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第１編 計画策定の基本的な考え方 

 

第１章 計画策定の趣旨 

１ 計画の趣旨 

 ○現行の障害者計画（H26～H30）においては、基本理念である「障害の有無によって分け隔てられ

ることなく、相互に人格と個性を尊重し支え合い、地域の中で共に生きる『共生社会』の実現」

を目指し、各種施策に取り組んできたところである。 

 

 ○県内の障害者数は横ばい（微減）の状況にあるものの、高齢化や障害の重度化、発達障害や難病

が障害福祉施策の対象に加えられるなど、障害が多様化している。 

 

 ○また、国においては、障害者権利条約の締結・批准や、「障害者差別解消法」の施行、富山県に

おいても「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が施行

されたところである。 

 

 ○こうしたことから、現行計画における成果と課題、障害者の状況、国の障害者施策に加え、平成

３０年３月に策定された新総合計画「元気とやま創造計画」、同年４月に改定された「富山県民

福祉基本計画（第２次改定版）」なども踏まえ、本県における障害者施策の一層の推進を図るた

め、平成３１年度からの新しい計画を策定する。 

 

 

２ 計画の性格・位置付け 
（１） 障害者基本法に基づく富山県の障害者計画として、本県の障害者施策の基本的方向や達成

すべきサービスの目標等を示した総合的な計画です。 

 

（２） 市町村が障害者施策を推進するうえで、その基本的方向を示した計画です。 

 

（３） 障害のある人を含む県民、事業者、福祉団体等の協働指針となる計画です。 

 

（４） 「富山県総合計画（元気とやま創造計画）」（平成３０年３月策定）、富山県民福祉条例に

基づいて制定された「富山県民福祉基本計画（第２次改定版）」（平成３０年４月改定）の

個別計画となるものです。 

 

 

３ 計画の期間 

この計画の期間は、2019 年度から 2023 年度までの５年間とし、数値目標については、2023 年

度の目標値を設定します。 

なお、制度改正等社会状況の変化がある場合は、必要に応じて計画の内容の見直しを行います。 
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第２章 計画策定の背景 

１ 障害者の現状 

（１）身体障害者 

身体障害者手帳を所持している人は、平成３０年３月３１日現在、４７，８７１人となってい

ます。 

平成８年度から増加の一途を辿り、平成２５年度にピークを迎えましたが、平成２６年度から

は減少に転じています。 

障害の程度別では、重度、中度、軽度の人の占める割合が、平成８年度にはそれぞれ４０．０％、

３７．５％、２２．５％であったのに対し、平成２９年度には３９．９％、４８．３％、１１．

８％となっており、軽度の割合が減少し、中度の割合が増加しています。 

また、年齢階層別では、６５歳以上の人の占める割合が、平成８年度には５８．３％であった

のに対し、平成２９年度には７８．０％に増加しており、高齢化が進んでいます。 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者数の推移

区分 平成8年度 10年度 12年度 14年度 16年度 18年度 20年度 22年度 24年度 26年度 27年度 28年度 29年度

重度（１・２級） 15,734 16,978 17,736 18,376 19,318 20,041 20,419 20,704 20,691 20,458 19,773 19,533 19,117
中度（３・４級） 14,719 15,848 16,839 18,393 20,102 21,060 22,326 23,210 23,861 24,234 23,732 23,426 23,123
軽度（５・６級） 8,823 8,422 7,927 7,665 7,581 7,289 6,976 6,611 6,303 6,093 5,840 5,740 5,681

18歳未満 750 784 800 781 800 764 752 745 716 695 664 647 638
18歳以上65歳未満 15,618 14,985 14,318 14,163 14,170 13,812 13,451 13,365 12,377 11,175 10,784 10,368 9,916
65歳以上 22,908 25,479 27,384 29,490 32,031 33,814 35,518 36,415 37,762 38,915 37,897 37,684 37,317

計 39,276 41,248 42,502 44,434 47,001 48,390 49,721 50,525 50,855 50,785 49,345 48,699 47,871

程
度
別

年
齢
別

（単位：人）

区　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計

視覚障害 890 706 172 214 382 245 2,609
聴覚障害 250 917 540 853 8 1,844 4,412
平衡機能障害 1 7 33 0 22 0 63

音声・言語・そしゃく機能障害 13 15 224 223 0 0 475
肢体不自由 4,107 4,776 5,112 6,997 2,026 1,104 24,122
内部障害 7,138 297 5,155 3,600 0 0 16,190

計 12,399 6,718 11,236 11,887 2,438 3,193 47,871
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（２）知的障害者 

療育手帳を所持している人は、平成３０年３月３１日現在、７，９４６人となっており、平成

８年度からの２１年間で、３，３５９人（７３．２％）増加しています。 

障害の程度別では、重度、中軽度の人の占める割合が、平成８年度にはそれぞれ４４．０％、

５６．０％であったのに対し、平成２９年度には３７．３％、６２．７％となっており、近年で

は中軽度の割合が大きくなっています。 

また、年齢階層別では、６５歳以上の人の占める割合は９．９％となっており、平成１０年度

の６．９％からは増加しているものの、身体障害者と比較すると、その割合は大きくありません。 

 

 

 

 
 

