぐ な る

」運動
うんどう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

シンボルマーク
し ん ぼ る ま ー く

です。 

白
はく

杖
じょう

によるＳＯＳのシグナル
し ぐ な る

を見かけたら
み か け た ら

、進んで
す す ん で

声
こえ

をかけ、

困って
こ ま っ て

いることなどを聞き
き き

、サポートをしてください。 

※駅
えき

のホーム
ほ ー む

や路上
ろじょう

などで視覚
し か く

に障
しょう

がいのある人
ひと

が危険
き け ん

に遭遇
そうぐう

しそうな場合
ば あ い

は、白
はく

杖
じょう

によりＳＯＳのシグナル
し ぐ な る

を示して
し め し て

いなく

ても、声
こえ

をかけてサポートをしてください。 

岐阜市
ぎ ふ し

福祉部
ふ く し ぶ

福祉
ふ く し

 

事務所
じ む し ょ

 

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

 

TEL：058-214-

2138 

FAX：058-265-

7613 

※「令和
れ い わ

４年版
４ねんばん

障害者
しょうがいしゃ

白書
はくしょ

」等
など

を参照
さんしょう

 

施
し

 策
さく

（３）相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

  ○県
けん

、市町
し ま ち

等
など

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

設置
せ っ ち

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

障
しょう

がいのある人
ひと

への差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を図る
は か る

ことを目的
もくてき

に、県内
けんない

各市町
かくしまち

および総合
そうごう

福祉
ふ く し

相談所
そうだんじょ

、県内
けんない

６か所
６ か し ょ

の健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

に「障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

」を設置
せ っ ち

し、各市町
かくしまち

に配置
は い ち

されている 障
しょう

がい者
しゃ

相談員
そうだんいん

と連携
れんけい

を取りながら
と り な が ら

、差別
さ べ つ

に関連
かんれん

する様々
さまざま

な相談
そうだん

に対応
たいおう

します。 

    また、県
けん

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

広域
こういき

相談
そうだん

支援員
しえんいん

を設置
せ っ ち

し、市町
し ま ち

や企業
きぎょう

・団体
だんたい

・関係
かんけい

機関
き か ん

・

部局
ぶきょく

等
とう

からの広域
こういき

相談
そうだん

・調整
ちょうせい

を行います。 

    さらに、各相談
かくそうだん

窓口
まどぐち

で受け付けた
う け つ け た

相談
そうだん

事例
じ れ い

を集約
しゅうやく

・分析
ぶんせき

・公表
こうひょう

し、県民
けんみん

の

皆さん
み な さ ん

が 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

とは何
なに

か、どのような配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

かを知る
し る

ことで、差別
さ べ つ

に気づき
き づ き

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

等
とう

の行動
こうどう

につながるよう取り組み
と り く み

ます。 

    福井県
ふくいけん

共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

に基づき
も と づ き

、 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

に関する
か ん す る

相談
そうだん

事例
じ れ い

の共有
きょうゆう

や

差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための取組
とりくみ

を効果的
こうかてき

かつ円滑
えんかつ

に行う
おこなう

ため、 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

を運営
うんえい

するとともに市町
し ま ち

の運営
うんえい

を支援
し え ん

します。 

 

施
し

 策
さく

（４）行政
ぎょうせい

機関
き か ん

における配慮
はいりょ

 

  ○行
ぎょう

政
せい

機関
き か ん

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の実施
じ っ し

（全庁
ぜんちょう

） 

    県
けん

や市町
し ま ち

における事務
じ む

・事業
じぎょう

の実施
じ っ し

にあたっては、 障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

と

する社会的
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

を行う
おこなう

とともに、

必要
ひつよう

な環境
かんきょう

の整備
せ い び

を進める
す す め る

よう努めます
つ と め ま す

。 

    行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職員
しょくいん

等
とう

に対し
た い し

、 障
しょう

がいのある人
ひと

に関する
か ん す る

理解
り か い

を促進
そくしん

し、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を適切
てきせつ

に行う
おこなう

ために必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

等
とう

を実施
じ っ し

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

への

配慮
はいりょ

の徹底
てってい

を図ります
は か り ま す

。 



第４章 重点施策 

37 

 

重点
じゅうてん

施策
し さ く

（２）障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 年度 実績 年度 目標 

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

研修
けんしゅう

受講者数
じゅこうしゃすう

〔事業所
じぎょうしょ

〕（累計
るいけい

） 

2022 336人
にん

 2027 1,200人
にん

 

 

施
し

 策
さく

（１）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

 

  ○成年
せいねん

後見
こうけん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

、市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の育成
いくせい

等
とう

を行う
おこなう

ための「成年
せいねん

後見
こうけん

センター
せ ん た ー

」

を設置
せ っ ち

し、知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がい、発達障
はったつしょう

がいなどにより判断
はんだん

や管理
か ん り

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な方
かた

が、親
おや

の亡き
な き

後
あと

も安心
あんしん

して暮らせる
く ら せ る

よう支援
し え ん

します。 

 

  ○成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

（長寿
ちょうじゅ

福祉課
ふ く し か

・ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

との定例的
ていれいてき

な協議
きょうぎ

の実施
じ っ し

や成年
せいねん

後見
こうけん

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

、市町
し ま ち

への体制
たいせい

整備
せ い び

アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

の派遣
は け ん

等
とう

により、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

を図る
は か る

とともに、

「高齢者
こうれいしゃ

等
とう

権利
け ん り

擁護
よ う ご

専門
せんもん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

」の設置
せ っ ち

や専門
せんもん

職
しょく

派遣
は け ん

により必要
ひつよう

な支援
し え ん

を

行い
おこない

ます。 

 

施
し

 策
さく

（２）虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の推進
すいしん

 

  ○障
しょう

がい者
しゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター
せ ん た ー

の機能
き の う

強化
きょうか

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    センター内
せ ん た ー な い

に弁護士
べ ん ご し

相談
そうだん

窓口
まどぐち

を設置
せ っ ち

し、相談会
そうだんかい

を開催
かいさい

することにより、 障
しょう

が

い者
しゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための法的
ほうてき

対応
たいおう

強化
きょうか

を図ります
は か り ま す

。 

 

  〇市町
し ま ち

の障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

の連携
れんけい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    障
しょう

がい者
しゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター
せ ん た ー

は、市町
し ま ち

の障がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

からの通報
つうほう

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい等
など

により判断
はんだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

でなく、自ら
みずから

適切
てきせつ

に財産
ざいさん

管理
か ん り

を 

行ったり
お こ な っ た り

、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

手続き
て つ づ き

を行う
おこなう

ことが困難
こんなん

な方
かた

を保護
ほ ご

し支援
し え ん

するため、 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の体制
たいせい

を整備
せ い び

するとともに、制度
せ い ど

の理解
り か い

を深め
ふ か め

、利用
り よ う

促進
そくしん

を図ります
は か り ま す

。 

虐待
ぎゃくたい

は、障
しょう

がいのある人
ひと

の人格
じんかく

や尊厳
そんげん

をおびやかすものであるため、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に対する
た い す る

意識
い し き

啓発
けいはつ

を行う
おこなう

とともに、効果的
こうかてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

し、障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

でき

る地域づくり
ち い き づ く り

を進めて
す す め て

いく必要
ひつよう

があります。 



第４章 重点施策 

 

38 

 

を受け
う け

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

や助言
じょげん

を行います
お こ な い ま す

。また、障
しょう

がい者
しゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会内
ぎかいない

に設置
せ っ ち

されている「 障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

部会
ぶ か い

」において、連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

、

未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

、早期
そ う き

発見
はっけん

のための対策
たいさく

等
とう

を協議
きょうぎ

します。 

 

  ○虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

のための人材
じんざい

の育成
いくせい

（長寿
ちょうじゅ

福祉課
ふ く し か

、 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    虐待
ぎゃくたい

に関する
か ん す る

専門
せんもん

講義
こ う ぎ

等
とう

を実施
じ っ し

し、虐待
ぎゃくたい

の窓口
まどぐち

となる市町
し ま ち

職員
しょくいん

の能力
のうりょく

向上
こうじょう

を図る
は か る

とともに、弁護士
べ ん ご し

等
など

の専門家
せんもんか

を派遣し、実際の事例に対しても支援

します。 

    障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

の虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

のため、事業所
じぎょうしょ

や市町
し ま ち

の職員
しょくいん

を対象
たいしょう

にした研修会
けんしゅうかい

等
など

を実施
じ っ し

し、職員
しょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

を図ります
は か り ま す

。 

事業所
じぎょうしょ

等
とう

における虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

や従事者
じゅうじしゃ

への虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

のための

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

責任者
せきにんしゃ

の設置
せ っ ち

を徹底
てってい

し、虐待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

や防止
ぼ う し

に向けて

取り組みます
と り く み ま す

。 

    地域
ち い き

での権利
け ん り

擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関する
か ん す る

取り組み
と り く み

が積極的
せっきょくてき

に行われる
お こ な わ れ る

よう

各地域
かくちいき

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に働きかけます
は た ら き か け ま す

。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（３）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 2021 2027 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

等
など

養成数
ようせいすう

（累計
るいけい

） 1,787人
にん

 3,000人
にん

 

県立
けんりつ

図書館
としょかん

の視覚障
しかくしょう

がい者用
しゃよう

図書
と し ょ

等
など

所蔵数
しょぞうすう

（累計
るいけい

冊数
さっすう

） 

14,734冊
さつ

 15,600冊
さつ

 

県立
けんりつ

図書館
としょかん

における書籍
しょせき

（視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

サービス
さ ー び す

）等
など

年間
ねんかん

貸出数
かしだしすう

（冊数
さっすう

） 

609冊
さつ

 640冊
さつ

 

サピエ
さ ぴ え

会員
かいいん

登録者数
とうろくしゃすう

（県内
けんない

） 124人
にん

 200人
にん

 

※サピエ…視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

などに対して
た い し て

、様々
さまざま

な情報
じょうほう

を点字
て ん じ

、音声
おんせい

データ
で ー た

などで提供
ていきょう

するネットワーク 

施
し

 策
さく

（１）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

人材
じんざい

の養成
ようせい

等
とう

 

  ○意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

にかかる人材
じんざい

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

・活用
かつよう

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

における意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

を確保
か く ほ

するため、障
しょう

がい者
しゃ

のニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

す

る手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

、点訳
てんやく

奉仕員
ほうしいん

、音訳
おんやく

奉仕員
ほうしいん

、盲
もう

ろう者通
しゃつう

訳者
やくしゃ

、失語症
しつごしょう

意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
しえんしゃ

などの人材
じんざい

養成
ようせい

を行う
おこなう

とともに、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
など

の派遣
は け ん

体制
たいせい

を

充実
じゅうじつ

します。 

また、軽度
け い ど

・中等度
ちゅうとうど

難聴児
なんちょうじ

の補聴器
ほちょうき

購入
こうにゅう

に対して
た い し て

助成
じょせい

を行い
おこない

、補聴器
ほちょうき

の

早期装用
そうきそうよう

を促して
うながして

言語
げ ん ご

習得
しゅうとく

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図ります
は か り ま す

。 

 

施
し

 策
さく

（２）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

  ○手話
し ゅ わ

等
とう

の普及
ふきゅう

・コミュニケーションボード
こ み ゅ に け ー し ょ ん ぼ ー ど

の活用
かつよう

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

を通じて
つ う じ て

県民
けんみん

の 障
しょう

がいに対する
た い す る

理解
り か い

を促進
そくしん

するため、県内
けんない

市町
し ま ち

に

おいて手話
し ゅ わ

普及
ふきゅう

講座
こ う ざ

を開催
かいさい

するとともに、県
けん

が制作
せいさく

した手話
し ゅ わ

アニメ
あ に め

動画
ど う が

の普及
ふきゅう

に

努めます
つ と め ま す

。また、コミュニケーションボード等
など

を活用
かつよう

し、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいや知的
ち て き

障
しょう

がい、自閉症
じへいしょう

の方
かた

等
など

との意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 令和
れ い わ

４年
４ ね ん

に障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

施策
し さ く

推進法
すいしんほう

が公布
こ う ふ

・ 

施行
し こ う

されました。また、本県
ほんけん

においては、2018
２０１８

（平成
へいせい

30
３０

）年
ねん

４月
４ が つ

に、意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

と 

しての手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

等
とう

を目的
もくてき

とする手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例が施行
し こ う

されています。 

障
しょう

がいのある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するため、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

および利用
り よ う

ならび 

に意思
い し

疎通
そ つ う

にかかる施策
し さ く

を充実
じゅうじつ

し、情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

を向上
こうじょう

させるための取り組み
と り く み

を

行って
おこなって

いく必要
ひつよう

があります。あわせて、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を担う
に な う

人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

やサービス
さ ー び す

の

円滑
えんかつ

な利用
り よ う

の促進
そくしん

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があります。 
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  ○ＩＣＴ（情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

）機器
き き

を活用
かつよう

した意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    多く
お お く

の県民
けんみん

が参加
さ ん か

する大会
たいかい

等
とう

において、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を派遣
は け ん

するとともに、ＩＣ

Ｔ機器
き き

を活用
かつよう

して文字
も じ

情報
じょうほう

による意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。 

障
しょう

がい者
しゃ

に対する
た い す る

ＩＣＴ機器
き き

の紹介
しょうかい

や貸出
かしだし

、利用
り よ う

に係る
か か る

相談
そうだん

等
とう

を行う
おこなう

ＩＣＴ

サポートセンター
さ ぽ ー と せ ん た ー

の運営
うんえい

に支援
し え ん

を行う
おこなう

ことで、障
しょう

がい種別
しゅべつ

や障
しょう

がい特性
とくせい

を考慮
こうりょ

しつつ、 障
しょう

がい者
しゃ

のＩＣＴ機器
き き

の利用
り よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

や活用
かつよう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を推進
すいしん

し

ます。 

     

施
し

 策
さく

（３）行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

  ○行
ぎょう

政
せい

情報
じょうほう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

（全庁
ぜんちょう

） 

    県
けん

において、障
しょう

がいのある人
ひと

に関する
か ん す る

情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

を行う
おこなう

際
さい

には、字幕
じ ま く

・音声
おんせい

等
など

の適切
てきせつ

な活用
かつよう

や、わかりやすい情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行います
お こ な い ま す

。また、様々
さまざま

な手続き
て つ づ き

の簡素化
か ん そ か

・デジタル化やホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

の掲載
けいさい

情報
じょうほう

の充実
じゅうじつ

などに努めます
つ と め ま す

。 

県
けん

の主要
しゅよう

な施策
し さ く

、事業
じぎょう

等
など

、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

へのアクセス
あ く せ す

機会
き か い

の均等化
きんとうか

を推進
すいしん

するた

め、視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

に対して
た い し て

は、「ふれあい県政だより
け ん せ い だ よ り

」（点字版
てんじばん

・音声版
おんせいばん

）

を発行
はっこう

し、聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

に対して
た い し て

は、テレビ
て れ び

広報
こうほう

番組
ばんぐみ

等
とう

に字幕
じ ま く

や手話
し ゅ わ

を

付与
ふ よ

します。 

 

  ○法制
ほうせい

情報
じょうほう

のアクセス
あ く せ す

向上
こうじょう

（情報
じょうほう

公開
こうかい

・法制課
ほうせいか

） 

    視覚障
しかくしょう

がいのある人
ひと

が条例
じょうれい

など法制情報
じょうほう

を理解
り か い

しやすいように条例
じょうれい

の内容
ないよう

を点字
て ん じ

で紹介
しょうかい

するとともに、ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

に掲載
けいさい

した法制
ほうせい

情報
じょうほう

の音声
おんせい

読み上げ
よ み あ げ

に対応
たいおう

し、利便性
りべんせい

の向上
こうじょう

を図ります
は か り ま す

。 

 

  ○県
  けん

庁舎
ちょうしゃ

へのＩＣＴ機器
き き

の導入
どうにゅう

（財産
ざいさん

活用課
かつようか

） 

    聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

支援
し え ん

のため、県
けん

庁舎
ちょうしゃ

受付
うけつけ

に音声
おんせい

情報
じょうほう

を文字
も じ

情報
じょうほう

に変換
へんかん

するタブレット
た ぶ れ っ と

端末
たんまつ

を導入
どうにゅう

します。 

 

施
し

 策
さく

（４）読書
どくしょ

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の充実
じゅうじつ

 

○読書
どくしょ

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

・文化
ぶ ん か

財課
ざ い か

） 

    点字
て ん じ

図書館
としょかん

や公立
こうりつ

図書館
としょかん

等
とう

に視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

が利用
り よ う

しやすい書籍
しょせき

等
など

を充実
じゅうじつ

させ

るとともに、サピエ
さ ぴ え

等
など

インターネットサービス
い ん た ー ね っ と さ ー び す

の周知
しゅうち

や利用
り よ う

促進
そくしん

を行います
お こ な い ま す

。 

    視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

に対し
た い し

、様々
さまざま

な読書
どくしょ

媒体
ばいたい

の紹介
しょうかい

や、サピエ
さ ぴ え

等
とう

の利用
り よ う

方法
ほうほう

に関する
か ん す る

 

相談
そうだん

および習得
しゅうとく

支援
し え ん

を行い
おこない

、端末
たんまつ

機器
き き

の情報
ほう

入手
にゅうしゅ

や貸出
かしだし

支援
し え ん

を促進
そくしん

し、ＩＣＴ 

サポートセンター
さ ぽ ー と せ ん た ー

の普及
ふきゅう

等
とう

について、点字
て ん じ

図書館
としょかん

と連携
れんけい

しながら進めて
す す め て

いきます。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（４）意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 ○意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に携わる
たずさわる

職員
しょくいん

の知識
ち し き

・技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

自ら
みずから

意思
い し

を決定
けってい

することが困難
こんなん

な 障
しょう

がいのある人
ひと

が 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を

適切
てきせつ

に利用
り よ う

することができるよう、本人
ほんにん

の自己決定
けってい

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

やサービス
さ ー び す

管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

など意思
い し

決定
けってい

に携わる
たずさわる

職員
しょくいん

および、 教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

や行政
ぎょうせい

職員
しょくいん

、当事者
とうじしゃ

家族
か ぞ く

に対し
た い し

、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

についての研修
けんしゅう

や情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を行い
おこない

、必要
ひつよう

な支援
し え ん

等
など

が行われる
お こ な わ れ る

よう努め
つ と め

ます。 

   

○関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

の連携
れんけい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

各機関
かくきかん

で協働
きょうどう

して 障
しょう

がいのある人
ひと

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を行う
おこなう

とともに、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

に伴う
ともなう

相談
そうだん

支援
し え ん

が受けられる
う け ら れ る

体制
たいせい

を整備
せ い び

しま

す。 

 

施
し

 策
さく

（２）選挙
せんきょ

に対する
た い す る

配慮
はいりょ

・支援
し え ん

 

  ○点
  てん

字
じ

投票
とうひょう

制度
せ い ど

等
とう

の周知
しゅうち

（選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

） 

自宅
じ た く

での投票
とうひょう

が可能
か の う

な郵便
ゆうびん

等
とう

による不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

制度
せ い ど

をはじめ、代理
だ い り

投票
とうひょう

制度
せ い ど

や点字
て ん じ

による投票
とうひょう

制度
せ い ど

の活用
かつよう

および正しい
た だ し い

利用
り よ う

方法
ほうほう

について、周知
しゅうち

を

図ります
は か り ま す

。 

 

  ○投票所
とうひょうじょ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

（選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

） 

    投票所
とうひょうじょ

や期日前
きじつぜん

投票所
とうひょうじょ

を設置
せ っ ち

する市町
し ま ち

選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

に対し
た い し

、 障
しょう

がいのあ

る人
ひと

が利用
り よ う

しやすいよう、駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の確保
か く ほ

や段差
だ ん さ

解消
かいしょう

等
など

のハード面
は ー ど め ん

に加え
く わ え

、

分かりやすい
わ か り や す い

表現
ひょうげん

や視覚
し か く

支援
し え ん

を用いた
も ち い た

案内
あんない

などソフト面
そ ふ と め ん

でのバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を

働き
はたらき

かけます。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  障
しょう

がいのある人
ひと

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとなむ

ためには、自ら
みずから

が意思
い し

決定
けってい

 

 を行い
おこない

、自ら
みずから

の意思
い し

が反映
はんえい

された生活
せいかつ

を送る
お く る

ことが重要
じゅうよう

です。 

自ら
みずから

意思
い し

を決定
けってい

することが困難
こんなん

な障
しょう

がいのある人
ひと

に対して
た い し て

は、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

に

おいて、可能
か の う

な限り
か ぎ り

本人
ほんにん

が意思
い し

決定
けってい

できるよう必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行う
おこなう

とともに、自ら
みずから

の決定
けってい

に

基づき
も と づ き

、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で相談
そうだん

支援
し え ん

を受ける
う け る

ことができる体制
たいせい

の整備
せ い び

を進める
す す め る

必要
ひつよう

があります 

また、 障
しょう

がいのある人
ひと

が参政権
さんせいけん

を行使
こ う し

できるよう、選挙
せんきょ

の投票
とうひょう

に対する
た い す る

配慮
はいりょ

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があります。 
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○選挙
せんきょ

公報
こうほう

や政見
せいけん

放送
ほうそう

等
など

への配慮
はいりょ

（選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

） 

県
けん

選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

が発行
はっこう

する選挙
せんきょ

公報
こうほう

について、 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

と 協 力
きょうりょく

し、

点字版
てんじばん

や音訳版
おんやくばん

および「わかりやすい版
ばん

」を提供
ていきょう

します。 

また、知事
ち じ

選挙
せんきょ

について、手話
し ゅ わ

通訳付き
つ う や く つ き

の政見
せいけん

放送
ほうそう

を実施
じ っ し

します。手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

が

挿入
そうにゅう

されていない国政
こくせい

選挙
せんきょ

にかかる政見
せいけん

放送
ほうそう

については、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

が実施
じ っ し

するビデオ
び で お

集会
しゅうかい

への支援
し え ん

を行います
お こ な い ま す

。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（５）障
しょう

がいのある人
ひと

等
など

の声
こえ

の反映
はんえい

、当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）障
しょう

がいのある人
ひと

の発言
はつげん

の場
ば

の拡大
かくだい

 