 

（３）精神障害者 

精神障害者については、医療機関の利用状況からみると、平成２９年６月３０日現在、入院患

者数が２，９０７人、医療費を公費で負担している通院患者数が１１，０３３人となっています。 

入院患者数は、平成８年度の３，４３４人から平成２９年度の２，９０７人と減少しているの

に対し、公費負担通院患者数は平成８年度の４，３１２人から平成２９年度の１１，０３３人と

大きく増加しています。 

 

 

 

 

療育手帳所持者数の推移 （単位：人）

区　　分 平成8年度 10年度 12年度 14年度 16年度 18年度 20年度 22年度 24年度 26年度 27年度 28年度 29年度

Ａ（重度） 2,017 2,054 2,115 2,306 2,423 2,550 2,625 2,680 2,749 2,847 2,841 2,892 2,960

Ｂ（中軽度） 2,570 2,745 2,919 3,195 3,392 3,704 4,033 4,207 4,503 4,774 4,751 4,873 4,986

18歳未満 883 999 1,024 1,095 1,258 1,359 1,405 1,478 1,569 1,581 1,577 1,594
18歳以上65歳未満 3,584 3,639 4,033 4,244 4,476 4,720 4,912 5,111 5,292 5,268 5,424 5,566

65歳以上 332 396 444 476 520 579 570 663 760 743 764 786

4,587 4,799 5,034 5,501 5,815 6,254 6,658 6,887 7,252 7,621 7,592 7,765 7,946

（各年度3月31日現在）

計

程度別

年齢別
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（４）発達障害 

発達障害児（者）数については、知的障害や精神障害の手帳を所持している人もいますが、発

達障害であることに着目して手帳の対象となっているわけではないため、その正確な人数は把握

できていません。 

文部科学省が平成２４年度に報告した調査結果（「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のあ

る特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」）によると、全国の公立小中学校の

通常学級に在籍する児童生徒のうち、学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒

は、約６．５％程度であるとされています。 

本県において、平成２８年度に市町村が実施した健診を受診したうち、精神面において言語や

行動等の点で発達の経過を見る必要があるなどとされた幼児は、１歳６か月児健診では総受診者

数の約１８．６％、３歳児健診では同じく約１５．８％となっています。 

また、発達障害者等に対し相談等の支援を行う発達障害者支援センターを設置しており、平成

２９年度の実支援人数は５８２人、延相談件数は２，６８０件となっています。 

 

 

精神科病院入院患者数・公費負担通院患者数の推移 （単位：人）

区分 平成8年度 10年度12年度14年度16年度18年度20年度22年度24年度 26年度 27年度28年度29年度

精神科病院入院患者数 3,434 3,395 3,424 3,473 3,468 3,273 3,269 3,210 3,123 2,931 2,946 2,901 2,907

公費負担通院患者数 4,312 5,168 5,882 6,781 7,826 7,698 8,212 8,844 9,639 10,091 10,396 10,708 11,033

（各年度6月30日現在）

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 （単位：人）

区分 平成8年度 10年度12年度14年度16年度18年度20年度22年度24年度 26年度 27年度28年度29年度

１　級 213 281 294 335 400 397 366 394 434 457 469 473 483

２　級 307 463 736 999 1,302 1,645 2,163 2,717 3,215 3,635 3,889 3,995 4,172

３　級 125 186 225 317 451 519 573 672 879 1,200 1,307 1,440 1,631

計 645 930 1,255 1,651 2,153 2,561 3,102 3,783 4,528 5,292 5,665 5,908 6,286

（各年度3月31日現在）
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１歳６か月児及び３歳児健診における精神面要観察児等の推移（「母子保健の現況」（富山県）） 

      〈１歳６か月児〉                  〈３歳児〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「要経過観察」等の結果の内訳は、気になる項目（生活習慣、運動、行動、言語、社会性等）であり、 

また、発達には個人差があることから、「要経過観察」の幼児が直ちに発達障害児とされるものではない。 

 

 

富山県発達障害者支援センターにおける相談件数の推移（各年度３月３１日現在） 

 

 
 
※H25 年度より厚生労働省への実施状況報告の内容等が変更されたことから、「①相談支援・発達支援」「②相談支

援・就労支援」（就労支援に重点を置いた支援が行われたケース）の２区分により集計している。 

※H25 年度以降、同センターは「直接支援」（本人や家族への直接支援）ではなく「間接支援」（地域の支援機関等

への支援）をより重視する方針に転換しており、結果として、実支援人数、延相談件数のいずれも減少に転じて

いる。 

 

  

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

就労支援 53 857 55 1,024 62 909 45 425 47 419 48 1,016

発達支援 292 232 296 170 259 247 165 255 166 191 200 224

計 1,047 4,305 1,079 4,936 1,486 6,677 1,259 6,180 1,272 6,067 1,494 7,100

5,8605,521 1,049 5,500 1,059 5,457 1,246相談支援 702 3,216 728 3,742 1,165

平成24年度

事業内容

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

実支援
人数

延相談
件数

計 1,154 6,109 1,023 6,050 864 4,859 633 3,027 582 2,680

4,695 578 2,799 528 2,503

事業内容

相談支援・
発達支援

相談支援・
就労支援

1,114 5,885 951 5,744 815

55 228 54 17740 224 72 306 49 164

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
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（５）高次脳機能障害 

高次脳機能障害は、交通事故や病気等で脳に障害を受けたことが原因で、注意力や記憶が低下

したり、感情のコントロールが難しくなるなどの症状が現れる障害ですが、症状の内容や程度も

多様であることから、正確な障害者数の把握はできていません。 

本県では、障害当事者やその家族に対する専門的な支援等を目的として、富山県高次脳機能障

害支援センターを設置しています。平成２９年度の実相談件数は８６件であり、延相談件数は８

２６件となっています。 

 

 

 

 

 

 

（６）難病 

平成２７年１月１日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。 

この法律において、「難病」とは、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立してい

ない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとな

るもの」と定義されています。このうち、患者数が一定数を超えず、かつ、客観的な診断基準が

確立しているものは指定難病として定められており、その患者に対し、特定医療費の公費助成を

行っています。平成２９年度の特定医療費（指定難病）受給者証の交付件数は、７，８１５件と

なっています。 

 

 

 

 

 

  

富山県高次脳機能障害支援センターにおける相談件数の推移

平成18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 26年度 27年度 28年度 29年度

実相談件数 27 58 50 39 73 79 91 94 81 86 86

延相談件数 78 252 233 171 659 854 763 631 835 1015 826

※なお、平成18年度は平成19年1月から3月までの3ヶ月間の実績 （各年度３月３１日現在）
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２ 障害のある人を取り巻く現状と課題 

  社会情勢の変化や障害者権利条約の批准、障害者施策に関する制度改正などにより、障害のある

人を取り巻く環境も大きく変化しています。こうした中、障害者施策を進める上で主な課題として、

次の６項目が挙げられます。 

 

⑴ 障害及び障害のある人に対する理解の一層の促進 

   障害及び障害のある人に対する県民の理解は、徐々に広がっていますが、日常生活又は社会生

活において依然として障害のある人に対する差別があると感じている人が多い状況にあります。

また、「障害者基本法」や「障害者差別解消法」、「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にい

きいきと輝く富山県づくり条例」に基づき、全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられる

ことなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現や差別の解消等に適切に取

り組んでいく必要があります。 

   こうしたことを踏まえ、県民に障害及び障害のある人に対する正しい理解が広く浸透するよう、

取組を引き続き強化していく必要があります。 

 

⑵ 多様な障害に対する適切な対応 

   発達障害、高次脳機能障害、難病などは、その特性等が多様であり、県民の理解も進んでいま

せん。また、障害を「社会モデル」の点から捉えることから、障害に関する正しい知識を普及す

るとともに、障害の特性を踏まえた専門的な相談・支援体制の充実を図っていく必要があります。 

 

⑶ 障害のある人の高齢化や障害の重度化・重複化への適切な対応 

   障害のある人が増加する一方で、人口の高齢化に合わせ障害のある人の高齢化も進んでいます。

また、障害の重度化及び重複化、医療的ケアの必要性も増加しています。さらに、障害のある人

を介護している家族の高齢化や「親亡き後」の問題も指摘されています。こうした多様化する障

害のある人のニーズに適切に対応していく必要があります。 

 

⑷ 障害のある人の地域生活を支援するサービス等の一層の充実 

   住み慣れた地域で自立して生活し、又は地域生活に移行して、社会経済活動や文化、スポーツ

活動などに主体的に参加したいという障害のある人の意識は、高まってきています。障害のある

人が地域で安心して生活できるよう、身近な地域での相談支援体制、コミュニケーション支援、

住まいの場、ホームヘルプサービス、日中活動サービス等のサービス提供基盤の充実や安全なま

ちづくりの整備が求められています。 

   また、障害のある人の地域生活を支援するボランティアの養成やボランティア活動の支援体制

の強化を図っていく必要があります。 

   さらには、障害のある子ども及びその家族のライフステージに沿って、保健、医療、福祉、保

育、教育、就労支援などの関係者が連携し、きめ細かな支援を行うことが求められています。 

 

⑸ 障害のある人の雇用・就労支援や工賃向上支援の充実強化 

   障害のある人の就労意欲が高まっている中で、障害のある人の就労を通じた社会参加を実現し、

障害のある人が地域社会で、自立していきいきと暮らせるよう、障害者雇用対策に取り組んでい

く必要があります。 

   また、障害のある人の就労支援の充実と活性化を図るため、雇用、福祉、教育及び医療の一層
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の連携強化を図ることが求められています。 

   さらには、障害者就労支援事業所における工賃向上に向けた実効性のある支援を行っていく必

要があります。 

 

⑹ 障害のある人の防災支援体制の整備及び防犯対策の推進 

   障害のある人など避難行動要支援者は、大規模災害が発生すると被害を受けやすいことや、避

難所及び福祉避難所における支援が必要なことから、大規模災害に備えて障害のある人の防災体

制を整備しておくことが重要です。 

   また、障害のある人は、防犯に関する通常のニーズを満たすのに特別の困難を有しており、ま

た、犯罪や事故に遭う危険性が高く、不安感も強いことから、障害のある人の気持ちに配慮した

施策の推進が必要です。 
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第３章 基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