  ○タウンミーティング等
など

の実施
じ っ し

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    障
しょう

がいのある人
ひと

を含め
ふ く め

、広く
ひ ろ く

県民
けんみん

の声
こえ

を 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

に反映
はんえい

させるため、

県内
けんない

各地
か く ち

においてタウンミーティング
た う ん み ー て ぃ ん ぐ

を開催
かいさい

し、意見
い け ん

交換
こうかん

を行います
お こ な い ま す

。 

   

  ○社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

の機能
き の う

強化
きょうか

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    福井県
ふくいけん

社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

が、県内
けんない

障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

からの要望
ようぼう

をとりまと

め、国
くに

や県
けん

、市町
し ま ち

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

に対し
た い し

要望
ようぼう

活動
かつどう

を行う
おこなう

ことで、 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の

意見
い け ん

を施策
し さ く

に取り入
と り い

れられるようにしていきます。 

   

   

   

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進める
す す め る

ためには、様々
さまざま

な社会
しゃかい

基盤
き ば ん

を整備
せ い び

するととも 

に、障
しょう

がいのある人
ひと

に関する
か ん す る

政策
せいさく

等
とう

に自ら
みずから

参画
さんかく

できる環境
かんきょう

を整備
せ い び

することが重要
じゅうよう

で 

す。 

これまで発言
はつげん

することの少なかった
す く な か っ た

障
しょう

がいのある人
ひと

が、「言えば
い え ば

届く
と ど く

」を実感
じっかん

し、 

積極的
せっきょくてき

に社会
しゃかい

参加
さ ん か

できるよう、政策
せいさく

等
とう

に対する
た い す る

発言
はつげん

の場
ば

、意見
い け ん

交換
こうかん

の場
ば

を設ける
も う け る

必要
ひつよう

があ

ります。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（６）福祉
ふ く し

教育
きょういく

・交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）相互
そ う ご

交流
こうりゅう

の推進
すいしん

および障
しょう

がいに関する
か ん す る

理解
り か い

促進
そくしん

 

  ○特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と近隣
きんりん

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

等
とう

の交流
こうりゅう

および共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

（高校
こうこう

教育課
きょういくか

、

児童
じ ど う

家庭課
か て い か

、義務
ぎ む

教育課
きょういくか

） 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

が行う
おこなう

交流
こうりゅう

および共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を通して
と お し て

、障
しょう

がい

のある子ども
こ ど も

とない子ども
こ ど も

が共
とも

に学ぶ
ま な ぶ

ことができる体制
たいせい

を整えます
と と の え ま す

。 

障
しょう

がいのある乳幼児
にゅうようじ

と障
しょう

がいのない乳幼児
にゅうようじ

が、認定
にんてい

こども園
えん

、幼稚園
ようちえん

および

保育所
ほいくじょ

にて共
とも

に教育
きょういく

および保育
ほ い く

できる体制
たいせい

を支援
し え ん

します。 

 

  ○障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

における体験
たいけん

・交流
こうりゅう

の推進
すいしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    障
しょう

がいへの関心
かんしん

と理解
り か い

を深める
ふ か め る

ため、障
しょう

がい者
しゃ

施設が中心
ちゅうしん

となって、地域
ち い き

の小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

等
など

子ども
こ ど も

達
たち

を対象
たいしょう

とした施設
し せ つ

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

体験
たいけん

や障
しょう

がいのある

人
ひと

との交流
こうりゅう

イベント
い べ ん と

を実施
じ っ し

します。 

    また、夏祭
なつまつり

等
とう

の地域
ち い き

行事
ぎょうじ

への参加
さ ん か

など施設
し せ つ

と住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

を進め
す す め

、地域
ち い き

全体
ぜんたい

での障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

理解
り か い

促進
そくしん

を図ります
は か り ま す

。 

 

  ○児
じ

童
どう

生徒
せ い と

対象
たいしょう

の障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

交流
こうりゅう

体験
たいけん

の実施
じ っ し

（スポーツ課
す ぽ ー つ か

） 

    障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、スポーツ
す ぽ ー つ

の楽しさ
た の し さ

を共有
きょうゆう

できるよう、児童
じ ど う

生徒
せ い と

を対象
たいしょう

にした 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の体験
たいけん

教室
きょうしつ

や交流会
こうりゅうかい

を実施
じ っ し

し、 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

を通じて
つ う じ て

理解
り か い

促進
そくしん

を図ります
は か り ま す

。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

への差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

の根底
こんてい

には、障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

無理解
む り か い

、無関心
むかんしん

が 

あります。障
しょう

がいのある人
ひと

とない人
ひと

が、お互い
お た が い

を知り
し り

、理解
り か い

することにより、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

を 

なくしていくことが重要
じゅうよう

です。 

 お互い
た が い

がお互い
お た が い

を知る
し る

ため、子ども
こ ど も

から大人
お と な

まで、学校
がっこう

や地域
ち い き

における交流
こうりゅう

を推進
すいしん

 

しながら、インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

を充実
じゅうじつ

させるとともに、幼少期
ようしょうき

から学校
がっこう

教育
きょういく

において、 

障
しょう

がいのある人
ひと

や様々
さまざま

な障
しょう

がいについての教育
きょういく

を進めて
す す め て

いく必要
ひつよう

があります。 
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施
し

 策
さく

（２）インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

システム
し す て む

の推進
すいしん

 

○ インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

システム
し す て む

の推進
すいしん

（高校
こうこう

教育課
きょういくか

、義務
ぎ む

教育課
きょういくか

、児童
じ ど う

家庭課
か て い か

） 

    障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向けた
む け た

主体的
しゅたいてき

な取組
とりくみ

を支援
し え ん

す

るという視点
し て ん

に立ち
た ち

、基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を進めつつ
す す め つ つ

、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

の活用
かつよう

を通じて
つ う じ て

、幼稚園
ようちえん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こうとう

学校
がっこう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

に在籍
ざいせき

する 障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を受けながら
う け な が ら

、

適切
てきせつ

な指導
し ど う

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受けられる
う け ら れ る

ようにします。こうした取組
とりくみ

を通じて
つ う じ て

、障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に提
てい

供される
き ょ う さ れ る

配慮
はいりょ

や学び
ま な び

の場
ば

の選択肢
せんたくし

を増やし
ふ や し

、 障
しょう

が

いの有無
う む

にかかわらず可能
か の う

な限り
か ぎ り

共
とも

に教育
きょういく

を受けられ
う     

るように、個々
こ こ

の幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の教育的
きょういくてき

ニーズ
に ー ず

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

を受ける
う け る

ことのできる、

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

あわせて、「いじめの防止
ぼ う し

等
とう

のための基本的
きほんてき

な方針
ほうしん

」を踏まえ
ふ ま え

、障
しょう

がいのある

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が関わる
か か わ る

いじめの防止
ぼ う し

や早期
そ う き

発見
はっけん

等
とう

のための適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講じます
こ う じ ま す

。 

学校
がっこう

の教育
きょういく

活動
かつどう

を通じた
つ う じ た

障
しょう

がいに対する
た い す る

理解
り か い

の促進
そくしん

や、異なる
こ と な る

学校間
がっこうかん

での

交流
こうりゅう

および共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の事例
じ れ い

や在り方等
とう

に関する
か ん す る

情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

や周知
しゅうち

を行う
おこなう

こ

とで、一層
いっそう

の推進
すいしん

を図り
は か り

、互い
た が い

を尊重
そんちょう

し合いながら
し あ い な が ら

協働
きょうどう

する社会
しゃかい

を目指し
め ざ し

ます。 

各学校
かくがっこう

における 障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対する
た い す る

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に

当たって
あ た っ て

は、全て
す べ て

の学び
ま な び

の場
ば

において、情報
じょうほう

保障
ほしょう

やコミュニケーションの方法
ほうほう

について配慮
はいりょ

するとともに、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 障
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
に ー ず

等
とう

を把握
は あ く

し、それに応じて
お う じ て

設置者
せっちしゃ

・学校
がっこう

と本人
ほんにん

・保護者間
ほごしゃあいだ

で可能
か の う

な限り
か ぎ り

合意
ご う い

形成
けいせい

を図った
は か っ た

上
うえ

で決定
けってい

・提供
ていきょう

されることが望ましい
の ぞ ま し い

ことを引き続き
ひ き つ づ き

周知
しゅうち

します。 

医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とする幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が教育
きょういく

を受けたり
う け た り

、他
た

の幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

と共
とも

に学んだり
ま な ん だ り

する機会
き か い

を確保
か く ほ

するため、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

看護
か ん ご

職員
しょくいん

の配置
は い ち

に

努めます
つ と め ま す

。 

障
しょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

が様々
さまざま

な支援
し え ん

を利用
り よ う

しつつ、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

で

きるよう、福祉
ふ く し

、労働
ろうどう

等
とう

との連携
れんけい

の下
もと

、障
しょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

のキャリア
き ゃ り あ

教育
きょういく

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。 

障
しょう

がい者
しゃ

が就学前
しゅうがくまえ

から卒業後
そつぎょうご

まで切れ目
き れ め

ない指導
し ど う

・支援
し え ん

を受けられる
う け ら れ る

よう、

本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の意向
い こ う

等
など

を踏まえつつ
ふ ま え つ つ

、医療
いりょう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、労働
ろうどう

等
とう

との連携
れんけい

の下
もと

、

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

の活用
かつよう

を促進
そくしん

します。 

 

   

  

 



第４章 重点施策 

 

46 

 

重点
じゅうてん

施策
し さ く

（７）個別
こ べ つ

のニーズ
に ー ず

に応じた
お う じ た

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

 

 現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

と障
しょう

がいのない子ども
こ ど も

ができるだけ同じ
お な じ

場
ば

で共
とも

に学ぶ
ま な ぶ

ことを 

目指し
め ざ し

、それぞれの子ども
こ ど も

が授業
じゅぎょう

内容
ないよう

が分かり
わ か り

学習
がくしゅう

活動
かつどう

に参加
さ ん か

している実感
じっかん

・達成
たっせい

 

感
かん

を持ちながら
も ち な が ら

、充実
じゅうじつ

した時間
じ か ん

を過ごしつつ
す ご し つ つ

、生きる
い き る

力
ちから

を身
み

につけていけるよう 

環境
かんきょう

を整備
せ い び

する必要
ひつよう

があります。 

 

 

施
し

 策
さく

（１）住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮らして
く ら し て

いくための教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

  ○教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

（高校
こうこう

教育課
きょういくか

） 

    通級
つうきゅう

による指導
し ど う

の担当
たんとう

教員
きょういん

に対し
た い し

、発達障
はったつしょう

がい等
など

の障
しょう

がいに関する
か ん す る

専門性
せんもんせい

を充実
じゅうじつ

させ、児童
じ ど う

生徒
せ い と

の障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。 

 

  ○特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と近隣
きんりん

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の交流
こうりゅう

および共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

（高校
こうこう

教育課
きょういくか

） 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

が行う
おこなう

交流
こうりゅう

および共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を通して
と お し て

、障
しょう

がい

のある子ども
こ ど も

とない子ども
こ ど も

が共
とも

に学ぶ
ま な  

ことができる体制
たいせい

を整えます
と と の え ま す

。 

 

  ○特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の就労
しゅうろう

応援
おうえん

（高校
こうこう

教育課
きょういくか

） 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の生徒
せ い と

が行う
おこなう

企業
きぎょう

実習
じっしゅう

のサポート
さ ぽ ー と

を充実
じゅうじつ

し、地元
じ も と

企業
きぎょう

への

就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するとともに、企業
きぎょう

に就 職
しゅうしょく

した卒業生
そつぎょうせい

に対して
た い し て

定期的
ていきてき

な企業
きぎょう

訪問
ほうもん

などのアフターフォロー
あ ふ た ー ふ ぉ ろ ー

を実施
じ っ し

し、職場
しょくば

定着
ていちゃく

・離職
りしょく

防止
ぼ う し

を進め
す す め

ます。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 自分
じ ぶ ん

らしく活躍
かつやく

し、生き生き
い き い き

と生活
せいかつ

する 

 

重点
じゅうてん

施策
し さ く

（１）障
しょう

がいのある方
かた

の幸せ
しあわせ

就労
しゅうろう

の推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 年度
ね ん ど

 実
じっ

 績
せき

 年度
ね ん ど

 目
もく

 標
ひょう

 

Ｂ型
 が た

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

平均
へいきん

工賃
こうちん

 2021 22,093円
えん

 2027 25,000円
えん

 

新た
あ ら た

な農
のう

福
ふく

連携
れんけい

挑戦事
ちょうせんじ

業者数
ぎょうしゃすう

 2022 － 2027 5事
じ

業者
ぎょうしゃ

 

施
し

 策
さく

（１）障
しょう

がいのある方
かた

の幸せ
しあわせ

就労
しゅうろう

の推進
すいしん

 

  ○幸せ
しあわせ

就労
しゅうろう

の推進
すいしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    障
しょう

がいのある人
ひと

が働く
はたらく

際
さい

に、賃金
ちんぎん

・工賃
こうちん

の向上
こうじょう

など経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

のほか、自ら
みずから

の価値観
か ち か ん

に基づく
も と づ く

「働き方
はたらきかた

」や「生き方
い き か た

」を追求
ついきゅう

し、ひとりひとりが働く
はたらく

喜び
よろこび

を

実感
じっかん

し、多様
た よ う

な働き方
はたらきかた

の選択
せんたく

が尊重
そんちょう

されるように支援
し え ん

を行う
おこなう

「フクション
ふ く し ょ ん

！

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

」を進める
す す め る

とともに、就労
しゅうろう

定着数
ていちゃくすう

の調査
ちょうさ

等
など

を行い
おこない

、安心
あんしん

して継続
けいぞく

して働ける
はたらける

環境づくり
か ん きょ うづ く り

に努める
つ と め る

ことにより、幸せ
しあわせ

就労
しゅうろう

の仕組み
し く み

を構築
こうちく

していき

ます。 

 

○官公需
かんこうじゅ

等
とう

の発注
はっちゅう

拡大
かくだい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    「 障
しょう

がい者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

」に基づく
も と づ く

方針
ほうしん

および目標
もくひょう

について定める
さ だ め る

とと

もに、調達
ちょうたつ

の実績
じっせき

を公表
こうひょう

します。また、市町
し ま ち

や企業
きぎょう

に対し、障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

商品
しょうひん

の発注
はっちゅう

や施設外
しせつがい

就労
しゅうろう

の受入れ
う け い れ

など、賃金
ちんぎん

向上
こうじょう

への取り組み
と り く み

について 協 力
きょうりょく

を

依頼
い ら い

します。  

   

  〇工賃
こうちん

向上
こうじょう

に向けた
む け た

新た
あ ら た

な受注
じゅちゅう

機会
き か い

と販路
は ん ろ

拡大
かくだい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送る
お く る

ためには就労
しゅうろう

が重要
じゅうよう

であり、

働く
はたらく

意欲
い よ く

のある 障
しょう

がいのある人
ひと

がその適性
てきせい

に応じて
お う じ て

能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

できるよ

う、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

から就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
 が た

事業所
じぎょうしょ

まで、幅広い
はばひろい

就労
しゅうろう

への支援
し え ん

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があります。  

本県
ほんけん

では、福井県
ふくいけん

工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

に基づき
も と づ き

、優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

や商品
しょうひん

開発
かいはつ

等
とう

を

行って
おこなって

いますが、就労
しゅうろう

人数
にんずう

の増加
ぞ う か

に伴い
ともない

、多様
た よ う

な働き方
はたらきかた

や仕事
し ご と

内容
ないよう

へのニーズ
に ー ず

が

高まって
た か ま っ て

いる中
なか

で、工賃
こうちん

（賃金
ちんぎん

）向上
こうじょう

だけでなく、障
しょう

がいのある人
ひと

が自分
じ ぶ ん

らしく

生きがい
い き が い

を持って
も っ て

活躍
かつやく

し、自己
じ こ

実現
じつげん

を得られる
え ら れ る

ような環境
かんきょう

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

です。 

環境整備環境を整備していく必要があります。 
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    各Ｂ型
かくｂがた

事業所
じぎょうしょ

等
など

が各々
おのおの

で設定
せってい

した目標
もくひょう

工賃
こうちん

を達成
たっせい

するため、消費者
しょうひしゃ

の目
め

に

留まりやすく
と ま り や す く

、高品質
こうひんしつ

・高付加
こ う ふ か

価値
か ち

の商品
しょうひん

開発
かいはつ

を行う
おこなう

ためのアドバイザー
あ ど ば い ざ ー

の派遣
は け ん

や、オンライン
お ん ら い ん

を活用
かつよう

した業務
ぎょうむ

受付
うけつけ

や商品
しょうひん

販売
はんばい

のためのシステム
し す て む

構築
こうちく

、 

就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

で生産
せいさん

加工
か こ う

された商品
しょうひん

のマルシェ
ま る し ぇ

・商談会
しょうだんかい

の開催
かいさい

など、多様
た よ う

な

受注
じゅちゅう

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

を行います
お こ な い ま す

。 

   

  〇DX
ＤＸ

化
か

、アンテナショップ
あ ん て な し ょ っ ぷ

の設置
せ っ ち

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

     障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

の情報
じょうほう

をまとめた「Ｗｅｂ
う ぇ ぶ

サイト
さ い と

」を活用
かつよう

し、事業所
じぎょうしょ

の情報
じょうほう

発信
はっしん

やオンラインストア
お ん ら い ん す と あ

の充実
じゅうじつ

を行う
おこなう

とともに、認知
に ん ち

の拡大
かくだい

や変革
へんかく

を意識
い し き

した

アンテナショップ
あ ん て な し ょ っ ぷ

の設置
せ っ ち

を検討
けんとう

します。 

 

○Ａ型
Ａ が た

事業所
じぎょうしょ

の経営
けいえい

改善
かいぜん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

Ａ型
Ａ が た

事業所
じぎょうしょ

における就労
しゅうろう

の質
しつ

の向上
こうじょう

のため、事業所
じぎょうしょ

の生産
せいさん

活動
かつどう

の収支
しゅうし

を

利用者
りようしゃ

に支払う
し は ら う

賃金
ちんぎん

の総額
そうがく

以上
いじょう

とするなどとした取扱い
とりあつかい

を徹底
てってい

し、経営
けいえい

改善
かいぜん

計画書
けいかくしょ

の提出
ていしゅつ

等
など

の指導
し ど う

を行います
お こ な い ま す

。 

 

  ○農
のう

福
ふく

連携
れんけい

の推進
すいしん

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

、園芸
えんげい

振興課
しんこうか

） 

    農
のう

福
ふく

連携
れんけい

に関して
か ん し て

、マッチング
ま っ ち ん ぐ

の仕組み
し く み

を活用
かつよう

した施設外
しせつがい

就労
しゅうろう

の促進
そくしん

、６
ろく

次化
じ か

商品
しょうひん

の開発
かいはつ

のほか、認知
に ん ち

向上
こうじょう

、相談
そうだん

支援
し え ん

、販路
は ん ろ

拡
かく

大支援
だいしえん

等
など

といった参入
さんにゅう

・定着
ていちゃく

体制
たいせい

を整え
ととのえ

、農
のう

福
ふく

連携
れんけい

に取り組む
と り く む

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の増加
ぞ う か

を図ります
は か り ま す

。 

ソーシャルファーム
そ ー し ゃ る ふ ぁ ー む

や、交流
こうりゅう

拠点
きょてん

としてのコミュニティレストラン
こ み ゅ に て ぃ れ す と ら ん

、地場
じ ば

産業
さんぎょう

との連携
れんけい

や農
のう

福
ふく

連携
れんけい

ツーリズム
つ ー り ず む

等
とう

といった農
のう

福
ふく

連携
れんけい

に新た
あ ら た

な視点
し て ん

を加えて
く わ え て

挑戦
ちょうせん

したい事
じ

業者
ぎょうしゃ

を応援
おうえん

する取り組み
と り く み

を行
おこな

い、多様
た よ う

な働き方
はたらきかた

ができる環境
かんきょう

を

整備
せ い び

します。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（２）一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に向けた
む け た

支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

  ○障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に対する
た い す る

理解
り か い

促進
そくしん

（労働
ろうどう

政策課
せいさくか

） 

障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

の実態
じったい

や就労
しゅうろう

状 況
じょうきょう

を広く
ひ ろ く

県民
けんみん

に周知
しゅうち

して理解
り か い

を深
ふか

めるため、「障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

月間
げっかん

」（９月
９ が つ

）に「ふくい障
しょう

がい者
しゃ

ワークフェア
わ ー く ふ ぇ あ

」

および「ふくい障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

推進
すいしん

セミナー
せ み な ー

」を開催
かいさい

して、積極的
せっきょくてき

に啓発
けいはつ

活動
かつどう

を

行います
お こ な い ま す

。 

 