高齢者や障害のある人、こども等を含めた県民誰もが、社会においてそれぞれ

の役割を担うとともに、育児や介護、障害、貧困などの様々な生活課題に対し、

地域の資源を活かしながら、住民相互が包括的に支え合うことにより、年齢や障

害の有無等にかかわらず、住み慣れた地域で安心して生活できる「とやま型地域

共生社会」の構築を目指します。 

 

２ 障害者の概念 

障害者基本法の規定に基づき、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）、その他の

心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に

相当な制限を受ける状態にあるもの。」とします。 

 

３ 基本的視点 

  諸施策を展開するに当たり、次の５つを各分野共通の視点とします。 

 

⑴ 障害者本人の自己決定を尊重します 

・すべての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し支え

合い、地域の中で共に生きる「共生社会」を実現するため、障害のある人等の自己決定を尊重

します。 

⑵ 障害者等の自立を支援し、社会参加を促進します 

・障害のある人等に対し意思疎通手段の選択の機会の拡大等に配慮するとともに、その意思決定

の支援に配慮します。 

・地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのでなく、地域、暮らし、生きが

いをともに創り、高め合うことができるよう支援します。 

⑶ 障害者本位の総合的な切れ目のない横断的な支援を展開します 

・障害のある人等が各ライフステージを通じて適切な支援が受けられるよう、多様なサービスの

提供体制の充実を図ります。 

・福祉、保健、医療、教育、雇用等の各分野の有機的な連携の下、総合的かつ横断的な切れ目の

ない支援を行います。 

・障害保健福祉圏域間のサービスの均てん化やサービス水準の平準化を推進します。 

⑷ 障害の特性に応じたきめ細かな支援を実施します。 

・個々の障害のある人等のニーズを的確に把握し、障害の特性に応じた適切な施策を推進します。 

・障害のある子どもは、成人の障害のある人とは異なる支援を行う必要があることに留意します。 

・精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病等の多様な障害について、障害の特性に応じたき

め細かな支援を行います。 

⑸ ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー化を推進します。 

・物理的な障壁、社会的、制度的、心理的な障壁を除去し、誰もが安全に安心して生活できる環

境を整備するため、ハード・ソフトの両面から「ユニバーサルデザイン」や「バリアフリー」

を推進します。  



- 10 - 

 

４ 施策の体系 

４つの項目を基本として、施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ　とやま型地域共生社会を
　実現する社会基盤・生活環境
　の整備

１　障害及び障害のある人に対する
　理解の促進

（１）啓発・広報活動の推進

（２）福祉教育の推進

（３）地域での交流の促進と県民の参加

（４）ボランティア活動の推進

２　差別の解消、権利擁護の推進
　及び虐待の防止

（１）障害を理由とする差別の解消の推進

（２）権利擁護の推進及び虐待の防止

３　社会参加活動の推進
（１）スポーツ活動の振興

（２）文化芸術活動等の振興

（３）地域療育体制の整備

２　雇用・就労の促進
（１）障害のある人の雇用促進、就労支援

Ⅳ　個性を尊重し社会参加を
　促進する支援の充実

（１）施設整備の基本的な考え方

（２）施設機能の充実と地域生活支援への活用

（３）社会参加促進事業等の推進

Ⅱ　個々のニーズに応じた
　福祉サービスの充実

１　障害のある子どもの教育･育成の充実

（１）インクルーシブ教育システムの構築のた
　　めの特別支援教育の推進

（２）一貫した教育相談体制の充実と生涯学習
　　の推進

Ⅲ　質の高い保健・医療体制
　の確立

１　相談支援体制の整備
（１）意思決定の尊重及び意思決定の支援

（２）地域における相談支援体制の充実

３　障害者施設の整備の方向と施設機能
　の充実・活用

４　質の高いサービスの提供

（１）暮らしやすい住まいの整備

（２）人にやさしいまちづくりの整備

２　地域生活を支援するサービスの充実
（１）在宅サービス等の充実

（２）障害特性等への対応

（２）福祉的就労の充実

１　保健・医療施策の充実

（１）交通安全対策の充実

（２）防災対策の推進

（３）防犯対策の推進

（２）保健・医療体制の充実

（３）リハビリテーション提供体制の充実

（４）精神保健・医療施策の推進

（３）専門的な相談支援体制の充実

（１）障害の原因となる疾病の予防・早期発見

（１）サービスの質の向上

（２）福祉を支える人材の育成・確保

（５）保健・医療を支える人材の育成・確保

【基本項目】

（４）消費者トラブルの防止

３　コミュニケーション支援体制の確立
（１）情報バリアフリー化の推進

（２）情報提供の充実

（３）コミュニケーション支援の充実

５　安心して暮らせるまちづくりの推進

（３）利用しやすい交通、移動手段の整備

（４）ユニバーサルデザインの普及

４　住みよい生活環境の整備
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第２編 計画の内容 

 

Ⅰ とやま型地域共生社会を実現する社会基盤・生活環境の整備 

   県民が相互に人格と個性を尊重し、年齢や障害の有無等にかかわらず、住み慣

れた地域で安心して生活できる「とやま型地域共生社会」を実現するため、障

害や障害のある人に対する理解や心のバリアフリーの促進、障害のある人が地

域で安全に安心て暮らしていくことができる社会基盤や生活環境の整備に取り

組みます。 

 

 

１ 障害及び障害のある人に対する理解の促進 

 

  基本理念に掲げる「とやま型地域共生社会」の実現を図るには、「命の重さは障害の有無によっ

て少しも変わることはない」という当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害や障害のある人

について社会全体の関心と理解を深めていくことが必要です。また、社会全体のバリアフリーに

加え、障害のある人に対する思いやりや助け合いの気持ちを持つ心豊かな社会や人づくりを進め

ていくことも大切です。 

  このため、社会や県民に障害や障害のある人に対する正しい理解が広く浸透するよう、啓発・広

報活動や学校、企業、地域などにおいて福祉教育を積極的に推進するとともに、障害のある人も

ない人も地域活動へ積極的に参加し、日常的なふれあいや交流、ボランティア活動など様々な活

動が行われるよう、各種の施策を推進します。 

 

⑴ 啓発・広報活動の推進 

・県民に、障害や障害のある人に対する正しい理解が広く浸透するよう、引き続き様々な取組を

積極的に推進します。また、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、盲ろう

等について、その障害特性や必要な配慮等に関する理解を促進します。【障害福祉課（管理・

地域生活）】 

・県の広報紙、ホームページ、県政番組（テレビ・ラジオ）、新聞、パンフレット等各種媒体を

通じて、障害福祉に関する県民理解のための広報活動を推進します。【障害福祉課（管理・地

域生活）】 

・「障害者週間」を中心として、街頭キャンペーンや体験作文・ポスター・友情の図画募集等、

各種行事の展開により、積極的に県民の理解を促進します。【障害福祉課（管理）】 

・富山県民福祉条例や「富山県民福祉基本計画（第２次改定版）」の一層の普及啓発を図るとと

もに、福祉のまちづくりに関する施策を推進します。【厚生企画課】 

・障害者用駐車スペース、視覚障害者用誘導ブロック、身体障害者補助犬等に対する県民の理解

の促進を図ります。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】障害のある人にかかわるマークの理解を図ります。【障害福祉課（管理）】 

・福祉のまちづくりやリハビリテーションに関するシンポジウム、その他障害福祉に関わる各種

行事を開催します。【障害福祉課（地域生活）、厚生企画課】 

・障害のある人が製作した商品や事業所の活動状況を紹介する WEBサイト「トナリネ」の運営や、
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障害のある人の芸術作品展の開催支援などを行うとともに、報道機関等の協力を得ながら障害

のある人の様々な活動が紹介されるよう努めます。【障害福祉課（管理・自立支援）】 

・「障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法」、「障害者虐待防止法」、「障害者差別解消法」

及び「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」等の普及

啓発を図り、障害のある人の人権が尊重される社会づくりを推進します。【障害福祉課（管理）】 

・障害のある人が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について県民の理解を

深めるため、「やさしい福祉のまちづくり賞」の実施など、誰もが障害のある人等に自然に手

助けすることのできる心のバリアフリーを推進します。【厚生企画課】 

 

⑵ 福祉教育の推進 

① 学校における福祉教育の推進 

・障害のある子どもと、障害のない子どもや地域の人々が、計画的な交流及び共同学習を行うな

ど、互いの違いを認め合い、尊重し合う心を育てる教育をとおして、心のバリアフリーを推進

します。【県立学校課】 

・「総合的な学習の時間」・「特別活動」の活用や高校生介護等体験特別事業、児童・生徒、地域の

ボランティア活動普及事業等の推進により、児童生徒の福祉の心を醸成するとともに、社会福

祉への理解と関心を深める機会を提供します。【少子化対策・県民活躍課】 

・県立高等学校福祉科等での福祉の心の養成を目指した教育の充実を図ります。【県立学校課】 

・中学２年生が５日間の職場体験活動や福祉・ボランティア活動等に取り組む「社会に学ぶ『１

４歳の挑戦』」事業を県内全中学校において展開します。【小中学校課】 

・福祉教育に携わる教員の研修機会の充実を図ります。【県立学校課】 

・体育や保健体育などの教科、特別活動、総合的な学習の時間などにおいて、心の健康に関する

内容の指導の充実を図ります。【保健体育課】 

 

② 地域等における福祉教育の推進 

・障害や障害のある人への理解を深め、地域共生社会の実現を目指し、障害福祉サービス事業所

等による講演会や交流会、広く県民を対象としたイベント等を開催し、理解を促進します。【障

害福祉課（管理・地域生活）】 

・【新】発達障害や医療的ケア、重症心身障害に対する理解の促進に努めます。【障害福祉課（地

域生活）】 

・【新】県民が手話を学ぶ機会の確保等を図ります。【障害福祉課（地域生活）】 

・市町村や市町村社会福祉協議会などが地域で開催する障害福祉に関する各種大会、講座や福祉

教育地域指定事業等を通して地域住民の福祉意識の向上を図ります。【少子化対策・県民活躍

課、厚生企画課】 

・各厚生センター管内に設置する地域精神保健福祉推進協議会の活動を通じて、地域住民の精神

保健福祉に関する知識の普及啓発に努めます。【健康課（精神保健）】 

・心の健康センターにおいて、職域関係者、教員等精神保健福祉に携わる者に対する専門的知識

の習得を促進します。【健康課（精神保健）、心の健康センター】 

・研修会等を通じて、基本的人権を尊重し、偏見や差別をなくすための人権教育の推進に努めま

す。【生涯学習・文化財室】 

・年齢や障害の有無にかかわらず利用できる富山型デイサービスに関するフォーラムの開催を支

援し、地域共生の理念を普及啓発します。【厚生企画課】 
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⑶ 地域における交流の促進と県民の参加 