  ○障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の拡充
かくじゅう

による支援
し え ん

充実
じゅうじつ

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

雇用
こ よ う

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

拠点
きょてん

である障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を現在
げんざい

の２カ所
２ か し ょ

から３カ所
３ か し ょ

に増設
ぞうせつ

し、 障
しょう

がい者
しゃ

に対し
た い し

就 業 面
しゅうぎょうめん

および

生活面
せいかつめん

からの一体的
いったいてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

するとともに、継続的
けいぞくてき

な職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

を

実施
じ っ し

します。 

また、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

による 求 職
きゅうしょく

支援
し え ん

や就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

による

職場
しょくば

定着
ていちゃく

との連携
れんけい

を図ります
は か り ま す

。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

の職 業 的
しょくぎょうてき

自立
じ り つ

のためには、 就 職
しゅうしょく

に関する
か ん す る

相談
そうだん

や 職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

の開発
かいはつ

、就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

、就 職
しゅうしょく

後
ご

の定着
ていちゃく

などそれぞれの状 況
じょうきょう

に応じて
お う じ て

関係
かんけい

機関
き か ん

と

協 力
きょうりょく

して総合的
そうごうてき

支援
し え ん

を行う
おこなう

ことが重要
じゅうよう

です。  

また、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

体制
たいせい

をさらに充実
じゅうじつ

し、一人
ひ と り

ひとりの状 況
じょうきょう

に応じた
お う じ た

きめ

細
ぼそ

かな就労
しゅうろう

支援
し え ん

を行う
おこなう

ことが必要
ひつよう

です。 

  障
しょう

がいのある人
ひと

の民間
みんかん

企業
きぎょう

への就 業
しゅうぎょう

については、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

（民間
みんかん

企業
きぎょう

：2
２

.3
３

％）

が令和
れ い わ

６年
６ ね ん

４月
４ が つ

から2
２

.5
５

％、令和
れ い わ

８年
８ ね ん

７月
７ が つ

から2
２

.7
７

％と段階的
だんかいてき

に引き上げられる
ひ き あ げ ら れ る

こと

とされていることから、より一層
よ り い っ そ う

の障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

が求められます
も と め ら れ ま す

。 

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

達成
たっせい

事業所
じぎょうしょ

（R3.441社
しゃ

）は近年
きんねん

増加
ぞ う か

していますが、一方
いっぽう

で全体
ぜんたい

の４割
４ わ り

強
きょう

の事業所
じぎょうしょ

がなお未達成
みたっせい

となっており、未達成
みたっせい

事業所
じぎょうしょ

への 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の

働きかけ
は た ら き か け

がさらに必要
ひつよう

です。また、就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する障
しょう

がいのある人
ひと

が一人
ひ と り

でも多く
お お く

就 職
しゅうしょく

できるよう企業
きぎょう

の 障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に対する
た い す る

理解
り か い

を一層
いっそう

深めて
ふ か め て

いくことも必要
ひつよう

です。 

一方
いっぽう

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

（2
２

.6
６

％）については、令和
れ い わ

８年
８ ね ん

７月
７ が つ

から3
３

.0
０

％

とされていますが、段階的
だんかいてき

な引き上げに係る
か か る

対応
たいおう

は民間
みんかん

企業
きぎょう

と同様
どうよう

とされています。 
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  ○障
しょう

がいのある人
ひと

の能力
のうりょく

・特性
とくせい

に応じた
お う じ た

就労
しゅうろう

の促進
そくしん

（労働
ろうどう

政策課
せいさくか

） 

    県内
けんない

３か所
３ か し ょ

に雇用
こ よ う

促進
そくしん

支援員
しえんいん

を配置
は い ち

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

、事業
じぎょう

主
ぬし

双方
そうほう

からの

相談
そうだん

に対応
たいおう

するとともに、企業
きぎょう

開拓
かいたく

や一般
いっぱん

企業
きぎょう

・官公庁
かんこうちょう

への就労
しゅうろう

の促進
そくしん

、職場
しょくば

定着
ていちゃく

に向けた
む け た

支援
し え ん

等
など

を行います
お こ な い ま す

。また、企業
きぎょう

へのインターンシップ
い ん た ー ん し っ ぷ

（１
いち

～２日
２ に ち

程度
て い ど

）や就 業
しゅうぎょう

体験
たいけん

（３日
み っ か

～２週間
２しゅうかん

程度
て い ど

）等
など

を実施
じ っ し

し、職場
しょくば

適応
てきおう

訓練
くんれん

等
とう

につなげ

ていくことにより、一般
いっぱん

企業
きぎょう

への就労
しゅうろう

を支援
し え ん

します。 

また、県内
けんない

企業
きぎょう

の人手
ひ と で

不足
ぶ そ く

に対応
たいおう

するため、企業向け
き ぎ ょ う む け

の専門
せんもん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

において、

高齢者
こうれいしゃ

や女性
じょせい

、 障
しょう

がいのある人
ひと

等
など

、多様
た よ う

な人材
じんざい

が活躍
かつやく

できる環境づくり
か ん きょ うづ く り

を支援
し え ん

します。併せて
あ わ せ て

、企業
きぎょう

訪問
ほうもん

により収 集
しゅうしゅう

した求人
きゅうじん

情報
じょうほう

を基
もと

に、障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と連携
れんけい

してマッチング
ま っ ち ん ぐ

を支援
し え ん

します。 

 

○職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

の充実
じゅうじつ

（労働
ろうどう

政策課
せいさくか

） 

巡回
じゅんかい

就 職
しゅうしょく

支援
し え ん

指導員
しどういん

を配置
は い ち

し、 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

受講者
じゅこうしゃ

へのキャリアコンサルテ

ィングや職 業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

等
など

を実施
じ っ し

し、障
しょう

がいのある人
ひと

の就労
しゅうろう

を支援
し え ん

するとともに、

障
しょう

がいのある人
ひと

が実際
じっさい

の作業
さぎょう

環境
かんきょう

の中
なか

で、その作業
さぎょう

や職場
しょくば

環境
かんきょう

に慣れる
な れ る

ため

の適応
てきおう

訓練
くんれん

や訓練
くんれん

終了後
しゅうりょうご

の定着
ていちゃく

のために事業
じぎょう

主
ぬし

への助成
じょせい

を行う
おこなう

など、就労
しゅうろう

の

促進
そくしん

を図ります
は か り ま す

。 

離
り

転職者
てんしょくしゃ

等
とう

に対して
た い し て

も、ＩＴや介護
か い ご

などの職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を民間
みんかん

教育
きょういく

訓練
くんれん

機関
き か ん

等
とう

で実施
じ っ し

し、再 就 職
さいしゅうしょく

のための能力
のうりょく

向上
こうじょう

や資格
し か く

取得
しゅとく

を支援
し え ん

します。 

また、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

の障
しょう

がいのある人
ひと

に対して
た い し て

、企業
きぎょう

等
とう

を活用
かつよう

し

た実践的
じっせんてき

な 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を実施
じ っ し

することにより、 障
しょう

がいのある人
ひと

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

と

定着
ていちゃく

を支援
し え ん

します。 

 

  ○特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の就労
しゅうろう

応援
おうえん

（高校
こうこう

教育課
きょういくか

） 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の生徒
せ い と

が行う
おこなう

企業
きぎょう

実習
じっしゅう

のサポート
さ ぽ ー と

を充実
じゅうじつ

し、地元
じ も と

企業
きぎょう

への

就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するとともに、企業
きぎょう

に就 職
しゅうしょく

した卒業生
そつぎょうせい

に対して
た い し て

定期的
ていきてき

な企業
きぎょう

訪問
ほうもん

などのアフターフォロー
あ ふ た ー ふ ぉ ろ ー

を実施
じ っ し

し、職場
しょくば

定着
ていちゃく

・離職
りしょく

防止
ぼ う し

を進めます
す す め ま す

。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（３）スポーツ
す ぽ ー つ

の振興
しんこう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 年度
ね ん ど

 実
じっ

 績
せき

 年度
ね ん ど

 目
もく

 標
ひょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

出前
で ま え

講座
こ う ざ

参加者数
さんかしゃすう

 2021 2,455人
にん

 2027 2,500人
にん

 

 

施
し

 策
さく

（１）障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の振興
しんこう

 

  ○スポーツ
す ぽ ー つ

等
など

の体験
たいけん

交流
こうりゅう

による障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

（スポーツ課
す ぽ ー つ か

） 

    障
しょう

がい者
しゃ

アスリート
あ す り ー と

による障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の体験
たいけん

・講習会
こうしゅうかい

（出前
で ま え

講座
こ う ざ

）を

開催
かいさい

し、 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず参加者
さんかしゃ

が広く
ひ ろ く

交流
こうりゅう

することにより、障
しょう

が

いに対する
た い す る

県民
けんみん

の理解
り か い

の促進
そくしん

を図り
は か り

、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に努めます
つ と め ま す

。 

    また、年齢
ねんれい

や性別
せいべつ

、障
しょう

がいの垣根
か き ね

なく、誰
だれ

もが楽しむ
た の し む

ことができるe
ｅ

スポーツ
す ぽ ー つ

に焦点
しょうてん

をあて、 障
しょう

がい者
しゃ

の活躍
かつやく

する場
ば

や健
けん

常者
じょうしゃ

との交流
こうりゅう

を深める
ふ か め る

機会
き か い

を

創出
そうしゅつ

し、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指します
め ざ し ま す

。 

 

○スポーツ
す ぽ ー つ

に親しめる
し た し め る

環境
かんきょう

の整備
せ い び

（スポーツ課
す ぽ ー つ か

） 

    障
しょう

がいのある人
ひと

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で日常的
にちじょうてき

にスポーツ
す ぽ ー つ

に親しめる
し た し め る

よう、障
しょう

がい

のある人
ひと

の総合型
そうごうがた

スポーツクラブ
す ぽ ー つ く ら ぶ

等
など

への参加
さ ん か

支援
し え ん

を行い
おこない

、 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の

裾野
す そ の

拡大
かくだい

を図ります
は か り ま す

。 

 

 ○障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

（スポーツ課
す ぽ ー つ か

） 

    競技
きょうぎ

の専門的
せんもんてき

知識
ち し き

を持つ
も つ

指導者
しどうしゃ

を対象
たいしょう

とした 障
しょう

がいに関する
か ん す る

知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

に

関する
か ん す る

研修会
けんしゅうかい

を開催
かいさい

し、障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の競技
きょうぎ

指導
し ど う

ができる指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

に

努めます
つ と め ま す

。 

    また、地域
ち い き

で 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の普及
ふきゅう

・指導
し ど う

にあたる 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

指導員
しどういん

の養成
ようせい

講習会
こうしゅうかい

を開催
かいさい

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

がスポーツを行う
おこなう

環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  県
けん

では全国障
ぜんこくしょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

「福井
ふ く い

しあわせ元気
げ ん き

大会
たいかい

」を契機
け い き

に、障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

を通して
と お し て

健
けん

常者
じょうしゃ

との相互
そ う ご

理解
り か い

や 障
しょう

がいのある人
ひと

との共生
きょうせい

社会
しゃかい

を推進
すいしん

して

きましたが、今後
こ ん ご

もさらに障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

への理解
り か い

促進
そくしん

を図る
は か る

必要
ひつよう

があります。 

また、障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

参加者
さんかしゃ

の増加
ぞ う か

・拡大
かくだい

を推進
すいしん

し、2024
２０２４

年
ねん

開催
かいさい

のパリオリンピ

ック・パラリンピックなど主要
しゅよう

国際
こくさい

大会
たいかい

等
とう

への 出 場
しゅつじょう

をめざすトップアスリート
と っ ぷ あ す り ー と

の

育成
いくせい

に取り組む
と り く む

必要
ひつよう

があります。 
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  ○パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

等
とう

の競技
きょうぎ

スポーツ
す ぽ ー つ

に対する
た い す る

支援
し え ん

（スポーツ課
す ぽ ー つ か

） 

    同様
どうよう

の障
しょう

がいのある人
ひと

の大きな
お お き な

希望
き ぼ う

である、本県
ほんけん

の障
しょう

がい者
しゃ

トップアスリー

トに対して
た い し て

多方面
たほうめん

から支援
し え ん

を行う
おこなう

ことにより、その育成
いくせい

と 障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

に

対する
た い す る

理解
り か い

促進
そくしん

を図ります
は か り ま す

。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（４）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

を通じた
つ う じ た

社会
しゃかい

参加
さ ん か

の推進
すいしん

 

  ○発
はっ

表する
ぴょうする

機会
き か い

の確保
か く ほ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    ハ
は

ートフル
ー と ふ る

文化
ぶ ん か

祭
さい

やアール
あ ー る

・ブリュット展
ぶ り ゅ っ と て ん

、きらりアート展
あ ー と て ん

などの芸術展
げいじゅつてん

の

開催
かいさい

を支援
し え ん

し、障
しょう

がいのある人
ひと

が制作
せいさく

した絵画
か い が

、書道
しょどう

、手工芸品
しゅこうげいひん

の展示
て ん じ

や、合唱
がっしょう

や楽器
が っ き

の演奏
えんそう

をする場
ば

を広く
ひ ろ く

設け
も う け

、 障
しょう

がいのある人
ひと

自ら
みずから

の個性
こ せ い

と才能
さいのう

を発揮
は っ き

す

る機会
き か い

を充実
じゅうじつ

していきます。また、国
くに

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、優れた
す ぐ れ た

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

について、県内外
けんないがい

に対し
た い し

情報
じょうほう

発信
はっしん

します。 

 

施
し

 策
さく

（２）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

に触れる
ふ れ る

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

○子ども
こ ど も

たちが文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

に親しめる
し た し め る

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

（文化課
ぶ ん か か

） 

    誰
だれ

もが楽しめる
た の し め る

体験型
たいけんがた

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を提供
ていきょう

するなど、 障
しょう

がいの

有無
う む

に関わらず
か か わ ら ず

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

に親しむ
し た し む

ことができる機会
き か い

を創出
そうしゅつ

します。 

 

  ○文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

への支援
し え ん

（文化課
ぶ ん か か

、 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    文化
ぶ ん か

活動
かつどう

団体
だんたい

等
とう

による 障
しょう

がいのある人
ひと

を対象
たいしょう

とした文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を支援
し え ん

し

ます。文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

の公演
こうえん

等
とう

における音声
おんせい

ガイド
が い ど

などの導入
どうにゅう

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

などの派遣
は け ん

や文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

施設
し せ つ

等
など

のバリアフリー化の推進
すいしん

など、 障
しょう

がいのある人
ひと

が文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を鑑賞
かんしょう

しやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 

 

施
し

 策
さく

（３）支援
し え ん

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

や創造
そうぞう

の機会
き か い

の拡大
かくだい

 

○支援
し え ん

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

）  

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

において、関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

による地域
ち い き

ネットワークを活用
かつよう

し、障
しょう

がいのある方
かた

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

についての相談
そうだん

体制
たいせい

を

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

「障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

推進法
すいしんほう

」（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

）

が、平成
へいせい

３０年
３ ０ ね ん

６月
６ が つ

１３日
１ ３ に ち

に公布
こ う ふ

・施行
し こ う

されました。 

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

することは、障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

を豊か
ゆ た か

にし、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を

促
そく

進
しん

する上
うえ

で重要
じゅうよう

なことです。 

  障
しょう

がいのある人
ひと

が絵画
か い が

や音楽
おんがく

などの文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を楽しみ
た の し み

、文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

を通じて
つ う じ て

自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を実現
じつげん

できる場所
ば し ょ

および指導
し ど う

を受ける
う け る

機会
き か い

を提供
ていきょう

する必要
ひつよう

があります。 

また、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

に対する
た い す る

相談
そうだん

支援
し え ん

や研修
けんしゅう

を充実
じゅうじつ

するとともに、情報
じょうほう

発信
はっしん

等
とう

により

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を通じた
つ う じ た

障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があります。 
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整備
せ い び

するとともに、創作
そうさく

活動
かつどう

の支援
し え ん

方法
ほうほう

および著作権
ちょさくけん

等
など

の権利
け ん り

の保護
ほ ご

等
など

を 

学ぶ
ま な ぶ

研修会
けんしゅうかい

を開催
かいさい

し、芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を支援
し え ん

する基盤
き ば ん

の整備
せ い び

を行います
お こ な い ま す

。 

 

○障
しょう

がいのある方
かた

の創造
そうぞう

の機会
き か い

の拡大
かくだい

と育成
いくせい

支援
し え ん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

）  

 障
しょう

がいのある方
かた

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

について、関係
かんけい

団体
だんたい

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、創造
そうぞう

の機会
き か い

の拡大
かくだい

を図ります
は か り ま す

。また、芸 術 上
げいじゅつじょう

価値
か ち

が高い
た か い

作品
さくひん

が適切
てきせつ

な評価
ひょうか

を受けられる
う け ら れ る

よう、環境
かんきょう

の整備
せ い び

や実態
じったい

調査
ちょうさ

、専門的
せんもんてき

な評価
ひょうか

の機会
き か い

の創出
そうしゅつ

、

適切
てきせつ

な記録
き ろ く

や保存
ほ ぞ ん

等
など

の推進
すいしん

に努めます
つ と め ま す

。 

    さらに、障
しょう

がいのある方
かた

の作品
さくひん

に関する
か ん す る

権利
け ん り

保護
ほ ご

や、芸 術 上
げいじゅつじょう

価値
か ち

が高い
た か い

障
しょう

がい者
しゃ

の作品
さくひん

等
など

に係る
かかわる

販売
はんばい

、公演
こうえん

等
とう

について、円滑
えんかつ

かつ適切
てきせつ

に行われる
お こ な わ れ る

よう支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を行う
おこなう

とともに、アート
あ ー と

の商品化
しょうひんか

についても、実現
じつげん

に向けて
む け て

検討
けんとう

を

進めます
す す め ま す

。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（５）日中
にっちゅう

活動
かつどう

・交流
こうりゅう

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）日中
にっちゅう

活動
かつどう

・交流
こうりゅう

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

 

〇日中
にっちゅう

活動
かつどう

・交流
こうりゅう

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

障
しょう

がいのある人
ひと

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

となる各障
かくしょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
など

（生活
せいかつ

介護
か い ご

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

等
とう

）について、必要
ひつよう

な整備
せ い び

を着実
ちゃくじつ

に進める
す す め る

とともに、

市町
し ま ち

が実施
じ っ し

する日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

事業
じぎょう

や地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

も含め
ふ く め

、障
しょう

がいの程度
て い ど

や種別
しゅべつ

に関わらず
か か わ ら ず

、本人
ほんにん

が望む
の ぞ む

日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を利用
り よ う

できるよう、支援
し え ん

や周知
しゅうち

を

図ります
は か り ま す

。 

また日中
にっちゅう

活動
かつどう

の目的
もくてき

は、単
たん

に就労
しゅうろう

の機会
き か い

提供
ていきょう

や情緒
じょうちょ

安定
あんてい

のみならず、社会
しゃかい

参加
さ ん か

活
かつ

動
どう

を通して
と お し て

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、地域
ち い き

で共
とも

に暮らす
く ら す

仲間
な か ま

としての

相互
そ う ご

理解
り か い

を深める
ふ か め る

ことであり、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

において、夏祭
なつまつり

等
とう

の地域
ち い き

行事
ぎょうじ

への

参加
さ ん か

や、施設
し せ つ

行事
ぎょうじ

への地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

の招待
しょうたい

など、共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

に向けた
む け た

事業所
じぎょうしょ

と

地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

を図ります
は か り ま す

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送る
お く る

ためには、日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

となる福祉
ふ く し

 

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
など

の整備
せ い び

が必要です。 

また、全て
す べ て

の県民
けんみん

が障
しょう

がいに対する
た い す る

理解
り か い

を深める
ふ か め る

ためには、障
しょう

がいのある人
ひと

と関
せき

 

わりを持ち
も ち

、障
しょう

がい特性
とくせい

だけでなく人
ひと

となりを知る
し る

ことが重要
じゅうよう

ですが、コロナ
こ ろ な

禍
わざわい

においては地域
ち い き

行事
ぎょうじ

も自粛
じしゅく

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

との接する
せ っ す る

機会
き か い

が減少
げんしょう

しており、

交流
こうりゅう

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（６）心
こころ

の健康づくり
け ん こ う づ く り

の推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 年度
ね ん ど

 実
じっ

 績
せき

 年度
ね ん ど

 目
もく

 標
ひょう

 

メンタルヘルスセミナー・ストレスセ

ミナー・ストレスチェック参加者数
さ ん か し ゃ す う

 
2022 2,000人

にん

 
2023～

2027 延
のべ

10,000人
にん

 

施
し

 策
さく

（１）心
こころ

の健康づくり
け ん こ う づ く り

 

  ○正しい
た だ し い

知識
ち し き

の普及
ふきゅう

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    心
こころ

の健康づくり
け ん こ う づ く り

のための広報
こうほう

活動
かつどう

や講演会
こうえんかい

を行い
おこない

、精神
せいしん

疾患
しっかん

や 心
こころ

の健康
けんこう

に

関する
か ん す る

正しい
た だ し い

知識
ち し き

の普及
ふきゅう

を引き続き
ひ き つ づ き

図ります
は か り ま す

。 
 

  ○ストレス
す と れ す

への気づき
き づ き

の促し
うながし

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    健
けん

診
しん

時
じ

等
など

におけるストレスチェック
す と れ す ち ぇ っ く

を推進
すいしん

し、労働者
ろうどうしゃ

自身
じ し ん

のストレス
す と れ す

への

気づき
き づ き

を促す
うながす

とともにストレス
す と れ す

の原因
げんいん

となる職場
しょくば

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

につなげます。 
 

○職場
しょくば

や学校
がっこう

におけるメンタルヘルス
め ん た る へ る す

対策
たいさく

の推進
すいしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    若年層
じゃくねんそう

や働き盛り
はたらきざかり

世代
せ だ い

に対する
た い す る

心
こころ

の健康づくり
け ん こ う づ く り

を推進
すいしん

するため、高校生
こうこうせい

への

メンタルヘルスセミナー
め ん た る へ る す せ み な ー

を 行う
おこなう

と と も に 、 中
ちゅう

小企業向け
しょうきぎょうむけ

に 従 業 員
じゅうぎょういん

へ の

ストレスチェック
す と れ す ち ぇ っ く

やストレスセミナー
す と れ す せ み な ー

を実施
じ っ し

し、メンタルヘルス
め ん た る へ る す

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

を

推進
すいしん

します。 
 

○精神
せいしん

保健
ほ け ん

に関する
か ん す る

相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

精神
せいしん

疾患
しっかん

に起因
き い ん

する二次障
にじしょう

がいの問題
もんだい

も含めて
ふ く め て

解決
かいけつ

につながるよう、総合
そうごう

福祉
ふ く し

相談所
そうだんじょ

、健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

、市町
し ま ち

などの関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

して精神
せいしん

保健
ほ け ん

に関する
か ん す る

相談
そうだん

に応じます
お う じ ま す

。また、依存症
いぞんしょう

相談
そうだん

拠点
きょてん

である総合
そうごう

福祉
ふ く し

相談所
そうだんじょ

において、依存症
いぞんしょう

についての相談
そうだん

支援
し え ん

や研修会
けんしゅうかい

を行います
お こ な い ま す

。 
 

○自殺
じ さ つ

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    誰
だれ

も自殺
じ さ つ

に追い込まれる
お い こ ま れ る

ことのない社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指し
め ざ し

福井県
ふくいけん

自殺
じ さ つ

対策
たいさく

計画
けいかく

に

基づく
も と づ く

「地域
ち い き

における総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

」「ライフステージ別
べつ

の対策
たいさく

充実
じゅうじつ

」

｢ハイリスク者への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

｣を基本
き ほ ん

目標
もくひょう

に総合的
そうごうてき

に政策
せいさく

を推進
すいしん

します。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  ストレス
す と れ す

社会
しゃかい

の中
なか

、心
こころ

の病気
びょうき

は誰
だれ

でもかかる可能性
かのうせい

があります。現代
げんだい

社会
しゃかい

は緊張
きんちょう

 