① 地域での交流の推進 

・県、市町村、各種団体、福祉施設等が行う芸術文化活動、スポーツ大会、レクリエーション等

の各種行事を通じて、交流・ふれあいを促進します。【障害福祉課（管理、地域生活）】 

・商店街の交流スペース設置や、賑わいを創出する取組に対して支援を行い、買物客や観光客等

との交流・ふれあいを促進します。【商業まちづくり課】 

・「富山型デイサービス」事業者、特別支援学校その他の地域の関係者が情報交換を密にし、連携

を強化するよう努めます。【県立学校課】 

・市町村や市町村社会福祉協議会などが地域で開催する障害福祉に関する各種大会、講座や福祉

教育地域指定事業等を通して地域住民の福祉意識の向上を図ります。（再掲）【少子化対策・県

民活躍課、厚生企画課】 

・障害のある子どもと、障害のない子どもや地域の人々が、計画的な交流及び共同学習を行うな

ど、互いの違いを認め合い、尊重し合う心を育てる教育をとおして、心のバリアフリーを推進

します。（再掲）【県立学校課】 

 

② 県民の参加と連携 

・適切な役割分担のもとで、県民参加による福祉の推進を図ります。【障害福祉課（管理）】 

・施策の実施に当たり、保健、医療、福祉、まちづくり等関係施策の有機的連携を図ります。【障

害福祉課（管理）】 

・身近な地域で高齢者、障害（児）者、子ども等を区別なく一緒に福祉サービスを提供する、富

山型デイサービスを整備促進します。【厚生企画課】 

・地域住民と地域の保健、医療、福祉関係者（保健師、かかりつけ医、ホームヘルパー、障害者

相談員等）が連携して「ふれあいコミュニティ・ケアネット２１」事業を展開し、障害のある

人等が安心して生活できる環境づくりを進めます。【厚生企画課】 

・障害のある人など地域住民のニーズを反映した市町村の地域福祉計画の策定を支援します。【厚

生企画課】 

 

⑷ ボランティア活動の推進 

・地域のニーズに応じたボランティア養成を行うとともに、ボランティア活動啓発事業により、

県民のボランティア活動への理解と参加を促進します。【少子化対策・県民活躍課】 

・富山県民ボランティア総合支援センターや県・市町村社会福祉協議会・ボランティアセンター

の機能を充実し、ボランティア・ＮＰＯ団体とのネットワークや協働事業を推進します。【少

子化対策・県民活躍課】 

・市町村へのボランティアサポーターの配置を充実するとともに養成を図るなど、身近な地域で

ボランティア活動が行えるよう支援体制を強化します。【少子化対策・県民活躍課】 

・一般住民を対象に精神障害を正しく理解し、地域での具体的な生活支援方針を学ぶメンタルヘ

ルスサポーターの養成を推進します。【健康課（精神保健）】 
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２ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 

全ての国民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人とし

て尊重されます。 

障害のある人の権利と尊厳を守るため、障害者基本法や障害者虐待防止法、障害者差別解消法、

「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」（平成 28 年４月

１日施行）などにより、障害を理由とする差別の解消の推進や障害のある人に対する虐待の防止

等に取り組むとともに、障害のある人の意思決定を支援するため、成年後見制度等の普及や適切

な利用の促進、コミュニケーション支援に努めます。 

 

⑴ 障害を理由とする差別の解消 

・「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」や「障害者への合理的配慮の不提供の禁止」等

が盛り込まれた障害者差別解消法や「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝

く富山県づくり条例」に基づき、職員対応要領の策定や、相談や紛争の防止・解決のための体

制の整備、県民に対する普及啓発活動など、必要な対応に取り組みます。【障害福祉課（管理）】 

・【新】民間企業、団体、行政機関の職員等に対する「障害者差別解消法」及び「障害のある人の

人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」等に関する研修を実施し、障害

者理解の促進と障害者への配慮の徹底を図ります。【障害福祉課（管理）】 

・障害者雇用促進法で規定された、雇用分野における障害のある人に対する差別禁止及び障害の

ある人が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）につい

て、企業の理解が促進されるよう周知を図ります。【障害福祉課（自立）、労働政策課】 

 

⑵ 権利擁護の推進及び虐待の防止 

・「障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法」、「障害者虐待防止法」、「障害者差別解消法」及

び「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」等の普及啓

発を図り、障害のある人の人権が尊重される社会づくりを推進します。（再掲）【障害福祉課（管

理）】 

・【新】「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」に基づき、

広域専門相談員や地域相談員を設置し、障害を理由とする差別に関する相談体制の充実に努め

ます。【障害福祉課（管理）】 

・【新】「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」に基づき、

障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、県・県民・事業者・

市町村・学識経験者から構成される協議会を設置し、円滑な運営に努めます。【障害福祉課（管

理）】 

・【新】障害や障害のある人への理解を深め、地域共生社会の実現を目指し、障害福祉サービス事

業所等による講演会や交流会、広く県民を対象としたイベント等を開催し、理解を促進します。

（再掲）【障害福祉課（管理）】 

・【新】外見からは援助や配慮を必要としていることが分かりづらい人等が着用することにより、

援助や配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」の普及啓発に努めます。【障害福

祉課（管理）】 

・日常生活における障害のある人の人権への配慮が県民の意識と行動に定着するよう、国・市町

村等と連携を図りながら、人権教育・啓発を推進します。【県民生活課】 
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・障害のある人の財産や権利を保護し、自己決定の尊重を図るため、市町村とともに成年後見制

度の普及・啓発に努め、制度の適切な利用の促進を図ります。【障害福祉課（地域生活）】 

・富山県社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業により、認知症高齢者・知的障害者・

精神障害者等が地域において安心して自立した生活が送れるよう支援します。【厚生企画課】 

・「障害者１１０番」運営事業により、障害のある人の権利擁護について相談員等による専門的な

相談体制の充実に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・被疑者あるいは被告人となった障害のある人がその権利を円滑に行使することができるよう、

刑事事件における手続の運用において、障害のある人の意思疎通等に関して適切な対応を図り

ます。あわせて、これらの手続に携わる職員に対して、障害や障害のある人に対する理解を深

めるため必要な研修を実施します。【県警本部（刑事企画課）】 

・知的障害により、コミュニケーションに困難を抱える被疑者等に関する取調べの録音・録画の

試行を引き続き行います。【県警本部（刑事企画課）】 

・利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、サービス事業者への指導を徹底するとともに、市町

村をはじめ関係機関・団体等との連携を密にし、障害のある人に対する虐待の未然防止、虐待

が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等、虐待防止に向けたシステムの整備に努

めます。【障害福祉課（管理）】 

・障害者虐待防止法に基づき、富山県障害者権利擁護センターにおいて、障害者虐待の通報・相

談の受付や市町村への情報提供・助言等を行います。【障害福祉課（管理）】 

・富山県障害者虐待防止ネットワーク協議会の開催により、関係機関・団体等の相互の情報共有

と連携を強化するとともに、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応を図るために必要

な人材を育成します。【障害福祉課（管理）】 

 

 

３ コミュニケーション支援体制の確立 

 

障害のある人が地域で安心した生活を営むためには、必要な情報に容易に接することができ、円

滑に取得できる「アクセシビリティ」が整うとともに、意思決定や意思表示、コミュニケーショ

ン支援の手段が確保されていることが必要です。 

このため、障害の有無にかかわらず、日常生活や社会生活に必要な情報に容易に接し、円滑に取

得できるよう適切な情報提供に努めるとともに、「富山県手話言語条例」に基づく手話通訳者の養

成・派遣、点訳奉仕員・朗読奉仕員の養成や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成・派

遣を行うなど、障害のある人や状態に応じたコミュニケーション支援を行います。 

 

⑴ 情報バリアフリー化の推進 

・障害のある人のパソコン使用をサポートする指導者の育成を支援します。【障害福祉課（地域生

活）】 

・【新】障害のある人などの ICT（情報通信技術）講習やパソコン教室の開催など情報リテラシー

（操作能力）の向上を推進します。【障害福祉課（地域生活）】 

・障害のある人の情報機器に関する相談・援助を行う障害者ＩＴ推進員を派遣します。【障害福祉

課（地域生活）】 

・【新】必要な情報が障害の有無にかかわらず取得できるよう、障害の特性に応じた適切な情報提

供に努めるとともに、様々な情報が自由に利活用できるようオープンデータの推進に努めます。
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【障害福祉課（地域生活）、情報政策課】 

 

⑵ 情報提供の充実 

① 行政情報の提供 

・視覚障害者が必要な情報を得られるよう、県の点字広報及び声の広報の発行など、点字、音声

等による情報提供を充実します。【広報課】 

・聴覚障害者に対する情報提供の充実のため、テレビ広報の字幕放送、手話放送を実施します。

また、知事のタウンミーティングにおいて、手話通訳者を設置します。ホームページに掲載す

る知事記者会見の動画に、手話通訳を表示します。【広報課】 

・【新】聴覚障害者が円滑に県政に関する情報を取得することができるよう、手話通訳者を設置し、

手話による情報発信を行います。【障害福祉課（地域生活）】 

・県及び市町村の職員を対象とした職員研修所での手話講座の開催などにより、行政サービス窓

口で聴覚障害者の意思疎通が円滑に行われるよう努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・障害のある人や高齢者も利用しやすい県のホームページの提供に努めます。【広報課】 