 の連続
れんぞく

で、私たち
わたしたち

は気づかない
き づ か な い

うちにストレス
す と れ す

をためこんでしまう事
こと

があります。 

県民
けんみん

すべてが、 心
こころ

の健康
けんこう

の重要性
じゅうようせい

を正しく
た だ し く

理解
り か い

し健康
けんこう

でいられるよう、 心
こころ

の

健康
けんこう

づくり対策
たいさく

を推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じて
お う じ て

適切
てきせつ

に支えあう
さ さ え あ う

ため

の環境づくり
かんきょうづくり

  

重点
じゅうてん

施策
し さ く

（１）障
しょう

がい福祉
ふ く し

・医療
いりょう

を支える
さ さ え る

人材
じんざい

確保
か く ほ

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）福祉
ふ く し

人材
じんざい

確保
か く ほ

対策
たいさく

の実施
じ っ し

 

  ○協
きょう

議会
ぎ か い

等
など

による人材
じんざい

確保
か く ほ

策
さく

の検討
けんとう

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    県
けん

の自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に設置
せ っ ち

されている人材
じんざい

確保
か く ほ

部会
ぶ か い

の中
なか

で、事業所
じぎょうしょ

・団体
だんたい

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

が問題
もんだい

意識
い し き

や課題
か だ い

を共有
きょうゆう

するとともに、障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

における有効
ゆうこう

な

人材
じんざい

確保
か く ほ

対策
たいさく

について専門的
せんもんてき

検討
けんとう

を行い
おこない

、連携
れんけい

のうえ、それぞれの役割
やくわり

に基づき
も と づ き

効果的
こうかてき

に対策
たいさく

を実施
じ っ し

します。 

 

  ○新規
し ん き

人材
じんざい

の確保
か く ほ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

就 職
しゅうしょく

支援
し え ん

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

を配置
は い ち

した 障
しょう

がい福祉
ふ く し

人材
じんざい

センター
せ ん た ー

を新た
あ ら た

に

設置
せ っ ち

し、ICT
ＩＣＴ

を活用
かつよう

しながら、福祉
ふ く し

・介護
か い ご

職員
しょくいん

の人材
じんざい

マッチング
ま っ ち ん ぐ

の強化
きょうか

や、

インターン
い ん た ー ん

の受入れ
う け い れ

促進
そくしん

、入門
にゅうもん

研修
けんしゅう

等
とう

を実施
じ っ し

し、新規
し ん き

人材
じんざい

の確保
か く ほ

を行います
お こ な い ま す

。 

 

  ○既存
き ぞ ん

職員
しょくいん

の定着
ていちゃく

促進
そくしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    短時間
たんじかん

サポート
さ ぽ ー と

就労
しゅうろう

について、マッチング
ま っ ち ん ぐ

を実施
じ っ し

し、高齢者
こうれいしゃ

等
とう

に支援
し え ん

の周辺
しゅうへん

業務
ぎょうむ

を担当
たんとう

してもらうことで、職員
しょくいん

が専門性
せんもんせい

を発揮
は っ き

しやすい職場
しょくば

環境
かんきょう

を構築
こうちく

し、

職員
しょくいん

の社会的
しゃかいてき

評価
ひょうか

の向上
こうじょう

を図ります
は か り ま す

。 

また、介護
か い ご

ロボット
ろ ぼ っ と

やICT
ＩＣＴ

の導入
どうにゅう

支援
し え ん

により職員
しょくいん

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

、経験
けいけん

年数
ねんすう

や所有
しょゆう

資格
し か く

に応じた
お う じ た

賃金
ちんぎん

改善
かいぜん

についても奨励
しょうれい

し、職場
しょくば

への定着
ていちゃく

を図ります
は か り ま す

。 

 

  ○医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

・重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

・強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい児者
じ し ゃ

への支援
し え ん

や相談
そうだん

支援
し え ん

等
など

を行う
おこなう

人材
じんざい

の確保
か く ほ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

障
しょう

がい児者
じ し ゃ

のニーズ
に ー ず

に沿った
そ っ た

、より質
しつ

の高い
た か い

福祉
ふ く し

、医療
いりょう

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

でき

るよう、福祉
ふ く し

・介護
か い ご

職員
しょくいん

の知見
ち け ん

やスキル
す き る

を高
たか

めるための研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

のニーズ
に ー ず

に的確
てきかく

に対応
たいおう

し、質
しつ

の高い
た か い

福祉
ふ く し

、医療
いりょう

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

す

るためには、それを担う
に な う

人材
じんざい

の確保
か く ほ

が最も
もっとも

重要
じゅうよう

ですが、少子
しょうし

高齢化
こうれいか

が進み
す す み

労働力
ろうどうりょく

人口
じんこう

が減少
げんしょう

する中
なか

で、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の人材
じんざい

不足
ぶ そ く

は深刻になっています。 

質
しつ

の高い
た か い

福祉
ふ く し

人材
じんざい

を安定的
あんていてき

に確保
か く ほ

するため、県
けん

と事業者
じぎょうしゃ

および関係
かんけい

機関
き か ん

が一体
いったい

とな

って人材
じんざい

確保
か く ほ

対策
たいさく

を進める
す す め る

必要
ひつよう

があります。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（２）障
しょう

がい児
じ

の地域
ち い き

療育
りょういく

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）医療
いりょう

機関
き か ん

や児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

などの地域
ち い き

療育
りょういく

拠点
きょてん

の充実
じゅうじつ

 

  ○地域
ち い き

の療育
りょういく

支援
し え ん

拠点
きょてん

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    保育所
ほいくじょ

等
など

訪問
ほうもん

支援
し え ん

や 障
しょう

がい児
じ

相談
そうだん

支援
し え ん

などの地域
ち い き

支援
し え ん

に取り組む
と り く む

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の１７市町
し ま ち

への設置
せ っ ち

を進める
す す め る

とともに、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を

中心
ちゅうしん

に、医療
いりょう

機関
き か ん

や児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

および放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

な

どの地域
ち い き

療育
りょういく

拠点
きょてん

の連携
れんけい

を図り
は か り

、 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で療育
りょういく

が

受けられる
う け ら れ る

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

  ○こども療育
りょういく

センター
せ ん た ー

による地域
ち い き

の療育
りょういく

支援
し え ん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    こども療育
りょういく

センター
せ ん た ー

の地域
ち い き

療育
りょういく

支援
し え ん

機能
き の う

を強化
きょうか

し、地域
ち い き

の 障
しょう

がい児通所
じつうしょ

事業所
じぎょうしょ

や療育
りょういく

拠点
きょてん

病院
びょういん

などへの療育
りょういく

指導
し ど う

や人材
じんざい

育成
いくせい

を行う
おこなう

ことにより、地域
ち い き

における療育
りょういく

の質
しつ

を高めます
た か め ま す

。 

 

施
し

 策
さく

（２）地域
ち い き

療育
りょういく

拠点
きょてん

等
とう

による難聴児
なんちょうじ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

  ○地域
ち い き

における専門
せんもん

職員
しょくいん

の育成
いくせい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    地域
ち い き

の障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や療育
りょういく

拠点
きょてん

病院
びょういん

で、乳幼児
にゅうようじ

が必要
ひつよう

な療育
りょういく

を

受け
う け

、地域
ち い き

で生活
せいかつ

していけるよう、言語
げ ん ご

聴覚士
ちょうかくし

等の専門
せんもん

職
しょく

を各拠点
かくきょてん

へ派遣
は け ん

し、

人材
じんざい

育成
いくせい

を 行い
おこない

ま す 。 ま た 、 こ ど も 療育
りょういく

センター
せ ん た ー

に よ る 難聴児
なんちょうじ

の

コミュニケーションスキル
こ み ゅ に け ー し ょ ん す き る

の指導
し ど う

を行います
お こ な い ま す

。 

 

  〇難聴児
なんちょうじ

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

機能
き の う

を有する
ゆ う す る

体制
たいせい

の構築
こうちく

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    ろう学校
がっこう

のセンター的
せ ん た ー て き

機能
き の う

の強化
きょうか

を図る
は か る

とともに、当事者
とうじしゃ

・当事者
とうじしゃ

支援
し え ん

団体
だんたい

を

含めた
ふ く め た

会議
か い ぎ

を開催
かいさい

し、連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

等
とう

を検討
けんとう

することにより、診断
しんだん

、治療
ちりょう

、療育
りょういく

、

教育
きょういく

に至る
い た る

切れ目
き れ め

ない支援
し え ん

を提供
ていきょう

します。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  県内
けんない

の 障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

の多様
た よ う

なニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するためには、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で

日常
にちじょう

生活
せいかつ

や集団
しゅうだん

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な機能
き の う

訓練
くんれん

や医学的
いがくてき

な指導
し ど う

等
とう

の療育
りょういく

を受けられる
う け ら れ る

環境
かんきょう

を整備
せ い び

することが必要
ひつよう

です。 

  そこで、医療
いりょう

機関
き か ん

や地域
ち い き

の中核
ちゅうかく

となる児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と、療育
りょういく

拠点
きょてん

とな

る児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

および放課後
ほ う か ご

等
など

デイサービス
で い さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
など

が連携
れんけい

して、地域
ち い き

療育
りょういく

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図る
は か る

必要
ひつよう

があります。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（３）障
しょう

がい児者
じ し ゃ

の家族
か ぞ く

への支援
し え ん

 

 

 現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

の保護者
ほ ご し ゃ

は、介護
か い ご

などによる体力的
たいりょくてき

負担
ふ た ん

や心理的
しんりてき

負担
ふ た ん

を

抱えて
か か え て

いることが多く
お お く

あります。また、障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

の兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

（以下
い か

、「き

ょうだい」という。）や障
しょう

がいのある人
ひと

の子ども
こ ど も

もまた、周囲
しゅうい

の理解
り か い

不足
ぶ そ く

等
など

からくる

不安
ふ あ ん

や罪悪感
ざいあくかん

など特有
とくゆう

の心理的
しんりてき

な負担
ふ た ん

を抱える
か か え る

ことが少なく
す く な く

ありません。 

悩み
な や み

を抱えて
か か え て

孤立
こ り つ

した状態
じょうたい

にならないよう、親
おや

に対する
た い す る

支援
し え ん

、 障
しょう

がいのある

子ども
こ ど も

にとって身近
み ぢ か

な存在
そんざい

であるきょうだいや障
しょう

がいのある人
ひと

の子ども
こ ど も

への支援
し え ん

を

充実
じゅうじつ

する必要
ひつよう

があります。 

 

施
し

 策
さく

（１）家族
か ぞ く

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

  ○障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

の家族
か ぞ く

等
など

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    親
おや

同士
ど う し

が悩み
な や み

や情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

する場
ば

として児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の相談
そうだん

機能
き の う

を充実
じゅうじつ

します。 

    ヤングケアラー
や ん ぐ け あ ら ー

をはじめとする障
しょう

がい者
しゃ

の家族
か ぞ く

支援
し え ん

について、相談
そうだん

や障
しょう

がい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
など

に関する
か ん す る

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を実施
じ っ し

して必要
ひつよう

な支援
し え ん

につなぐとともに、

子ども
こ ど も

等
とう

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図る
は か る

観点
かんてん

も含め
ふ く め

、 障
しょう

がい者
しゃ

の家事
か じ

援助
えんじょ

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

等
など

の

必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に取り組みます
と り く み ま す

。 

 

  ○家族
か ぞ く

のレスパイト
れ す ぱ い と

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

障
しょう

がいのある子ども
こ ど も

が、できる限り
か ぎ り

自宅
じ た く

や住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で生活
せいかつ

し、また、 

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業所
じぎょうしょ

を利用
り よ う

して家族
か ぞ く

のレスパイト
れ す ぱ い と

や緊急
きんきゅう

時
じ

に対応
たいおう

できるよう、

事業所
じぎょうしょ

の現状
げんじょう

を調査
ちょうさ

、把握
は あ く

し、在宅
ざいたく

支援
し え ん

の環境
かんきょう

整備
せ い び

に努めます
つ と め ま す

。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（４）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

・ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）体制づくり
た い せ い づ く り

や人材
じんざい

育成
いくせい

による相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

  ○関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    市町
し ま ち

、各地域
かくちいき

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
など

と連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

し、相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

および各種
かくしゅ

サービス間
さ ー び す か ん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

強化
きょうか

を図り
は か り

、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

包括的
ほうかつてき

な

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

する観点
かんてん

を踏まえつつ
ふ ま え つ つ

本人
ほんにん

主体の支援
し え ん

が展開
てんかい

できる体制づくり
た い せ い づ く り

を推進
すいしん

します。また、圏域
けんいき

アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

制度
せ い ど

（相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

）を活用
かつよう

し

各圏域
かくけんいき

での体制
たいせい

整備
せ い び

についてバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

するとともに、地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

役割
やくわり

を担う
に な う

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

 

  ○地域
ち い き

における人材
じんざい

育成
いくせい

体制
たいせい

の強化
きょうか

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

のさらなる推進
すいしん

や相談
そうだん

支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

等
とう

を目的
もくてき

として、これま

での県
けん

による研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

や協議
きょうぎ

といった人材
じんざい

育成
いくせい

に加えて
く わ え て

、圏域
けんいき

アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

制度
せ い ど

の活用
かつよう

により各地域
かくちいき

での人材
じんざい

育成
いくせい

体制
たいせい

の強化
きょうか

を担う
に な う

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
など

を支援
し え ん

します。 

 

〇総合
そうごう

福祉
ふ く し

相談所
そうだんじょ

（障
しょう

がい部門
ぶ も ん

）のアセスメント
あ せ す め ん と

・相談
そうだん

機能
き の う

の強化
きょうか

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

に従事
じゅうじ

する者
もの

等
とう

に対して
た い し て

、的確
てきかく

なアセスメント
あ せ す め ん と

に基づいた
も と づ い た

専門的
せんもんてき

な助言
じょげん

指導
し ど う

を行う
おこなう

ため、総合
そうごう

福祉
ふ く し

相談所
そうだんじょ

（ 障
しょう

がい部門
ぶ も ん

）の医療的
いりょうてき

な相談
そうだん

機能
き の う

の強化
きょうか

を図ります
は か り ま す

。また、専門的
せんもんてき

な研修
けんしゅう

を行い
おこない

、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

の

資質
し し つ

向上
こうじょう

を図ります
は か り ま す

。 

 

施
し

 策
さく

（２）ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の充実
じゅうじつ

 

  ○ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し各事業所
かくじぎょうしょ

に配置
は い ち

されるピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

を養成
ようせい

していくほか、

現場
げ ん ば

からの 情報
じょうほう

を随時
ず い じ

集約
しゅうやく

し、本県
ほんけん

におけるピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

体制
たいせい

の 充実
じゅうじつ

を

図ります
は か り ま す

。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支える
さ さ え る

ためには、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を中心
ちゅうしん

に地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

して相談
そうだん

支援を行うことが必要です。 

また、障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送る
お く る

ため、個々
こ こ

の特性
とくせい

・状 況
じょうきょう

・ 

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

した多様なサービス
さ ー び す

を主体的
しゅたいてき

に選択
せんたく

し、計画的
けいかくてき

に利用
り よ う

できるよう、 

相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

に対する
た い す る

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

や地域
ち い き

での人材
じんざい

育成
いくせい

体制
たいせい

を強化
きょうか

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

を図る
は か る

必要
ひつよう

があります。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（５）高齢化
こうれいか

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）高齢
こうれい

となった障
しょう

がいのある人
ひと

への適切
てきせつ

なサービス
さ ー び す

利用
り よ う

の促進
そくしん

 

 ○適切
てきせつ

なサービス
さ ー び す

利用
り よ う

の促進
そくしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う

を図る
は か る

ため、介護
か い ご

保険
ほ け ん

施設
し せ つ

職員
しょくいん

に対して
た い し て

障
しょう

が

い特性
とくせい

に応じた
お う じ た

支援
し え ん

方法
ほうほう

に関する
か ん す る

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、介護
か い ご

保険
ほ け ん

施設
し せ つ

への適切
てきせつ

な移行
い こ う

を促進
そくしん

します。 

６５歳
６ ５ さ い

以上
いじょう

の 障
しょう

がいのある人
ひと

の個々
こ こ

の 状 況
じょうきょう

に応じた
お う じ た

適切
てきせつ

な支給
しきゅう

決定
けってい

が

行われる
お こ な わ れ る

よう、市町
し ま ち

と連携
れんけい

して介護
か い ご

保険
ほ け ん

と 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

の

推進
すいしん

に努めます
つ と め ま す

。 

高齢
こうれい

となった 障
しょう

がいのある人
ひと

の相談
そうだん

やニーズ
に ー ず

に適切
てきせつ

に対応
たいおう

するため、市町
し ま ち

や

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
など

の関係
かんけい

機関
き か ん

の

連携
れんけい

強化
きょうか

を図ります
は か り ま す

。 

 

施
し

 策
さく

（２）共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

の推進
すいしん

 

 ○共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

の推進
すいしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

   ６５歳
６ ５ さ い

以上
いじょう

の 障
しょう

がいのある人
ひと

が 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

で介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

を

利用
り よ う

できるよう、障
しょう

がい福祉
ふ く し

施設
し せ つ

における「共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

」の実施
じ っ し

を推進
すいしん

し

ます。 

   

 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  身体障
しんたいしょう

がいのある人
ひと

の内
うち

６５歳
６ ５ さ い

以上
いじょう

の割合
わりあい

は、令和
れ い わ

３年度
３ ね ん ど

末
まつ

現在
げんざい

で７８．６％

と高齢化
こうれいか

が進んで
す す ん で

います。障
しょう

がいのある人
ひと

も介護
か い ご

保険
ほ け ん

適用
てきよう

年齢
ねんれい

に達する
た っ す る

と、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

が優先
ゆうせん

されますが、障
しょう

がい者
しゃ

の個別
こ べ つ

の状 況
じょうきょう

に応じ
お う じ

、障
しょう

がい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

と介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

を併用
へいよう

できます。適切
てきせつ

な支給
しきゅう

決定
けってい

が行われる
お こ な わ れ る

よ

う、連携
れんけい

を密
みつ

に図って
は か っ て

いく必要
ひつよう

があります。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（６）医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

・ 重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

への支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 年度
ねんど

 実
じっ

 績
せき

 年度
ねんど

 目
もく

 標
ひょう

 

医療的
い り ょ うてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

日中
にっちゅう

利用
り よ う

事業所数
じぎ ょ う し ょす う

 2022 44箇所
か し ょ

 2027 65箇所
か し ょ

 

施
し

 策
さく

（１）医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

・重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

への在宅
ざいたく

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

  ○在宅
ざいたく

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

・人材
じんざい

育成
いくせい

・生活
せいかつ

の場
ば

の確保
か く ほ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

が中心
ちゅうしん

となって、医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

とその家族
か ぞ く

の

相談
そうだん

対応
たいおう

を行い
おこない

、適切
てきせつ

な機関
き か ん

につなげるとともに、地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

に対する
た い す る

助言
じょげん

等
とう

により、地域
ち い き

における医療
いりょう

、保健
ほ け ん

、教育
きょういく

、福祉
ふ く し

等
とう

の連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

を支援
し え ん

しま

す。また、医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

・施設
し せ つ

従事者
じゅうじしゃ

を対象
たいしょう

にした実地
じ っ ち

研修
けんしゅう

や、医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

への支援
し え ん

を総合
そうごう

調整
ちょうせい

するコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

が住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるよう医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

の日中
にっちゅう

利用
り よ う

事業所
じぎょうしょ

（生活
せいかつ

介護
か い ご

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイ
で い

など）やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を含む
ふ く む

必要
ひつよう

な

支援
し え ん

体制
たいせい

を検討
けんとう

します。こども療育
りょういく

センター
せ ん た ー

において、医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

の短期
た ん き

入所
にゅうしょ

や日中
にっちゅう

の活動
かつどう

支援
し え ん

を行い
おこない

、本人
ほんにん

とその家族
か ぞ く

の在宅
ざいたく

支援
し え ん

を推進
すいしん

します。 
   

○医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

への支援
し え ん

（児童
じ ど う

家庭課
か て い か

） 

  保育所
ほいくしょ

等
とう

利用
り よ う

を希望
き ぼ う

する医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

が安心
あんしん

して通園
つうえん

できるよう、保育所
ほいくじょ

や

幼稚園
ようちえん

等
とう

に看護師
か ん ご し

を配置
は い ち

する取組み
と り く み

を支援
し え ん

し受入れ
う け い れ

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 
   

  ○重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

の受け入れ
う け い れ

拡大
かくだい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とする 重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

が安心
あんしん

して在宅
ざいたく

での生活
せいかつ

を

続けられる
つ づ け ら れ る

よう、 障
しょう

がい児通所
じつうしょ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

や短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業所
じぎょうしょ

等
など

の 重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

の受け入れ
う け い れ

等
とう

に対する
た い す る

支援
し え ん

のほか、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

サービス
さ ー び す

の延長
えんちょう

利用
り よ う

に対する
た い す る

支援
し え ん

を行い
おこない

、在宅
ざいたく

での支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な子ども
こ ど も

（以下
い か

「医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

」という）は、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において医療
いりょう

や福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を受けられる
う け ら れ る

場
ば

が少なく、また、学校
がっこう

や保育
ほ い く

園
えん

においても医療的
いりょうてき

ケア
け あ

に

対応
たいおう

できない場合
ば あ い

が少なく
す く な く

ありません。 

医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

が住みなれた
す み な れ た

地域
ち い き

等
とう

において、必要
ひつよう

な医療
いりょう

や福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の 提供
ていきょう

が

受けられる
う け ら れ る

よう、医療
いりょう

、保健、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

して総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

を行
いき

う体制
たいせい

を整備
せ い び

する必要
ひつよう

があります。 

 また、重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

とその家族
か ぞ く

が、必要
ひつよう

とする支援
し え ん

を受けられる
う け ら れ る

よう、身近
み ぢ か

な

地域
ち い き

で心
こころ

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

の受け入れ可能な福祉サービスの充実が必要です。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（７）強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい児者
じ し ゃ

への支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 年度
ね ん ど

 実
じっ

 績
せき

 年度
ね ん ど

 目
もく

 標
ひょう

 

強度
き ょ う ど

行動障
こうどうしょう

がい者
しゃ

支援者
し え ん し ゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

 

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 
2022 2,388人

にん

 2027 3,400人
にん

 

 

施
し

 策
さく

（１）強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい児者
じ し ゃ

への専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

 

〇受け入れ
う け い れ

事業所
じぎょうしょ

の拡大
かくだい

・専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の育成
いくせい

・生活
せいかつ

の場
ば

の確保
か く ほ

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい児者
じ し ゃ

の受け入れ
う け い れ

事業所
じぎょうしょ

を拡大
かくだい

するため、個室化
こ し つ か

等
とう

の施設
し せ つ

整備
せ い び

や、施設
し せ つ

への専門
せんもん

チーム
ち ー む

の派遣
は け ん

による支援
し え ん

を行
おこな

います。 

また、強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい者
しゃ

の対応
たいおう

に関する
か ん す る

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

を図り
は か り

、専門的
せんもんてき

な人材
じんざい

を

養成
ようせい

していきます。強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい者
しゃ

が住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるよう、住
じゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

や短期
た ん き

入所
にゅうしょ

の活用
かつよう

、事
じ

業者間
ぎょうしゃかん

での支援
し え ん

体制
たいせい

等
とう

を検討する場を設置

します。 

 

〇強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい児者
じ し ゃ

のアセスメント
あ せ す め ん と

の実施
じ っ し

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

専門家
せんもんか

によるアセスメント
あ せ す め ん と

を行い
おこない

、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

に従事
じゅうじ

する者
もの

等
とう

に対して
た い し て

助言
じょげん

指導
し ど う

を行います
お こ な い ま す

。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がいは、 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

適切
てきせつ

な支援
し え ん

や環境
かんきょう

を提供
ていきょう

すれば、

症 状
しょうじょう

の多く
お お く

は軽減
けいげん

することから、専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

や受け入れ
う け い れ

の充実
じゅうじつ

を

図る
は か る

ことが重要
じゅうよう

です。 

強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいのある人
ひと

に対して
た い し て

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

を通じた
つ う じ た

支援
し え ん

体制
たいせい

の確立
かくりつ

や身近
み ぢ か

 

な地域
ち い き

における支援
し え ん

体制
たいせい

の確立
かくりつ

が必要
ひつよう

です。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（８）発達障
はったつしょう

がい児者
じ し ゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 年度
ね ん ど

 実
じっ

 績
せき

 年度
ね ん ど

 目
もく

 標
ひょう

 

発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

サポーター
さ ぽ ー た ー

設置
せ っ ち

市町数
し ま ち す う

 2022 11市町
し ま ち

 2027 17市町
し ま ち

 

 

施
し

 策
さく

（１）発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

体制づくり
た い せ い づ く り

 

 ○「発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

」の開催
かいさい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    乳幼児期
にゅうようじき

から学校
がっこう

教育
きょういく

、就労
しゅうろう

まで途切れない
と ぎ れ な い

支援
し え ん

を行う
おこなう

ため、保健
ほ け ん

・保育
ほ い く

・

福祉
ふ く し

・教育
きょういく

、労働
ろうどう

、医療
いりょう

等
など

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

した「発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

」

を開催
かいさい

し、県
けん

の支援
し え ん

体制
たいせい

の現状
げんじょう

や支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

等
とう

を把握
は あ く

し、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応じた
お う じ た

発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

への支援
し え ん

体制づくり
た い せ い づ く り

を進めます
す す め ま す

。 

 

  ○福井県
ふくいけん

方式
ほうしき

支援
し え ん

ツール
つ ー る

の普及
ふきゅう

および活用
かつよう

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    福井県
ふくいけん

方式
ほうしき

支援
し え ん

ツール
つ ー る

「子育て
こ そ だ て

ファイル
ふ ぁ い る

ふくいっ子
ふ く い っ こ

」の考え方
かんがえかた

の理解
り か い

や活用
かつよう

方法
ほうほう

に関する
か ん す る

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、それぞれの子ども
こ ど も

の特性
とくせい

に応じた
お う じ た

切れ目
き れ め

のない

支援
し え ん

が実現
じつげん

できるようにします。 

 

  ○発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい者
しゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

マネジャー
ま ね じ ゃ ー

による市町
し ま ち

支援
し え ん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    発達障
はったつしょう

がい児者
じ し ゃ

に対して
た い し て

早期
そ う き

から途切れない
と ぎ れ な い

支援
し え ん

を行う
おこなう

ため、発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

マネジャー
ま ね じ ゃ ー

を配置
は い ち

し、市町
し ま ち

における保健
ほ け ん

・保育
ほ い く

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

部局
ぶきょく

の連携
れんけい

による支援
し え ん

体制づくり
た い せ い づ く り

の助言
じょげん

・指導
し ど う

を行います
お こ な い ま す

。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  発達障
はったつしょう

がいは、わかりにくく、理解
り か い

されにくいという特徴
とくちょう

から、適切
てきせつ

な支援
し え ん

を

受ける
う け る

ことができないまま、ひきこもりやうつ等
とう

の二次障
にじしょう

がいを引き起こす
ひ き お こ す

ケース
け ー す

も少なく
す く な く

ありません。一方
いっぽう

、早期
そ う き

に気付き
き づ き

適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受け
う け

、環境
かんきょう

が整備
せ い び

されれば、

通常
つうじょう

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送る
お く る

こともできます。 

  このため、家庭
か て い

、保育
ほ い く

園
えん

、学校
がっこう

など、日頃
ひ ご ろ

児童
じ ど う

が過ごす
す ご す

場所
ば し ょ

で、児童
じ ど う

に関わる
か か わ る

保護者
ほ ご し ゃ

、

保育士
ほ い く し

や教員
きょういん

等
とう

がその子
こ

の困難
こんなん

さに気付き
き づ き

、早期
そ う き

に支援
し え ん

を行い
おこない

、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

の

移行
い こ う

においても引き続き
ひ き つ づ き

途切れない
と ぎ れ な い

支援
し え ん

を受ける
う け る

ことができる仕組み
し く み

をつくり、

全国
ぜんこく

モデル
も で る

の発達障
はったつしょう

がい児者
じ し ゃ

支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

していく必要
ひつよう

があります。 

  また、発達障
はったつしょう

がいに起因
き い ん

する子ども
こ ど も

の 心
こころ

の問題
もんだい

に対応
たいおう

するため、拠点
きょてん

病院
びょういん

を

中核
ちゅうかく

として、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

等
とう

のネットワーク
ね っ と わ ー く

の充実
じゅうじつ

を図り
は か り

、子ども
こ ど も

の心
こころ

の問題
もんだい

に対応
たいおう

できる医師
い し

や支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があります。 
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  ○子
こ

どもの心
こころ

の診療
しんりょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    発達障
はったつしょう

がいなどの児童
じ ど う

青
せい

年期
ね ん き

における子ども
こ ど も

の診療
しんりょう

を行える
おこなえる

専門医
せんもんい

の養成
ようせい

およびコメディカル
こ め で ぃ か る

を育成
いくせい

し、子ども
こ ど も

の心
こころ

の診療
しんりょう

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

施
し

 策
さく

（２）発達障
はったつしょう

がい(児
じ

)者
しゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の運営
うんえい

 

  ○福井県
ふくいけん

発達障
はったつしょう

がい(児
じ

)者
しゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

による相談
そうだん

・就労
しゅうろう

等
とう

の支援
し え ん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    福井県
ふくいけん

発達障
はったつしょう

がい(児
じ

)者
しゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

（スクラム
す く ら む

福井
ふ く い

）の県内
けんない

３か所
３ か し ょ

の窓口
まどぐち

に

おいて相談
そうだん

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
など

を行います
お こ な い ま す

。 

 

  ○福井県
ふくいけん

発達障
はったつしょう

がい(児
じ

)者
しゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

による地域
ち い き

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

（ 障
しょう

がい

福祉課
ふ く し か

） 

    福井県
ふくいけん

発達障
はったつしょう

がい(児
じ

)者
しゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

（スクラム
す く ら む

福井
ふ く い

）が、発達障
はったつしょう

がい児者
じ し ゃ

支援
し え ん

の中核
ちゅうかく

として、地域
ち い き

の支援
し え ん

機関
き か ん

への助言
じょげん

を行う等
など

、地域
ち い き

の支援
し え ん

体制づくり
た い せ い づ く り

を

進めます
す す め ま す

。 

 

施
し

 策
さく

（３）保育所
ほいくじょ

、認定
にんてい

こども園
えん

および幼稚園
ようちえん

等
とう

の支援
し え ん

体制
たいせい

強化
きょうか

 

  ○保育
ほ い く

カウンセラー
か う ん せ ら ー

の配置
は い ち

（児童
じ ど う

家庭課
か て い か

） 

    市町
し ま ち

に配置
は い ち

した保育
ほ い く

カウンセラー
か う ん せ ら ー

が保育所
ほいくじょ

等
など

を巡回
じゅんかい

し、発達障
はったつしょう

がい児
じ

を含む
ふ く む

「気
き

になる子
こ

」について、保育士
ほ い く し

や保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

にアドバイス
あ ど ば い す

等
など

を行います
お こ な い ま す

。 

 

施
し

 策
さく

（４）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

による学校
がっこう

の支援
し え ん

体制
たいせい

強化
きょうか

 

  ○発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい児
じ

教育
きょういく

の推進
すいしん

（高校
こうこう

教育課
きょういくか

） 

    通常
つうじょう

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

しながら個別
こ べ つ

指導
し ど う

を必要
ひつよう

とする発達障
はったつしょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

を対象
たいしょう

に、一人
ひ と り

ひとりの教育的
きょういくてき

ニーズ
に ー ず

に即した
そ く し た

教育
きょういく

支援
し え ん

を行う
おこなう

ため、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

センター
せ ん た ー

および嶺
れい

南教育
なんきょういく

事務所
じ む し ょ

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育課
きょういくか

ならびに各
かく

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

が小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

等
とう

を支援
し え ん

する体制
たいせい

を推進
すいしん

します。 

 

  ○発
はっ

達
たつ

障
しょう

がいのある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の移行
い こ う

支援
し え ん

（高校
こうこう

教育課
きょういくか

） 

    小
しょう

・ 中
ちゅう

学校
がっこう

における発達障
はったつしょう

がいなどの支援
し え ん

や配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

生徒
せ い と

に

対して
た い し て

、個別
こ べ つ

の支援
し え ん

計画
けいかく

等
など

の作成
さくせい

を促し
うながし

、指導
し ど う

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

とともに、

移行期
い こ う き

における小
しょう

・中
ちゅう

・高
こう

の学校間
がっこうかん

での支援
し え ん

の引き継ぎ
ひ き つ ぎ

体制
たいせい

を推進
すいしん

します。 

 

施
し

 策
さく

（５）家族
か ぞ く

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

  ○ペアレントプログラム
ぺ あ れ ん と ぷ ろ ぐ ら む

の推進
すいしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 
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    こども療育
りょういく

センター
せ ん た ー

を中核
ちゅうかく

として、保護者
ほ ご し ゃ

が、子ども
こ ど も

の特性
とくせい

を 

親
おや

仲間
な か ま

と一緒
いっしょ

に肯定的
こうていてき

に捉えられる
と ら え ら れ る

ようにするペアレントプログラム
ぺ あ れ ん と ぷ ろ ぐ ら む

の実施者
じっししゃ

を養成
ようせい

し、地域
ち い き

でのプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

実施
じ っ し

を推進
すいしん

します。 

 

  ○ペアレントメンター
ぺ あ れ ん と め ん た ー

の養成
ようせい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    自身
じ し ん

の発達障
はったつしょう

がいのある子ども
こ ど も

の子育て
こ そ だ て

経験
けいけん

を基
もと

に、相談
そうだん

・助言
じょげん

を行う
おこなう

ペアレントメンター
ぺ あ れ ん と め ん た ー

を養成
ようせい

し、地域
ち い き

での相談
そうだん

体制
たいせい

の充実を図ります。 

 

施
し

 策
さく

（６）発達障
はったつしょう

がい児者
じ し ゃ

への福井型
ふくいがた

就労
しゅうろう

支援
し え ん

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

の推進
すいしん

 

  〇発
はっ

達
たつ

障
しょう

がい児者
じ し ゃ

への福井型
ふくいがた

就労
しゅうろう

支援
し え ん

プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

の推進
すいしん

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

、高校
こうこう

教育課
きょういくか

、労働
ろうどう

政策課
せいさくか

） 

早い
は や い

段階
だんかい

で自分
じ ぶ ん

の特性
とくせい

や適性
てきせい

に気づき
き づ き

、自分
じ ぶ ん

らしく活躍
かつやく

できる支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

のため、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

の実態
じったい

把握
は あ く

に努め
つ と め

、自己
じ こ

理解
り か い

 

ツール
つ ー る

や発達障
はったつしょう

がいに特化
と っ か

した就労
しゅうろう

支援
し え ん

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

の普及
ふきゅう

、発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

サポー
さ ぽ ー

ター
た ー

を養成
ようせい

し発達障
はったつしょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

での相談
そうだん

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を

図ります
は か り ま す

。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（９）ひきこもりへの支援
し え ん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

指
し

  標
ひょう

  名
めい

 年度
ね ん ど

 実
じっ

 績
せき

 年度
ね ん ど

 目
もく

 標
ひょう

 

フリースペース参加
さ ん か

人数
にんずう

 2021 604人 2027 1,000人 

施
し

 策
さく

（１）ひきこもりへの支援
し え ん

 

○ひきこもり地域
ち い き

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の運営
うんえい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    ひ き こ も り 地域
ち い き

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

に お い て 、 困難
こんなん

事例
じ れ い

へ の 相談
そうだん

対応
たいおう

と

アウトリーチ型
あ う と り ー ち が た

の支援
し え ん

を行います
お こ な い ま す

。 

    より身近
み ぢ か

な市町
し ま ち

において、ひきこもり相談
そうだん

窓口
まどぐち

を設置
せ っ ち

し支援
し え ん

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

が

図れる
は か れ る

よう、市町
し ま ち

をはじめ地域
ち い き

の支援者
しえんしゃ

を対象
たいしょう

とした研修
けんしゅう

の開催
かいさい

や同行
どうこう

訪問
ほうもん

な

どによりバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

する体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

県
けん

のひきこもり地域
ち い き

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

に「福井県
ふくいけん

ひきこもり市町
し ま ち

支援
し え ん

チーム
ち ー む

」を

設置
せ っ ち

し、市町
し ま ち

からの困難
こんなん

事例
じ れ い

の相談
そうだん

や市町
し ま ち

等
など

が開催
かいさい

する困難事例
じ れ い

ケース
け ー す

会議
か い ぎ

等
とう

へ

チーム
ち ー む

の中
なか

から適切
てきせつ

な専門家
せんもんか

を派遣
は け ん

します。 

    ひきこもり支援
し え ん

機関
き か ん

からなる連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

や健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

単位
た ん い

での協議
きょうぎ

の 

場
ば

を開催
かいさい

し、保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

等
とう

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

を図ります
は か り ま す

。 

    ひきこもり状態
じょうたい

にある人
ひと

が、自宅
じ た く

以外
い が い

で安心
あんしん

して過ごせる
す ご せ る

「フリースペース
ふ り ー す ぺ ー す

」

や、電子
で ん し

媒体
ばいたい

を活用
かつよう

したフリースペース
ふ り ー す ぺ ー す

を開設
かいせつ

することにより、社会
しゃかい

参加
さ ん か

に

向けた
む け た

支援
し え ん

を行います
お こ な い ま す

。 

   

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  ひきこもりとは、「様々
さまざま

な要因
よういん

の結果
け っ か

として、社会
しゃかい

参加
さ ん か

（義務
ぎ む

教育
きょういく

を含む
ふ く む

就学
しゅうがく

、 

非常勤
ひじょうきん

職
しょく

を含む
ふ く む

就労
しゅうろう

、家庭外
かていがい

での交遊
こうゆう

など）を回避
か い ひ

し、原則的
げんそくてき

には６か月
６ か げ つ

以上
いじょう

に 

わたって概ね
おおむね

家庭
か て い

にとどまり続けて
と ど ま り つ づ け て

いる状態
じょうたい

」を指します
さ し ま す

。 

 内閣府
ないかくふ

の抽 出
ちゅうしゅつ

調査
ちょうさ

から、本県
ほんけん

において自室
じ し つ

からほとんど出ない
で な い

ひきこもり状態
じょうたい

にある人
ひと

は１５～６４歳
６ ４ さ い

の統計
とうけい

でおよそ８２０人
８ ２ ０ に ん

（自分
じ ぶ ん

の趣味
し ゅ み

や近所
きんじょ

のコンビニ
こ ん び に

等
など

にの

み出かける
で か け る

広義
こ う ぎ

のひきこもりの方
かた

は約
やく

６，３００人
６ ， ３ ０ ０ に ん

）に上る
の ぼ る

と推計
すいけい

されます。 

  ひきこもり状態
じょうたい

が長期化
ちょうきか

すると、社会
しゃかい

参加
さ ん か

につなぐまでには長い
な が い

期間
き か ん

を要
よう

します。

早期
そ う き

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

機関
き か ん

につなぐためには、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

・教育
きょういく

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

する必要
ひつよう

があります。 

 このため、人材
じんざい

の育成
いくせい

、ネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

などの取組
とりくみ

を強化
きょうか

し、身近
み ぢ か

な市町
し ま ち

をはじ

め地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

必要
ひつよう

があります。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（１０）高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がい者
しゃ

の医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がいに関する
か ん す る

普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

 

○高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がいに関する
か ん す る

情報
じょうほう

発信
はっしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

各種
かくしゅ

講習会
こうしゅうかい

・研修
けんしゅう

等
とう

を開催
かいさい

し、パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

・リーフレット
り ー ふ れ っ と

の配布
は い ふ

、ならび

にホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

やSNS
ＳＮＳ

などを活用
かつよう

した情報
じょうほう

発信
はっしん

を行います
お こ な い ま す

。 

 

施
し

 策
さく

（２）高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がい者
しゃ

医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

 

○高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がい者
しゃ

の早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

支援
し え ん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

福井県
ふくいけん

高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を拠点
きょてん

として、協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
き か ん

の拡充
かくじゅう

を

図り
は か り

、高次脳機能障
こうじのうきのうしょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

、早期
そ う き

支援
し え ん

を図ります
は か り ま す

。 

 

施
し

 策
さく

（３）高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がい者
しゃ

に対する
た い す る

地域
ち い き

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

○ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に合わせた
あ わ せ た

シームレス
し ー む れ す

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

支援
し え ん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・介護
か い ご

・就労
しゅうろう

・就学
しゅうがく

・行政
ぎょうせい

・患者
かんじゃ

団体
だんたい

がシームレス
し ー む れ す

に連携
れんけい

し、

当事者
とうじしゃ

・家族
か ぞ く

の状 況
じょうきょう

に合わせた
あ わ せ た

社会
しゃかい

参加
さ ん か

へと繋ぎ合わせます
つ な ぎ あ わ せ ま す

。 

 

○格差
か く さ

のない支援
し え ん

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

各地域
かくちいき

で格差
か く さ

なく支援
し え ん

が行われる
お こ な わ れ る

よう、各地域
かくちいき

での支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

構築
こうちく

を

図ります
は か り ま す

。 

 

○ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の拡充
かくじゅう

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

当事者
とうじしゃ

・家族
か ぞ く

に対する
た い す る

心理的
しんりてき

サポート
さ ぽ ー と

として、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の拡充
かくじゅう

を図ります
は か り ま す

。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がいは外見
がいけん

ではわかりにくく、本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

も気付きにくい
き づ き に く い

障
しょう

が

いであり、 障
しょう

がいの現れ方
あらわれかた

も様々
さまざま

です。福井県
ふくいけん

高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の

活動
かつどう

を通して
と お し て

社会的
しゃかいてき

認知
に ん ち

は進んで
す す ん で

きましたが、社会的
しゃかいてき

な理解
り か い

不足
ぶ そ く

は未だ
ま だ

あり、支援
し え ん

が途切れ
と ぎ れ

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

に繋がって
つ な が っ て

いない当事者
とうじしゃ

・家族
か ぞ く

がおられます。 

高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がいは、小児
しょうに

・成人
な る と

・高齢者
こうれいしゃ

といったいずれのライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に

おいても現れる
あらわれる

障
しょう

がいであり、社会的
しゃかいてき

な理解
り か い

不足
ぶ そ く

を解消
かいしょう

し、シームレス
し ー む れ す

かつ地域
ち い き

格差
か く さ

のない支援
し え ん

が求められます
も と め ら れ ま す

。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（１１）難病
なんびょう

患者
かんじゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）難病
なんびょう

患者
かんじゃ

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

   ○福井県
ふくいけん

難病
なんびょう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

における患者
かんじゃ

支援
し え ん

（保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

） 

    難病
なんびょう

患者
かんじゃ

が安心
あんしん

して療養
りょうよう

しながら暮らし
く ら し

を続けて
つ づ け て

いくことができるよう、

福井県
ふくいけん

難病
なんびょう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

において、療養
りょうよう

・就労
しゅうろう

に関する
か ん す る

相談
そうだん

や患者
かんじゃ

同士
ど う し

の

自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

への支援
し え ん

等
など

を実施
じ っ し

します。また、健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

や医療
いりょう

・保健
ほ け ん

・

福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

して支援ネットワーク
ね っ と わ ー く

の充実
じゅうじつ

を図り
は か り

、難病
なんびょう

対策
たいさく

を推進
すいしん

し

ます。 

 

  ○地域
ち い き

における患者
かんじゃ

支援
し え ん

（保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

） 

    難病
なんびょう

の患者
かんじゃ

や家族
か ぞ く

の療 養 上
りょうようじょう

の不安
ふ あ ん

解消
かいしょう

を図る
は か る

とともに、きめ細か
こ ま か

な支援
し え ん

が

必要
ひつよう

な要支援
ようしえん

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対する
た い す る

適切
てきせつ

な在宅
ざいたく

療養
りょうよう

の支援
し え ん

のため、健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

において、医療
いりょう

相談会
そうだんかい

や訪問
ほうもん

相談
そうだん

・指導
し ど う

等
とう

を行います
お こ な い ま す

。 

    また、各地域
かくちいき

の実情
じつじょう

に応じた
お う じ た

支援
し え ん

体制
たいせい

について関係
かんけい

機関
き か ん

と協議
きょうぎ

し、さらなる

患者
かんじゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。 

 

○重 症
じゅうしょう

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の在宅
ざいたく

療養
りょうよう

支援
し え ん

（保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

） 

人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

装着
そうちゃく

または気管
き か ん

切開
せっかい

をして在宅
ざいたく

療養
りょうよう

をする 重 症
じゅうしょう

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の

介護者
かいごしゃ

の休息
きゅうそく

等
とう

のため、患者
かんじゃ

に一時
い ち じ

入院
にゅういん

または長時間
ちょうじかん

訪問
ほうもん

看護
か ん ご

を行う
おこなう

体制
たいせい

を

整え
ととのえ

、患者
かんじゃ

、家族
か ぞ く

の生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図ります
は か り ま す

。 

 

  〇小
しょう

児
に

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

児童
じ ど う

等
など

の自立
じ り つ

支援
し え ん

（保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

） 

小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

児童
じ ど う

および家族
か ぞ く

からの相談
そうだん

に応じる
お う じ る

ため自立
じ り つ

支援
し え ん

相談所
そうだんじょ

を

設置
せ っ ち

し、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や助言
じょげん

を行う
おこなう

とともに、関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

等
とう

を

行い
おこない

、小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

児童
じ ど う

の自立
じ り つ

促進
そくしん

を図ります
は か り ま す

。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を受ける
う け る

ことができる難病
なんびょう

は366
３６６

疾患
しっかん

と拡大
かくだい

しており、

一人
ひ と り

ひとりの療養
りょうよう

生活
せいかつ

に応じた
お う じ た

支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

難病
なんびょう

について、きめ細やか
こ ま や か

な対応
たいおう

とともに、社会的
しゃかいてき

な理解
り か い

不足
ぶ そ く

を解消
かいしょう

し、支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図る
は か る

必要
ひつよう

があります。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（１２）適切
てきせつ

な福祉
ふ く し

・医療
いりょう

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

 

 

 

 

 

 

 
 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

項目
こうもく

 年度
ね ん ど

 実
じっ

 績
せき

 年度
ね ん ど

 目
もく

 標
ひょう

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

市町
し ま ち

（圏域
けんいき

含む
ふ く む

） 2022 12市町
し ま ち

 2027 17市町
し ま ち

 

施
し

 策
さく

（１）障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

移行
い こ う

の推進
すいしん

 

○地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

支援
し え ん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

地域
ち い き

移行
い こ う

を受け入れる
う け い れ る

ため、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

など 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を行う
おこなう

とともに、重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

にも対応
たいおう

した体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

（施設
し せ つ

の充実
じゅうじつ

や

移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

等
とう

）を図ります
は か り ま す

。また、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障
しょう

がいのある人
ひと

の支援
し え ん

を

進める
す す め る

ために、緊急
きんきゅう

時
じ

の受け入れ
う け い れ

・対応
たいおう

や体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

などの役割
やくわり

を担う
に な う

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

し、障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

にも対応
たいおう

できるよう、

在宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

およびリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

を含めた
ふ く め た

専門的
せんもんてき

ケア
け あ

の

支援
し え ん

を行う
おこなう

機能
き の う

を強化
きょうか

します。 

 

〇住まい
す ま い

の確保
か く ほ

の支援
し え ん

（建築
けんちく

住宅課
じゅうたくか

、 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

  県営
けんえい

住宅
じゅうたく

における 障
しょう

がい者
しゃ

等
など

の優先
ゆうせん

入居
にゅうきょ

を実施
じ っ し

するとともに、

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

します。なお、市
し

町営
ちょうえい

住宅
じゅうたく

に関して
か ん し て

も市町
し ま ち

と協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

していきます。また、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の空き室
あ き し つ

等
など

を活用
かつよう

した、 障
しょう

がい者
しゃ

などの

入居
にゅうきょ

を拒まない
こ ば ま な い

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の登録
とうろく

制度
せ い ど

等
とう

を内容
ないよう

とする「住宅
じゅうたく

セーフティネット

制度
せ い ど

」の活用
かつよう

を推進
すいしん

するとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

や民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の賃貸人
ちんたいにん

が行う
おこなう

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

改修
かいしゅう

等
など

を促進
そくしん

し、障
しょう

がい者
しゃ

等
など

が安心
あんしん

して暮らせる
く ら せ る

住まい
す ま い

の確保
か く ほ

に

努めます
つ と め ま す

。 

 

  ○精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

体制
たいせい

の構築
こうちく

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

とその家族
か ぞ く

が地域
ち い き

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい

暮らし
く ら し

をすることができるよう、健康
けんこう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

等
など

を中心
ちゅうしん

に当事者
とうじしゃ

・家族
か ぞ く

・

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

や、人材
じんざい

育成
いくせい

の充実
じゅうじつ

などの基盤
き ば ん

を整備
せ い び

した「精神障
せいしんしょう

がいにも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

」の構築
こうちく

を推進
すいしん

しま

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  障
しょう

がいのある人
ひと

が住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で生活
せいかつ

をするためには、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で福祉
ふ く し

や 

医療
いりょう

のサービス
さ ー び す

を受ける
う け る

ことができる環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

です。 

  障
しょう

がいのある人
ひと

が、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としての尊厳
そんげん

にふさわしい

日常生
にちじょうせい

活
かつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとなむ

ことができるよう、適切
てきせつ

な 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

、

医療
いりょう

サービス
さ ー び す

等
など

の提供
ていきょう

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があります。 
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す。 

 

施
し

 策
さく

（２）心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

の歯科
し か

健
けん

診
しん

・診療
しんりょう

 

  ○心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

歯科
し か

健
けん

診
しん

・診療
しんりょう

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

は、虫歯
む し ば

や歯
し

周
しゅう

疾患
しっかん

の罹患率
りかんりつ

が高い
た か い

傾向
けいこう

にあり、自己
じ こ

管理
か ん り

が

困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

や保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

の認識
にんしき

不足
ぶ そ く

により、歯科
し か

疾患
しっかん

が重症化
じゅうしょうか

する傾向
けいこう

にあり

ます。このため、福井県
ふくいけん

口腔
こうくう

保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

において、心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

を対象
たいしょう

と

する歯科
し か

診療
しんりょう

を行う
おこなう

とともに、心
しん

身障
しんしょう

がい児者
じ し ゃ

の家庭
か て い

を訪問
ほうもん

し、歯科
し か

健
けん

診
しん

や

歯科
し か

衛生
えいせい

に関する
か ん す る

指導
し ど う

・助言
じょげん

を行います
お こ な い ま す

。     

 

施
し

 策
さく

（３）認知症
にんちしょう

医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

 

  ○若年性
じゃくねんせい

認知症
にんちしょう

への支援
し え ん

（長寿
ちょうじゅ

福祉課
ふ く し か

） 

    若年性
じゃくねんせい

認知症
にんちしょう

に関する
か ん す る

専用
せんよう

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

を設置
せ っ ち

し、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

、健康
けんこう

・医療
いりょう

、

権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関する
か ん す る

相談
そうだん

を受け
う け

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行うとともに、支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

との

ネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こうちく

し必要
ひつよう

な支援
し え ん

につなげます。 

 

  ○診断
しんだん

・治療
ちりょう

体制
たいせい

の強化
きょうか

（長寿
ちょうじゅ

福祉課
ふ く し か

） 

    市町
し ま ち

において、認知症
にんちしょう

検診
けんしん

を活用
かつよう

した認知症
にんちしょう

の早期
そ う き

発見
はっけん

を推進
すいしん

するとともに、

早期
そ う き

の支援
し え ん

につなげるため、患者
かんじゃ

の自宅
じ た く

を訪問
ほうもん

し多職種
たしょくしゅ

が連携
れんけい

して多角的
たかくてき

に支援
し え ん

方法
ほうほう

を検討
けんとう

する「認知症
にんちしょう

初期
し ょ き

集 中
しゅうちゅう

支援
し え ん

チーム
ち ー む

」が活発
かっぱつ

に活動
かつどう

できるよう支援
し え ん

し

ます。 

   

○認知症
にんちしょう

に対する
た い す る

理解
り か い

促進
そくしん

（長寿
ちょうじゅ

福祉課
ふ く し か

） 

認知症
にんちしょう

について正しく
た だ し く

理解
り か い

する「認知症
にんちしょう

サポーター
さ ぽ ー た ー

」を養成
ようせい

する講座
こ う ざ

を開催
かいさい

し、

住民
じゅうみん

に認知症
にんちしょう

に関する
か ん す る

理解
り か い

を広げる
ひ ろ げ る

とともに、地域
ち い き

で認知症
にんちしょう

の人
ひと

や家族
か ぞ く

を支え
さ さ え

、

と も に 活動
かつどう

す る 「 チームオレンジ
ち ー む お れ ん じ

」 の 設置
せ っ ち

を 推進
すいしん

す る た め 、

チームオレンジコーディネーター
ち ー む お れ ん じ こ ー で ぃ ね ー た ー

養成
ようせい

や 認知症
にんちしょう

ステップアップ
す て っ ぷ あ っ ぷ

講座
こ う ざ

の 開催
かいさい

を

促し
うながし

、認知症
にんちしょう

の人
ひと

が住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

し続けられる
し つ づ け ら れ る

まちづくりを

進めます
す す め ま す

。 

 

  ○認知症
にんちしょう

ケア
け あ

の人材
じんざい

育成
いくせい

（長寿
ちょうじゅ

福祉課
ふ く し か

） 

地域
ち い き

において認知症
にんちしょう

の人
ひと

が安心
あんしん

して暮らし続ける
く ら し つ づ け る

ことができるよう、医療
いりょう

・

介護
か い ご

サービス
さ ー び す

を担う
に な う

人材
じんざい

に対して
た い し て

、認知症
にんちしょう

の支援
し え ん

に関する
か ん す る

知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

、多職種
たしょくしゅ

連携
れんけい

を学ぶ
ま な ぶ

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 
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施
し

 策
さく

（４）経済的
けいざいてき

支援
し え ん

 

  ○医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    障
しょう

がいのある人
ひと

が適切
てきせつ

な医療
いりょう

サービス
さ ー び す

を受けられる
う け ら れ る

よう、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

制度
せ い ど

の普及
ふきゅう

と適切
てきせつ

な運用
うんよう

を図ります
は か り ま す

。また、重度
じゅうど

の障がいのある人
ひと

の医療費
いりょうひ

無料化
むりょうか

を

実施
じ っ し

し、医療
いりょう

を受ける
う け る

際
さい

に過度
か ど

の負担
ふ た ん

が生じない
し ょ う じ な い

ようにします。 

 

○低所得障
ていしょとくしょう

がい者
しゃ

に対する
た い す る

助成
じょせい

（長寿
ちょうじゅ

福祉課
ふ く し か

） 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

導入
どうにゅう

時
じ

に、障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

によるホームヘルプ
ほ ー む へ る ぷ

利用者
りようしゃ

で、サービス料
さ ー び す り ょ う

の負担
ふ た ん

がなかった低所得
ていしょとく

の 障
しょう

がいのある人
ひと

に対して
た い し て

は、利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

を全額
ぜんがく

免除
めんじょ

します。 

 

○指
し

定難病
ていなんびょう

等
とう

の医療費
いりょうひ

助成
じょせい

（保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

） 

  難病法
なんびょうほう

に基づく
も と づ く

指定
し て い

難病
なんびょう

、特定
とくてい

疾患
しっかん

治療
ちりょう

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

および先天性
せんてんせい

血
けつ

液
えき

凝
ぎょう

固
こ

因
いん

子
し

障
しょう

がい等
など

治療
ちりょう

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

の対象
たいしょう

疾患
しっかん

の患者
かんじゃ

に対して医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

を行い
おこない

、

経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

します。また、データ
で ー た

を収 集
しゅうしゅう

し、疾病
しっぺい

の原因
げんいん

究明
きゅうめい

、治療
ちりょう

方法
ほうほう

の確立
かくりつ

など国
くに

の研究
けんきゅう

事業
じぎょう

に協 力
きょうりょく

します。 

 

○小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

の医療費
いりょうひ

助成
じょせい

（保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

） 

小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

として指定
し て い

された疾病
しっぺい

の患者
かんじゃ

に対し
た い し

医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

を行い
おこない

、

経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

します。また、データ
で ー た

を収 集
しゅうしゅう

し、疾
しつ

病
ぺい

の原因
げんいん

究明
きゅうめい

、治療
ちりょう

方法
ほうほう

の確立
かくりつ

など国
くに

の研究
けんきゅう

事業
じぎょう

に協 力
きょうりょく

します。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（１３）精神科
せいしんか

医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）多様
た よ う

な疾患
しっかん

に対応
たいおう

できる医療
いりょう

連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

 ○精神
せいしん

疾患
しっかん

医療
いりょう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の構築
こうちく

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

多様
た よ う

な精神
せいしん

疾患
しっかん

等
など

ごと（統合
とうごう

失 調 症
しっちょうしょう

、うつ病
びょう

・躁うつ
そ う う つ

病
びょう

、認知症
にんちしょう

、児童
じ ど う

・

思春期
ししゅんき

精神
せいしん

疾患
しっかん

、依存症
いぞんしょう

等
とう

）に対応
たいおう

できる医療機能
き の う

を明確
めいかく

にし、県内
けんない

の医療
いりょう

連携
れんけい

による支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を目指します
め ざ し ま す

。 

 

○精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

および身体
しんたい

合併症
がっぺいしょう

への医療
いりょう

体制
たいせい

確保
か く ほ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

身体
しんたい

疾患
しっかん

を有する
ゆ う す る

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

や自殺
じ さ つ

未遂者
みすいしゃ

等
など

への 救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

について、

精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

機関
き か ん

と一般
いっぱん

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

機関
き か ん

との協議
きょうぎ

の場
ば

を設け
も う け

、受け入れ
う け い れ

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

についての検討
けんとう

や研修
けんしゅう

を行い
おこない

、連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

を行います
お こ な い ま す

。 

 

○精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の早期
そ う き

退院
たいいん

と地域
ち い き

移行
い こ う

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

への医療
いりょう

の提供
ていきょう

・支援
し え ん

を可能
か の う

な限り
か ぎ り

地域
ち い き

において行う
おこなう

とともに、 

入 院 中
にゅういんちゅう

の精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の早期
そ う き

退院
たいいん

（入院
にゅういん

期間
き か ん

の短縮
たんしゅく

）および地域
ち い き

移行
い こ う

を推進
すいしん

し、いわゆる社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

を解消
かいしょう

するため、精神障
せいしんしょう

がい者が地域
ち い き

で生活
せいかつ

できる

よう正し
た だ し

い理解
り か い

を促進
そくしん

し、支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

○摂 食 障
せっしょくしょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

と支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

近年
きんねん

、若年
じゃくねん

女性
じょせい

を中心
ちゅうしん

に罹患
り か ん

する人
ひと

が増えて
ふ え て

いる摂 食 障
せっしょくしょう

がいについて、 

県民
けんみん

や支援者
しえんしゃ

の理解
り か い

を促進
そくしん

するとともに、摂 食 障
せっしょくしょう

がい支援
し え ん

拠点
きょてん

病院
びょういん

の指定
し て い

を

含む
ふ く む

治療
ちりょう

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図ります
は か り ま す

。 

 

 

 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  精神
せいしん

疾患
しっかん

は近年
きんねん

増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、その症 状
しょうじょう

が多様
た よ う

であることや自覚
じ か く

しにくいこ

とから、症 状
しょうじょう

が重く
お も く

なってから精神科
せいしんか

を受診
じゅしん

することが少なくありません。 

精
せい

神
しん

疾患
しっかん

は全て
す べ て

の人
ひと

にとって身近
み ぢ か

な病気
びょうき

であり、安心
あんしん

して地域
ち い き

や社会
しゃかい

で生活
せいかつ

でき 

 るよう、精神科
せいしんか

医療
いりょう

機関
き か ん

や関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

しながら必要
ひつよう

な精神科
せいしんか

医療
いりょう

が提供
ていきょう

され

る体制
たいせい

の構築
こうちく

を推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４ 安心
あんしん

・安全
あんぜん

に暮らせる
く ら せ る

まちづくり 
 

 

重点
じゅうてん

施策
し さ く

（１）障
しょう

がいに配慮
はいりょ

したまちづくりの推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値
す う ち

目標
もくひょう

 

項目
こうもく

 年度
ね ん ど

 実績
じっせき

 年度
ね ん ど

 目標
もくひょう

 

多数
た す う

の県民
けんみん

が利用
り よ う

する県
けん

有
ゆう

施設
し せ つ

の障
しょう

がい者
しゃ

対応
たいおう

トイレ
と い れ

設置率
せ っ ち り つ

 
2022 

92% 

2027 

100% 

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

表示証
ひょうじしょう

の交付
こ う ふ

施設数
し せ つ す う

 496箇所
か し ょ

 1,500箇所
か し ょ

 

 

施
し

 策
さく

（１）北陸
ほくりく

新幹線
しんかんせん

開業
かいぎょう

を見据えた
み す え た

駅
えき

周辺
しゅうへん

や観光地
かんこうち

等
など

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

  ○駅
えき

周辺
しゅうへん

や観光地
かんこうち

等
など

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

、観光誘客課
かんこうゆうきゃくか

） 

    北陸
ほくりく

新幹線
しんかんせん

開業
かいぎょう

を見据え
み す え

、観光地
かんこうち

や宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

、飲食店
いんしょくてん

、公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
など

の

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

します。 

 

○公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

や交通
こうつう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

（地域
ち い き

鉄道課
てつどうか

、交通
こうつう

まちづくり課
か

、

道路
ど う ろ

建設課
けんせつか

、道路
ど う ろ

保全課
ほ ぜ ん か

） 

地域
ち い き

住民
じゅうみん

の生活
せいかつ

に必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

な移動
い ど う

手段
しゅだん

である鉄道
てつどう

やバス
ば す

について、その

運行
うんこう

を確保
か く ほ

するため、駅
えき

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を市町
し ま ち

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

して進め
す す め

、

バス事
ば す じ

業者
ぎょうしゃ

における運行
うんこう

経費
け い ひ

やノンステップバス
の ん す て っ ぷ ば す

の導入
どうにゅう

等
など

、市町
し ま ち

における

コミュニティバス
こ み ゅ に て ぃ ば す

の運行
うんこう

を支援
し え ん

します。 

道路
ど う ろ

や歩道
ほ ど う

などを、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

に対応
たいおう

した歩行
ほ こ う

空間
くうかん

に整備
せ い び

し、安心
あんしん

安全
あんぜん

な

生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

  改正
かいせい

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

や、北陸
ほくりく

新幹線
しんかんせん

開業
かいぎょう

を見据え
み す え

、障
しょう

がいの有無
う む

に

かかわらず、誰
だれ

もが安心
あんしん

・安全
あんぜん

に生活
せいかつ

し社会参加
さ ん か

できるようにするためには、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

や公共
こうきょう

施設
し せ つ

、民間
みんかん

施設
し せ つ

等
など

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

環
かん

境
さかい

の整備
せ い び

を促進
そくしん

するととも

に、 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

を尊重
そんちょう

し、気持ち
き も ち

に寄り添って
よ り そ っ て

サポート
さ ぽ ー と

する「 心
こころ

の

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

」が重要
じゅうよう

です。 

県民
けんみん

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

に対する
た い す る

意識
い し き

・理解
り か い

の向上
こうじょう

や思いやり
お も い や り

の心
こころ

を醸成
じょうせい

し、支え
さ さ え

合
あ

い、助け合い
た す け あ い

ができる社会づくり
し ゃ か い づ く り

を行う
おこなう

必要
ひつよう

があります。 
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  ○みんなにやさしいまちづくり整備
せ い び

の推進
すいしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすい施設
し せ つ

となるよう、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

など様々
さまざま

な立場
た ち ば

の意見
い け ん

を反映
はんえい

したまちづくりの手法
しゅほう

をまとめた「み

んなにやさしいまちづくり整備
せ い び

の手引き
て び き

」を活用
かつよう

した施設
し せ つ

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

     バリアフリー
ば り あ ふ り ー

相談員
そうだんいん

を新た
あ ら た

に配置
は い ち

し、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

へのバリアフリー
ば り あ ふ り ー

に

関する
か ん す る

研修
けんしゅう

やバリアフリー
ば り あ ふ り ー

相談
そうだん

等
とう

を行います
お こ な い ま す

。 

 

○障
しょう

がいのある人
ひと

が住みやすい
す み や す い

居住
きょじゅう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

（建築
けんちく

住宅課
じゅうたくか

、 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    県営
けんえい

住宅
じゅうたく

において、障
しょう

がいのある人
ひと

が住みやすい
す み や す い

よう、室内
しつない

の床
ゆか

段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

や手
て

すりの設置
せ っ ち

などによるバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を「福井県
ふくいけん

公営
こうえい

住宅
じゅうたく

等
など

長寿
ちょうじゅ

命化
みょうか

計画
けいかく

」

に基づき
も と づ き

、計画的
けいかくてき

に進めます
す す め ま す

。 

    市町
し ま ち

が行う
おこなう

在宅
ざいたく

の 重
じゅう

度
ど

身
しん

体
たい

障
しょう

がい者
しゃ

への住宅
じゅうたく

改造
かいぞう

経費
け い ひ

の助成
じょせい

事業
じぎょう

に対し
た い し

、

支援
し え ん

を行います
お こ な い ま す

。 

 

  ○バリアフリー
ば り あ ふ り ー

表示証
ひょうじしょう

の普及
ふきゅう

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    障
しょう

がいのある方
かた

もない方
ほう

も使いやすい
つ か い や す い

施設
し せ つ

の裾野
す そ の

を

広げる
ひ ろ げ る

ため、施設
し せ つ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

状 況
じょうきょう

を表す
あらわす

表示証
ひょうじしょう

を交付
こ う ふ

するとともに、対象
たいしょう

施設
し せ つ

を公表
こうひょう

し、障
しょう

がいのあ

る方
かた

の利便性
りべんせい

を高めます
た か め ま す

。 

 

施
し

 策
さく

（２）心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

の推進
すいしん

 

○ハートフル
は ー と ふ る

専用
せんよう

パーキング
ぱ ー き ん ぐ

の適正
てきせい

利用
り よ う

促進
そくしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

等用
とうよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の適正
てきせい

利用
り よ う

を図る
は か る

ため、県内
けんない

共通
きょうつう

の「ハートフル
は ー と ふ る

専用
せんよう

パーキング
ぱ ー き ん ぐ

利用証
りようしょう

」を交付
こ う ふ

し、利用
り よ う

できる人
ひと

を 

明らか
あ き ら か

にすることで、本当
ほんとう

に必要
ひつよう

としている人
ひと

の駐
ちゅう

車
しゃ

スペース
す ぺ ー す

を 

確保
か く ほ

するとともに、利用者
りようしゃ

の増加
ぞ う か

に対応
たいおう

するため、ハートフル
は ー と ふ る

 

専用
せんよう

パーキング
ぱ ー き ん ぐ

協定
きょうてい

施設
し せ つ

の拡大
かくだい

を図ります
は か り ま す

。 

 

○観光
かんこう

における心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

推進
すいしん

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

、観光誘客課
かんこうゆうきゃくか

） 

障
しょう

がいのある人
ひと

が安心
あんしん

して施設
し せ つ

を利用
り よ う

できるよう、観光
かんこう

施設
し せ つ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

情報
じょうほう

を記載
き さ い

した観光
かんこう

ガイドブック
が い ど ぶ っ く

を作成
さくせい

・配布
は い ふ

するとともに、観光事
かんこうじ

業者
ぎょうしゃ

に

対し
た い し

、障
しょう

がいのある人
ひと

への接し方
せっしかた

を記載
き さ い

したハンドブック
は ん ど ぶ っ く

の配布
は い ふ

や接遇
せつぐう

研修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

するなど、観光
かんこう

における心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

を推進
すいしん

します。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（２）防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）障
しょう

がいのある人
ひと

の避難
ひ な ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

  ○在宅
ざいたく

の障
しょう

がいのある人
ひと

の避難
ひ な ん

体制
たいせい

（危機
き き

対策
たいさく

・防災課
ぼうさいか

、障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    市町
し ま ち

が、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の在宅障
ざいたくしょう

がい者
しゃ

の個別
こ べ つ

避難
ひ な ん

計画
けいかく

を作成
さくせい

できるよう支援
し え ん

し、

避難
ひ な ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

 

○避難所
ひなんじょ

等
とう

における福祉
ふ く し

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

（地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

    避難
ひ な ん

生活
せいかつ

における福祉
ふ く し

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

し日常
にちじょう

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を支援
し え ん

するため、

福祉
ふ く し

専門
せんもん

職
しょく

で構成
こうせい

する災害
さいがい

派遣
は け ん

福祉
ふ く し

チーム
ち ー む

（ＤＷＡＴ
で ぃ ー わ っ と

）の体制
たいせい

整備
せ い び

を推進
すいしん

し、

避難所
ひなんじょ

等
とう

における福祉
ふ く し

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

に取り組みます
と り く み ま す

。 

    

  ○福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の確保
か く ほ

、充実
じゅうじつ

（地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、危機
き き

対策
たいさく

・防災課
ぼうさいか

） 

    福井県
ふくいけん

災害
さいがい

福祉
ふ く し

支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

協議会
きょうぎかい

において市町
し ま ち

への支援
し え ん

や助言
じょげん

を行い
おこない

、

障
しょう

がいのある人
ひと

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

の確保
か く ほ

や充実
じゅうじつ

を図ります
は か り ま す

。 

 

  ○障
しょう

がいのある人
ひと

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

への参加
さ ん か

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

、危機
き き

対策
たいさく

・防災課
ぼうさいか

） 

総合
そうごう

防災
ぼうさい

訓練
くんれん

等
とう

の実施
じ っ し

時
じ

には 障
しょう

がいのある人
ひと

の参加
さ ん か

について十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

す

るとともに、 障
しょう

がいのある人
ひと

に地域
ち い き

の防災
ぼうさい

訓練
くんれん

等
とう

への参加
さ ん か

を促し
うながし

、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

の対応力
たいおうりょく

強化
きょうか

と防災
ぼうさい

意識
い し き

の高揚
こうよう

を図ります
は か り ま す

。 

   

○大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

時
じ

（広域
こういき

避難
ひ な ん

）の受入
うけいれ

体制
たいせい

の構築
こうちく

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

時
じ

には入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

を迅速
じんそく

に避難
ひ な ん

させる必要
ひつよう

があるため、

関係
かんけい

機関
き か ん

、団体
だんたい

と協 力
きょうりょく

して、災害
さいがい

時
じ

避難
ひ な ん

の受け入れ
う け い れ

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

は、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

には、迅速
じんそく

な情報
じょうほう

入手
にゅうしゅ

と自力
じ り き

での避難
ひ な ん

が困難
こんなん

な方
かた

が多い
お お い

ことから、より大きな
お お き な

危険
き け ん

にさらされ大きな
お お き な

被害
ひ が い

を受ける
う け る

リスク
り す く

があります。 

 また、障
しょう

がいのある人
ひと

は、避難所
ひなんじょ

での生活
せいかつ

において、身体的
しんたいてき

ケア
け あ

やコミュニケー
こ み ゅ に け ー

 

ション
し ょ ん

支援
し え ん

等
など

の特別
とくべつ

な配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とします。 

 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に、障
しょう

がいのある人
ひと

に確実
かくじつ

に情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

し、迅速
じんそく

な避難
ひ な ん

、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・ 

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

など避難所
ひなんじょ

での適切
てきせつ

な生活
せいかつ

支援
し え ん

を行う
おこなう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進める
す す め る

必要
ひつよう

があります。 
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施
せ

 策
さく

（２）災害
さいがい

時
じ

の医療
いりょう

等
など

ケア
け あ

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

  ○心
こころ

のケア
け あ

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    災害
さいがい

時
じ

の精神障
せいしんしょう

がいのある人
ひと

などに対する
た い す る

医療
いりょう

を確保
か く ほ

するため、精神科
せいしんか

医師
い し

、

看護師
か ん ご し

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

等
など

で構成
こうせい

する災害
さいがい

派遣
は け ん

精神
せいしん

医療
いりょう

チーム（ＤＰＡＴ
で ぃ ー ぱ っ と

）の体制
たいせい

整備
せ い び

を推進
すいしん

し、災害
さいがい

時
じ

の精神科
せいしんか

医療
いりょう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の構築
こうちく

に取り組みます
と り く み ま す

。 

    また、県内発災
けんないはっさい

時
じ

に精神科
せいしんか

医療
いりょう

を提供
ていきょう

できる災害
さいがい

拠点
きょてん

精神科
せいしんか

病院
びょういん

を指定
し て い

し、

ＤＰＡＴ
で ぃ ー ぱ っ と

と連携
れんけい

した被災地
ひ さ い ち

活動
かつどう

・被災者
ひさいしゃ

支援
し え ん

ができる体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

  ○関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による医療
いりょう

等
など

ケア
け あ

体制
たいせい

の整備
せ い び

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

    医療
いりょう

関係
かんけい

機関
き か ん

（DMAT、JMAT、JRAT、県内
けんない

病院
びょういん

等
など

）や障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

、

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

し、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

において、重度
じゅうど

心
しん

身障
しんしょう

がい、知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい、発達障
はったつしょう

がいなど様々
さまざま

な障
しょう

がいに対応
たいおう

して医療
いりょう

、リハビリテ

ーション、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などが適切
てきせつ

に提供
ていきょう

できる体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

 施
せ

 策
さく

（３）災害
さいがい

時
じ

の情報
じょうほう

の確保
か く ほ

 

   ○福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

における情報
じょうほう

の確保
か く ほ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

、危機
き き

対策
たいさく

・防災課
ぼうさいか

、地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

     福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

において、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点訳
てんやく

、音訳
おんやく

など、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が

障
しょう

がい特性
とくせい

に応じて
お う じ て

適切
てきせつ

に伝えられる
つ た え ら れ る

よう、関係
かんけい

機関
き か ん

、団体
だんたい

と協働
きょうどう

して支援
し え ん

人材
じんざい

を派遣
は け ん

して、情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

   ○避難
ひ な ん

情報
じょうほう

の伝達
でんたつ

（危機
き き

対策
たいさく

・防災課
ぼうさいか

） 

災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

もしくは災害
さいがい

が発生
はっせい

するおそれがある場合
ば あ い

に 障
しょう

がいのある人
ひと

に

対して
た い し て

適切
てきせつ

に情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

できるよう、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

、消防
しょうぼう

機関
き か ん

、県警
けんけい

等
とう

の

協 力
きょうりょく

を得つつ
え つ つ

、障
しょう

がい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した多様
た よ う

な伝達
でんたつ

手段
しゅだん

や方法
ほうほう

における情報
じょうほう

伝達
でんたつ

の体制
たいせい

や環境
かんきょう

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（３）感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

  ○障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

における感染
かんせん

対策
たいさく

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

等
とう

の 感染症
かんせんしょう

への対応
たいおう

については、感染
かんせん

対策
たいさく

マニュアル
ま に ゅ あ る

や事業
じぎょう

継続
けいぞく

計画
けいかく

等
とう

の活用
かつよう

による、感染
かんせん

防止
ぼ う し

対策
たいさく

等
とう

の徹底
てってい

を促進
そくしん

してい

きます。施設
し せ つ

等
など

における感染
かんせん

対策
たいさく

を強化
きょうか

するため、感染
かんせん

対策
たいさく

担当者
たんとうしゃ

に対し
た い し

実践的
じっせんてき

な研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。   

県
けん

と医療
いりょう

・保健
ほ け ん

分野
ぶ ん や

および施設
し せ つ

等
など

が連携
れんけい

し、初動
しょどう

時
じ

における施設
し せ つ

の感染
かんせん

対策
たいさく

・

施設
し せ つ

運営
うんえい

を支援
し え ん

します。 

 

○その他
そ の た

の感染
かんせん

対策
たいさく

（保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

、 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

重度
じゅうど

の障
しょう

がいのある方
かた

等
など

の特性
とくせい

をふまえ、患者
かんじゃ

の症 状
しょうじょう

に応じた
お う じ た

医療
いりょう

を、患者
かんじゃ

や家族
か ぞ く

が安心
あんしん

できる環境下
かんきょうか

において適切
てきせつ

に提供
ていきょう

するため、入院
にゅういん

および外来
がいらい

等
とう

の

治療
ちりょう

体制
たいせい

を強化
きょうか

していきます。 

 

施
し

 策
さく

（２）障
しょう

がいのある人
ひと

の情報
じょうほう

保障
ほしょう

 

  ○視覚障
しかくしょう

がいや聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい、知的障
ちてきしょう

がいの方
かた

等
など

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

（ 障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

、保健
ほ け ん

予防課
よ ぼ う か

） 

    障
しょう

がいのある方
かた

が、受診
じゅしん

や入院
にゅういん

の際
さい

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を得る
え る

ことができるよう、

障
しょう

がい特性
とくせい

をふまえ、適切
てきせつ

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

をしていきます。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 新型
しんがた

コロナ
こ ろ な

感染症
かんせんしょう

を含む
ふ く む

感染症
かんせんしょう

への対応
たいおう

について、コロナ
こ ろ な

禍
か

での経験
けいけん

も踏まえ
ふ ま え

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

においても引き続き
ひ き つ づ き

十分
じゅうぶん

に感染
かんせん

防止
ぼ う し

対策
たいさく

を行い
おこない

、利用者
りようしゃ

に

対して
た い し て

必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

等
など

が継続的
けいぞくてき

に提供
ていきょう

される必要
ひつよう

があります。 

また、重度
じゅうど

の 障
しょう

がいのある方
かた

で一人
ひ と り

で入院
にゅういん

できない方
かた

への医療
いりょう

をどのように行う
おこなう

か

も課題
か だ い

です。さらに、視覚
し か く

・聴覚
ちょうかく

・知的障
ちてきしょう

がいのある方
かた

等
など

に対する
た い す る

事前
じ ぜ ん

または検査
け ん さ

・入院
にゅういん

時
じ

などの情報
じょうほう

保障
ほしょう

が必要
ひつよう

です。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（４）防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施
し

 策
さく

（１）安全
あんぜん

で安心
あんしん

な施設づくり
し せ つ づ く り

の推進
すいしん

 

  ○安全
あんぜん

管理
か ん り

体制
たいせい

の確保
か く ほ

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

や職員
しょくいん

の安全
あんぜん

を確保
か く ほ

するため、防犯
ぼうはん

カメラ
か め ら

や通報
つうほう

装置
そ う ち

などの防犯
ぼうはん

設備
せ つ び

を整備
せ い び

するとともに、防犯
ぼうはん

マニュアル
ま に ゅ あ る

の作成
さくせい

や防犯
ぼうはん

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

を推進
すいしん

して、

施設
し せ つ

の安全
あんぜん

管理
か ん り

体制
たいせい

の確保
か く ほ

を支援
し え ん

します。 

 

○地域
ち い き

に開かれた
ひ ら か れ た

施設づくり
し せ つ づ く り

の推進
すいしん

（障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

） 

過度
か ど

な防犯
ぼうはん

対策
たいさく

は、地域
ち い き

住民
じゅうみん

とのつながりを希薄
き は く

にし、施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

の心理的
しんりてき

不安
ふ あ ん

や差別
さ べ つ

、偏見
へんけん

を助長
じょちょう

することにつながりかねないため、施設
し せ つ

が開催
かいさい

する祭り
ま つ り

やイベント
い べ ん と

への地元
じ も と

住民
じゅうみん

の参加
さ ん か

や、地元
じ も と

自治会
じ ち か い

の地域
ち い き

行事
ぎょうじ

等
とう

への施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

の

参加
さ ん か

などの地域
ち い き

交流
こうりゅう

を実施
じ っ し

し、地域
ち い き

の一員
いちいん

として開かれた
ひ ら か れ た

施設づくり
し せ つ づ く り

を推進
すいしん

し

ます。 

 

 

現 状
げんじょう

と課題
かだい

 

  平成
へいせい

28
２８

年
ねん

7
７

月
がつ

に神奈川県
かながわけん

相模原市
さがみはらし

の 障
しょう

がい者
しゃ

支援
しえん

施設
しせつ

で発生
はっせい

した入 所 者
にゅうしょしゃ

殺 傷
さっしょう

事件
じけん

は、

障
しょう

がい者
しゃ

施設
しせつ

の利用者
りようしゃ

および関係者
かんけいしゃ

に大きな衝 撃
しょうげき

を与えました
あ た え ま し た

。この事件
じけん

を通じ
つうじ

て障がい

者
しゃ

差別
さべつ

を解 消
かいしょう

していく必要性
ひつようせい

はもとより、 障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の分野
ぶんや

でも防犯上
ぼうはんじょう

の備え
そなえ

を十 分
じゅうぶん

に行う
おこなう

必要
ひつよう

があることが強く
つよく

意識
いしき

されるようになりました。 

障
しょう

がいのある人
ひと

の安全
あんぜん

・安心
あんしん

を確保
かくほ

するため、本県
ほんけん

では、 障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け

隔てられる
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

、地域
ちいき

の中
なか

で共
とも

に生活
せいかつ

していけ

る安全
あんぜん

・安心
あんしん

な社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指して
め ざ し て

います。 

障
しょう

がいのあるなしに関わらず
か か わ ら ず

地域
ちいき

とのつながりを大切
たいせつ

にしつつ、しかし、一方
いっぽう

では 犯罪
はんざい

の発生
はっせい

を抑え
おさえ

、利用者
りようしゃ

や職 員
しょくいん

の安全
あんぜん

を確保
かくほ

するという両 立
りょうりつ

が図られる
は か ら れ る

ような安全
あんぜん

安心
あんしん

な

施設づくり
し せ つ づ く り

を推進
すいしん

する必要
ひつよう

があります。 
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重点
じゅうてん

施策
し さ く

（５） 交通
こうつう

安全
あんぜん

対策
たいさく

の推進
すいしん

・消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の防止
ぼ う し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

施
し

 策
さく

（１）障
しょう

がいのある人
ひと

の交通
こうつう

安全
あんぜん

の確保
か く ほ

 

  ○交通
こうつう

安全
あんぜん

教育
きょういく

の実施
じ っ し

（警察
けいさつ

本部
ほ ん ぶ

） 

    障
しょう

がいのある人
ひと

への交通
こうつう

安全
あんぜん

指導
し ど う

として特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

における交通
こうつう

安全
あんぜん

教
きょう

育
いく

を行う
おこなう

とともに、ドライバー
ど ら い ば ー

への交通
こうつう

安全
あんぜん

講習
こうしゅう

において、 障
しょう

がいのある

人
ひと

への安全
あんぜん

配慮
はいりょ

に関して
か ん し て

、理解
り か い

を深めていきます。 

 

  ○歩
ほ

行
こう

空間
くうかん

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

（警察
けいさつ

本部
ほ ん ぶ

、道路
ど う ろ

保全課
ほ ぜ ん か

） 

「第１１次
だ い １ １ じ

福井県
ふくいけん

交通
こうつう

安全
あんぜん

計画
けいかく

」に基づき
も と づ き

、音響式
おんきょうしき

信号機
しんごうき

、歩車
ほ し ゃ

分離式
ぶんりしき

信号
しんごう

お

よび視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック
ぶ ろ っ く

の設置
せ っ ち

など、歩行
ほ こ う

空間
くうかん

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

します。 

 

施
し

 策
さく

（２）消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の防止
ぼ う し

 

  ○消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

防止
ぼ う し

に関する
か ん す る

情報誌
じょうほうし

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

（県民
けんみん

安全課
あんぜんか

） 

    障
しょう

がい者
しゃ

の家族会
かぞくかい

等
とう

に対し
た い し

、消費者
しょうひしゃ

トラブル
と ら ぶ る

事例
じ れ い

の紹介
しょうかい

や予防
よ ぼ う

策
さく

などを周知
しゅうち

することによって、被害
ひ が い

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

を図
はか

ります。 

 

  ○特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

への出前
で ま え

講座
こ う ざ

の実施
じ っ し

（県民
けんみん

安全課
あんぜんか

） 

障
しょう

がいのある人
ひと

やその家族
か ぞ く

の意識
い し き

啓発
けいはつ

を行う
おこなう

ため、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

において、

消費者
しょうひしゃ

トラブル
と ら ぶ る

防止
ぼ う し

等
とう

の出前
で ま え

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

します。 

 

  ○障
しょう

がい者向け
し ゃ む け

相談対
そうだんたい

応力
おうりょく

の向上
こうじょう

（県民
けんみん

安全課
あんぜんか

） 

    障
しょう

がいのある人
ひと

の消費者
しょうひしゃ

トラブル
と ら ぶ る

の早期
そ う き

解決
かいけつ

・再発
さいはつ

防止
ぼ う し

を図る
は か る

ため、消費
しょうひ

生活
せいかつ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の相談員
そうだんいん

等
など

を対象
たいしょう

とした 障
しょう

がいに対
たい

する知識
ち し き

や理解
り か い

を深める
ふ か め る

研修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

し、障
しょう

がいのある人向け
ひ と む け

の相談対
そうだんたい

応力
おうりょく

を強化
きょうか

します。

現 状
げんじょう

と課題
かだい

 

  障
しょう

がいのある人
ひと

を含む
ふくむ

交通
こうつう

弱 者
じゃくしゃ

の安全
あんぜん

に向けて
む け て

、人
ひと

にやさしい交通
こうつう

環 境
かんきょう

を確
かく

保す
ほ す

るとともに、県民
けんみん

一人
ひとり

ひとりの交通
こうつう

安全
あんぜん

の意識
いしき

の高揚
こうよう

を図る
はかる

など、総合的
そうごうてき

な交通
こうつう

安全
あんぜん

対策
たいさく

が必要
ひつよう

です。 

また、障
しょう

がいのある人
ひと

の消費者
しょうひしゃ

トラブル
と ら ぶ る

は、障
しょう

がい者
しゃ

自身
じしん

がだまされていること に

気づきにくく
き づ き に く く

、被害
ひがい

にあっても相談
そうだん

することが困難
こんなん

といった 状 況
じょうきょう

に陥りやすい
お ち い り や す い

ため、

被害
ひがい

の未然
みぜん

防止
ぼうし

や早期
そうき

解決
かいけつ

のための情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

、周囲
しゅうい

の見守り
み ま も り

などが大切
たいせつ

です。 

  このため、障
しょう

がいのある人
ひと

本人
ほんにん

や家族
かぞく

に対する
た い す る

意識
いしき

啓発
けいはつ

を行い
おこない

、被害
ひがい

の未然
みぜん

防止
ぼうし

・早期
そうき

解決
かいけつ

を図る
はかる

必要
ひつよう

があります。 
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 障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

するため、県
けん

の推進
すいしん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の強化
きょうか

を

図る
は か る

とともに、県民
けんみん

の理解
り か い

と 協 力
きょうりょく

を得て
え て

障
しょう

がいのある人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して

暮らして
く ら し て

いくための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ効果的
こうかてき

に推進
すいしん

します。 

 

 １ 共生
きょうせい

社会づくり
し ゃ か い づ く り

を推進
すいしん

するための県民
けんみん

への普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

   障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

や差別
さ べ つ

解消
かいしょう

を進める
す す め る

条例
じょうれい

の理念
り ね ん

を周知
しゅうち

するため、

出前
で ま え

講座
こ う ざ

等
など

を実施
じ っ し

し、県民
けんみん

全員
ぜんいん

参加型
さんかがた

の共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を推進
すいしん

します。 

 

２ 県
けん

における進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

と事業
じぎょう

の実効性
じっこうせい

の検証
けんしょう

 

   毎年
まいとし

、計画
けいかく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

や障
しょう

がい施策
し さ く

の現状
げんじょう

、目標
もくひょう

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

等
とう

を「福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」に報告
ほうこく

を行う
お こ な

とともに、施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

な

推進
すいしん

について審議
し ん ぎ

を行います
お こ な い ま す

。 

 

３ 県
けん

における部局
ぶきょく

横断的
おうだんてき

な推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

   障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

を効果的
こうかてき

に推し進める
お し す す め る

ために、各部局間
かくぶきょくかん

の連携
れんけい

を強化
きょうか

し、全庁
ぜんちょう

を

挙げて
あ げ て

施策
し さ く

を推進
すいしん

します。 

 

４ 県
けん

と市町
し ま ち

との連携
れんけい

の強化
きょうか

 

   障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も幸せ
しあわせ

に暮らせる
く ら せ る

福井県
ふくいけん

共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

の目的
もくてき

や理念
り ね ん

を、市町
し ま ち

とともに広く
ひ ろ く

県民
けんみん

に周知
しゅうち

するとともに、市町
し ま ち

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

に向けた
む け た

障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の効果的
こうかてき

な推進
すいしん

を図ります
は か り ま す

。また、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

や市町
し ま ち

が行う
おこなう

事業
じぎょう

等
など

については、「福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」にお

いて情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や協議
きょうぎ

を行います
お こ な い ま す

。 

 

５ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

に対する
た い す る

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

 

   障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する事業所
じぎょうしょ

に対して
た い し て

は、サービス
さ ー び す

の適正化
てきせいか

や質
しつ

の

向上
こうじょう

について、助言
じょげん

や指導
し ど う

を充実
じゅうじつ

させます。 

   さらに、事業所
じぎょうしょ

において、実施
じ っ し

するサービス
さ ー び す

内容
ないよう

について、自ら
みずから

が積極的
せっきょくてき

に公表
こうひょう

することを促します
う な が し ま す

。 

 

６ 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

、協 力
きょうりょく

 

   障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

を目指す
め ざ す

関係
かんけい

機関
き か ん

や団体
だんたい

と 協 力
きょうりょく

、連携
れんけい

し、 障
しょう

がいのあ

る人
ひと

の意見
い け ん

を施策
し さ く

に反映
はんえい

していくための取組み
と り く み

を推進
すいしん

します。 
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７ 障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

の設定
せってい

 

   障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

において、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の実施
じ っ し

主体
しゅたい

が市町村
しちょうそん

に一元化
いちげんか

さ

れていますが、市町
し ま ち

を越えて
こ え て

対応
たいおう

する必要
ひつよう

のある専門的
せんもんてき

な課題などもあることから、

本県
ほんけん

では、各市町
かくしまち

の人口
じんこう

規模
き ぼ

や地域
ち い き

特性
とくせい

などを踏まえて
ふ ま え て

、４つの 障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

を設定
せってい

しています。圏域
けんいき

ごとに協 力
きょうりょく

し、一体
いったい

となって施策
し さ く

を実施
じ っ し

してい

く必要
ひつよう

があります。 

 

 

〔福井県
ふくいけん

障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高浜町 

おおい町 

小浜市 

若狭町 

美浜町 

敦賀市 

南越前町 

越前町 鯖江市 

越前市 

池田町 

大野市 

勝山市 永平寺町 

福井市 

坂井市 

あわら市 

嶺
れ い

 南
な ん

 圏
け ん

 域
い き

 

市
し

 町
まち

 数
すう

 ６ 

人
じん

   口
こう

  131,380人
にん

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

   7,135人
にん

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

   1,309人
にん

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

  1,148人
にん

 

奥
おく

 越
えつ

 圏
けん

 域
いき

 

市
し

 町
まち

 数
すう

 ２ 

人
じん

   口
こう

  51,411人
にん

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

  3,256人
にん

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

    625人
にん

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

   752人
にん

 

福井県
ふくいけん

全体
ぜんたい

 

 

市
し

 町
まち

 数
すう

 １７ 

人
じん

   口
こう

  752,976人
にん

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

  35,601人
にん

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

   7,074人
にん

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

  7,774人
にん

 福井
ふ く い

・坂井圏域
さかいけんいき

 

市
し

 町
まち

 数
すう

 ４ 

人
じん

   口
こう

  391,290人
にん

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

  16,650人
にん

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

   3,468人
にん

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

  4,168人
にん

 

丹
たん

 南
なん

 圏
けん

 域
いき

 

市
し

 町
まち

 数
すう

  ５ 

人
じん

   口
こう

  178,895人
にん

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

  8,560人
にん

 

知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

   1,672人
にん

 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

  1,706人
にん
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ふくい共生

きょうせい

社会
しゃかい

実現
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第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

～の主
おも

な歩み
あ ゆ み
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 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

の主
おも

な歩み
あ ゆ み

                   

年
ねん

 概
がい

     要
よう

 

昭和
しょうわ

56
５６

年
ねん

（1981年
ねん

） 

「国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

」 

 毎年
まいとし

、12
１２

月
がつ

9
９

日
にち

を「障害者
しょうがいしゃ

の日
ひ

」と宣言
せんげん

 

昭和
しょうわ

57
５７

年
ねん

（1982年
ねん

） 

 国
くに

において「障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

に関する
か ん す る

長期
ちょうき

計画
けいかく

」決定
けってい

 

 障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

を設置
せ っ ち

 

昭和
しょうわ

58
５８

年
ねん

（1983年
ねん

） 

「国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

」開始
か い し

年
ねん

（～最終
さいしゅう

年
ねん

1992
１９９２

年
ねん

） 

「福井県
ふくいけん

の障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

の方向
ほうこう

－障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

長期
ちょうき

計画
けいかく

－」策定
さくてい

 

（計画
けいかく

期間
き か ん

：昭和
しょうわ

58
５８

年度
ね ん ど

から概ね
おおむね

10
１０

年間
ねんかん

） 

平成
へいせい

5
５

年
ねん

（1993年
ねん

） 

「障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

に関する
か ん す る

新長期
しんちょうき

計画
けいかく

－全員
ぜんいん

参加
さ ん か

の社会づくり
し ゃ か い づ く り

をめざして－」策定
さくてい

 

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」の公布
こ う ふ

 

平成
へいせい

6
６

年
ねん

（1994年
ねん

） 

「福井県
ふくいけん

第二次
だ い に じ

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

長期
ちょうき

計画
けいかく

－ともに生きる
い き る

福祉
ふ く し

社会
しゃかい

をめざして－」 

策定
さくてい

（計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

6
６

年度
ね ん ど

から概ね
おおむね

10
１０

年間
ねんかん

） 

平成
へいせい

７年
７ ね ん

 

（1995年
ねん

） 
「障害者

しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

（ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

７ケ
か

年
ねん

戦略
せんりゃく

）」策定
さくてい

 

平成
へいせい

8
８

年
ねん

（1996年
ねん

） 
「福井県

ふくいけん

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

」制定
せいてい

 

平成
へいせい

９年
９ ね ん

 

（1997年
ねん

） 
 障害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

に「福祉
ふ く し

のまちづくりチーム
ち ー む

」新設
しんせつ

 

平成
へいせい

12
１２

年
ねん

（2000年
ねん

） 

「福井県
ふくいけん

第三次
だいさんじ

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

長期
ちょうき

計画
けいかく

－活き活き
い き い き

とした「福祉
ふ く し

福井
ふ く い

」の創造
そうぞう

－」 

 策定
さくてい

（計画
けいかく

期間
き か ん

：平成
へいせい

12
１２

年度
ね ん ど

から概ね
おおむね

10
１０

年間
ねんかん

） 

平成
へいせい

14
１４

年
ねん

（2002年
ねん

） 
「障害者

しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」および「重点
じゅうてん

施策
し さ く

実施
じ っ し

５か年
５ か ね ん

計画
けいかく

」策定
さくてい

 

平成
へいせい

15
１５

年
ねん

（2003年
ねん

） 

「福井県
ふくいけん

第三次
だいさんじ

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

長期
ちょうき

計画
けいかく

」の新しい
あたらしい

数値
す う ち

目標
もくひょう

策定
さくてい

 

（計
け い

画
か く

期
き

間
か ん

：平
へ い

成
せ い

1
1

5
5

年
ね ん

度
ど

～平
へ い

成
せ い

1
1

9
9

年
ね ん

度
ど

） 

平成
へいせい

16
１６

年
ねん

（2004年
ねん

） 

「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
しょう

害
が い

者
し ゃ

週
しゅう

間
か ん

（1
１

2
２

月
が つ

3
３

日
に ち

～9
９

日
に ち

）制
せ い

定
て い

 

平成
へいせい

18
１８

年
ねん

（2006年
ねん

） 
「障害者

しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」施行
せ こ う

(4
４

月
がつ

1
１

日
にち

)  

平成
へいせい

19
１９

年
ねん

（2007年
ねん

） 

「福井県
ふくいけん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」策定
さくてい

 

（計
け い

画
か く

期
き

間
か ん

：平
へ い

成
せ い

19年
ね ん

度
ど

～平
へ い

成
せ い

23年
ね ん

度
ど

） 

 

平成
へいせい

21
２１

年
ねん

（2009年
ねん

） 

 

内閣
ないかく

に「障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

」の設置
せ っ ち

（12
１２

月
がつ

） 
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年
ねん

 概
がい

     要
よう

 

平成
へいせい

22
２２

年
ねん

（2010年
ねん

） 
「障

しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

」の開催
かいさい

（平成22
２２

年
ねん

1
１

月
がつ

～24
２４

年
ねん

7
７

月
がつ

） 

平成
へいせい

23
２３

年
ねん

（2011年
ねん

） 
「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

（8月
がつ

5
５

日
か

） 

平成
へいせい

24
２４

年
ねん

（2012年
ねん

） 

「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」を「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

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）」に改正
かいせい

（平成25
２５

年
ねん

4
４

月
がつ

1
１

日
にち

施行
せ こ う

） 

「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対する
た い す る

支援
し え ん

等
など

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

）」の施行
せ こ う

（10月
がつ

1日
にち

） 

平成
へいせい

25
２５

年
ねん

（2013年
ねん

） 

 

「福井県
ふくいけん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」（第５次
だ い ５ じ

）策定
さくてい

 

（計
け い

画
か く

期
き

間
か ん

：平
へ い

成
せ い

25年
ね ん

度
ど

～平
へ い

成
せ い

29年
ね ん

度
ど

） 

「国
くに

等
とう

における障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
など

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

等
とう

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

）」の施行
せ こ う

（4月
がつ

1日
にち

） 

「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

（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

）」

の制定
せいてい

（6
６

月
がつ

26
２６

日
にち

） 

平成
へいせい

28
２８

年
ねん

 

（2016年
ねん

） 

「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

（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

（4月
がつ

1日） 

平成
へいせい

30
３０

年
ねん

 

（2018年
ねん

） 

「障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も幸せ
しあわせ

に暮らせる
く ら せ る

福井県
ふくいけん

共生
きょうせい

社会
しゃかい

条例
じょうれい

」制定
せいてい

 

（3
３

月
がつ

19
１９

日
にち

） 

「福井県
ふくいけん

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

」制定
せいてい

（3月
がつ

19
１９

日
にち

） 

「福井県
ふくいけん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」（第６次
だ い ６ じ

）策定
さくてい

 

（計
け い

画
か く

期
き

間
か ん

：平
へ い

成
せ い

3
３

0
０

年
ね ん

度
ど

～平
へ い

成
せ い

3
３

4
４

年
ね ん

度
ど

） 

令和
れ い わ

元年
がんねん

 

（2019年
ねん

） 

「視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

 （読書
どくしょ

バリアフリー

法
ほう

）」の公布
こ う ふ

・施行
せ こ う

（6月
がつ

28
２８

日
にち

） 

令和
れ い わ

３年
３ ね ん

 

（2021年
ねん

） 

「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

（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

）」

の改正
かいせい

（6
６

月
がつ

4
４

日
か

） 

「 医療的
いりょうてき

ケア児
け あ 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

（ 医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

支援法
しえんほう

）」の公布
こ う ふ

（6
６

月
がつ

18
１８

日
にち

）・施行
せ こ う

（9
９

月
がつ

18
１８

日
にち

） 

令和
れ い わ

４年
４ ね ん

 

（2022年
ねん

） 

「障害者
しょうがいしゃ

による 情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及び
お よ び

利用
り よ う

並び
な ら び

に意思
い し

疎通
そ つ う

に係る
か か る

施策
し さ く

の推進
すいしん

に

関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
し さ く

推進法
すいしんほう

）」

の公布
こ う ふ

・施行
せ こ う

（5
５

月
がつ

25
２５

日
にち

） 

令和５年 

（2023年） 

「ふくい共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

プラン～
ぷ ら ん ～

第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

～」策定
さくてい

 

（計
け い

画
か く

期
き

間
か ん

：令和
れ い わ

５年度
５ ね ん ど

～令和
れ い わ

９年度
９ ね ん ど

） 

（注
ちゅう

）表 中
ひょうちゅう

 太字
ふ と じ

は、本県
ほんけん

の取組み
と り く み

 



資料編 

88 

 

第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

 

   ◎＝委員長
いいんちょう

  

氏
し

  名
めい

 役
やく

  職
しょく

  等
など

 

竹下
たけした

 輝
てる

政
まさ

 福井県
ふ く い け ん

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

連合会
れんごうかい

 理事
り じ

 

上野
う え の

 孝子
た か こ

 福井県手
ふ く い け ん て

をつなぐ育成会
いくせいかい

 理事
り じ

 

出店
で み せ

 三
み

恵子
え こ

 福井県
ふ く い け ん

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

家族会
か ぞ く か い

連合会
れんごうかい

 理事
り じ

 

古市
ふるいち

 峰子
み ね こ

 福井県
ふ く い け ん

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

(児
じ

）援護
え ん ご

施設
し せ つ

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 監事
か ん じ

 

髙
だかい

村
むら

 昌
まさ

裕
ひろ

 福井県
ふ く い け ん

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 会長
かいちょう

 

岡本
おかもと

 直美
な お み

 福井県
ふ く い け ん

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 役員
やくいん

 

小林
こばやし

 康
やす

孝
たか

  福井
ふ く い

医療
い り ょ う

大学
だいがく

 副学長
ふくがくちょう

 

堀江
ほ り え

 端
たん

 福井県
ふ く い け ん

精神科
せい し んか

病院
びょういん

協会
きょうかい

・診療
しんりょう

所
じ ょ

協会
きょうかい

 会長
かいちょう

 

梅田
う め だ

 晃代
て る よ

 福井県
ふ く い け ん

商工
しょうこう

会議
か い ぎ

所
し ょ

連合会
れんごうかい

女性会
じょせいかい

 会長
かいちょう

 

◎相馬
そ う ま

 大祐
だいすけ

 福井県
ふ く い け ん

立
りつ

大学
だいがく

看護
か ん ご

福祉
ふ く し

学部
が く ぶ

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

学科
が っ か

 准
じゅん

教授
きょうじゅ

 

岡田
お か だ

 隆志
た か し

 福井県
ふ く い け ん

立
りつ

大学
だいがく

看護
か ん ご

福祉
ふ く し

学部
が く ぶ

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

学科
が っ か

 准
じゅん

教授
きょうじゅ

 

吉川
よしかわ

 順子
じゅんこ

 福井県
ふ く い け ん

特別
とくべつ

支援
し え ん

学
がっ

校長会
こうちょうかい

 会長
かいちょう

 

 

第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

策定
さくてい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

状 況
じょうきょう

 

 開催
かいさい

日時
に ち じ

・場所
ば し ょ

 検討
けんとう

内容
ないよう

等
など

 

第 1回
だい１かい

 

令和
れ い わ

4
４

年
ねん

6
６

月
がつ

10
１０

日
か

（金
きん

） 

14：30～16：30              

アオッサ 

・障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

にかかる国
くに

の状 況
じょうきょう

 

・本県
ほんけん

の現状
げんじょう

と前計画
ぜんけいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

 

・新計画
しんけいかく

に向けた
む け た

課題
か だ い

および方向性
ほうこうせい

 

第 2回
だい２かい

 

令和
れ い わ

4
４

年
ねん

8
８

月
がつ

29
２９

日
にち

（月
げつ

） 

18：00～20：00                         

福井県
ふくいけん

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

センター 

・ふくい共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

プラン
ぷ ら ん

～第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

～（仮称
かしょう

）の

骨子
こ っ し

素案
そ あ ん

 

第 3回
だい３かい

 

令和
れ い わ

4
４

年
ねん

11
１１

月
がつ

7
７

日
か

（月
げつ

） 

18：00～20：00                         

福井県
ふくいけん

国際
こくさい

交流
こうりゅう

会館
かいかん

 

・ふくい共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

プラン
ぷ ら ん

～第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

～の概要
がいよう

 

第 4回
だい４かい

 

令和
れ い わ

5
５

年
ねん

1
１

月
がつ

30
３０

日
にち

（月
げつ

） 

18：00～20：00                         

オンライン会議
か い ぎ

 

・ふくい共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

プラン
ぷ ら ん

～第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

～（案
あん

） 
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「ふくい共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

プラン～
ぷ ら ん ～

第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

～」の策定
さくてい

に

当たり
あ た り

、県民
けんみん

の皆
みな

さまからのご意見
ご い け ん

を反映
はんえい

し、福井県
ふくいけん

にふさわしい、県民
けんみん

すべてが

理念
り ね ん

を共有
きょうゆう

できるような、県民
けんみん

総意
そ う い

の計画
けいかく

となるよう、広く
ひ ろ く

ご意見
ご い け ん

をいただく場
ば

と

して、県内
けんない

各地
か く ち

でタウンミーティング
た う ん み ー て ぃ ん ぐ

等
など

を開催
かいさい

しました。 

 

１ 開催
かいさい

状 況
じょうきょう

 

 （１）障
しょう

がいのある人
ひと

および家族
か ぞ く

、その他
そ の ほ か

障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関わる
か か わ る

人
ひと

達
たち

との意見
い け ん

交換会
こうかんかい

 

開催
かいさい

日
び

 場
ば

   所
し ょ

 参加者
さんかしゃ

 

令和
れ い わ

４年
４ ね ん

８月
８ が つ

２７日
２ ７ に ち

（土
ど

） アイアイ鯖江
さ ば え

     ３９名
めい

 

令和
れ い わ

４年
４ ね ん

８月
８ が つ

２８日
２ ８ に ち

（日
にち

） パレア若狭
わ か さ

     ３７名
めい

 

令和
れ い わ

４年
４ ね ん

９月
９ が つ

３日
３ に ち

（土
ど

） 
多田
た だ

記念
き ね ん

大野
お お の

有終
ゆうしゅう

会館
かいかん

（結
ゆい

とぴ

あ）  
   ３６名

めい

 

令和
れ い わ

４年
４ ね ん

９月
９ が つ

３日
３ に ち

（土
ど

） 福井県
ふくいけん

生活
せいかつ

学習館
がくしゅうかん

     ６９名
めい

 

                            参
さん

加
か

者
しゃ

総
そう

数
すう

 １８１名
めい

 

 

 （２）各障
かくしょう

がい福祉課
ふ く し か

所管
しょかん

団体
だんたい

との意見
い け ん

交換会
こうかんかい

 

開催
かいさい

日
び

 場
ば

   所
し ょ

 参加
さ ん か

団体
だんたい

 

令和
れ い わ

４年
４ ね ん

７月
７ が つ

２２日
２ ２ に ち

（金
きん

） オンライン開催
かいさい

    １６団体
だんたい
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ふくい共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

プラン
ぷ ら ん

 

第７次
だ い ７ じ

福井県
ふくいけん

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 
発行 2023（令和 5）年 3 月 

編集
へんしゅう

 福井県
ふ く いけ ん

健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

部
ぶ

障
しょう

がい福祉課
ふ く し か

 
TEL:(0776)20-0338 

FAX:(0776)20-0639 

E-mail:syogai@pref.fukui.lg.jp 

「風
ふう

神
じん

雷神
らいじん

」 陽光会
ようこうかい

あいの里
さと

 斉藤
さいとう

 達也
た つ や

 氏
し

   

（第８回
だい８かい

アール
あ ー る

・ブリュット展
ぶ り ゅ っ と て ん

ふくい絵画
か い が

の部
ぶ

大賞
たいしょう

） 