・政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字・音声による候補者情報の提供、読みやすくわかり

やすい選挙公報の作成に向けた候補者への働きかけ等、障害特性に応じた選挙等に関する情報

提供の充実に努めます。【市町村支援課】 

・障害により投票用紙への記入が困難な選挙人のための代理投票の適切な実施や、障害のある人

の利用に配慮した投票設備の設置など投票所における合理的な配慮を市町村へ働きかけ、障害

のある人の投票環境の向上に努めます。【市町村支援課】 

・指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により、投票所

での投票が困難な障害のある人の投票機会の確保に努めます。【市町村支援課】 

 

② 情報提供サービスの充実 

・富山県総合福祉会館の福祉情報システムにより、障害のある人等に対する情報提供機能を充実

します。【厚生企画課】 

・点字図書、朗読図書及び字幕（手話）入りライブラリーの提供サービスを充実します。（再掲）

【障害福祉課（地域生活）】 

・視覚障害者及び聴覚障害者の意思疎通支援や相談等のため、視覚障害者及び聴覚障害者の情報

提供施設の運営を支援します。【障害福祉課（地域生活）】 

・県内の公共施設等のバリアフリー情報を県ホームページに掲載することにより、障害のある人

等の外出を支援します。【厚生企画課】 

・【新】障害福祉サービス等情報公表制度による利用者がサービスに関する情報を入手できる体制

整備を促進します。【障害福祉課（自立）】 

 

⑶ コミュニケーション支援の充実 

・視覚障害者の意思疎通を支援する点訳奉仕員や朗読奉仕員を養成します。（再掲）【障害福祉課

（地域生活）】 

・【新】富山県手話言語条例の制定を機に、手話に対する県民の理解やその普及、手話を使用しや

すい環境整備の促進に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】手話の普及等について、市町村、関係機関及び関係団体、聴覚障害者、手話通訳者等と連

携し、協力して取り組みます。【障害福祉課（地域生活）】 
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・聴覚障害者の意思伝達を円滑にする手話通訳者や、手話取得の困難な中途失聴者や難聴者の意

思伝達手段である要約筆記を行う要約筆記者を養成します。（再掲）【障害福祉課（地域生活）】 

・手話通訳者や要約筆記者の派遣事業は基本的に市町村が実施しますが、県は、市町村域を越え

る広域的な派遣、複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演又は講義等並

びに市町村での対応が困難な派遣等を可能とするため、事業を実施します。また、手話通訳者

及び要約筆記者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行い、市町村域を越えた派遣が市町村

において適切に実施されるよう努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。（再掲）【障害福祉課（地域生活）】 

・盲ろう者に対し意思疎通及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員の派遣事業を実施

するとともに、事業の利用が広がるよう、市町村や関係団体等の協力を得ながら事業の周知に

努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・手話通訳者設置事業や手話奉仕員養成研修事業を実施する市町村が拡大するよう、市町村に働

きかけます。【障害福祉課（地域生活）】 

 

 

４ 住みよい生活環境の整備 

 

障害のある人が地域社会で自立した生活を営み、自由に活動できるには、建築物、道路、公園等、

日常生活に必要とされる施設等のバリアフリー化を進めるとともに、障害のある人の障害に対応

した交通手段、移動手段を整備することが必要です。障害のある人にとって暮らしやすいまちづ

くりを進めることが大切です。 

このため、住宅や道路、県有施設、病院、障害のある人が利用する施設等のバリアフリー化を進

めるとともに、交通、移動手段を利用しやすい環境が整備されるように取り組みます。また、身

体障害者補助犬、ヘルプマークをはじめとする障害のある人に関するマーク、ユニバーサルデザ

インの考え方などを広く事業者、県民に理解、普及させる施策を推進します。 

 

⑴ 暮らしやすい住まいの整備 

・在宅重度障害者住宅改善事業及び高齢者が住みよい住宅改善支援事業により障害のある人等の

住宅のバリアフリー化を推進します。（一部再掲）【障害福祉課（管理）、高齢福祉課】 

・専門的な住宅改修に関して相談を行うとともに、障害に応じた住宅改造を行うために、建築関

係の専門家をバリアフリーアドバイザーとして派遣し、適切なアドバイスを実施します。【建築

住宅課、厚生企画課】 

・バリアフリー対応等の質の向上が進みにくい賃貸住宅において、住宅性能表示制度の普及を図

ることなどによる良質な賃貸住宅の整備やリフォームを誘導します。【建築住宅課】 

・障害のある人と認知症高齢者が共に暮らせる共生型グループホームの整備を支援します。（再掲）

【障害福祉課（自立）】 

・公営住宅における障害者世帯の優先入居を推進するとともに、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の

有効活用による障害者世帯の居住の安定確保を図ります。（再掲）【建築住宅課】 

 

⑵ 人にやさしいまちづくりの整備 

① 福祉のまちづくりの計画的推進 

・県民福祉条例に基づく「富山県民福祉基本計画（第２次改定版）」の普及・啓発を図ります。（一
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部再掲）【厚生企画課】 

・県民各界各層で構成する「富山県民福祉推進会議」により市町村、事業者、県民と連携して住

民参加によるまちづくりを推進します。【厚生企画課】 

・福祉のまちづくり推進事業等により、地域における福祉のまちづくりを総合的に展開します。

【厚生企画課】 

・福祉のまちづくりに関するシンポジウムの開催等により、福祉のまちづくりの普及啓発を図り

ます。【厚生企画課】 

・福祉のまちづくりの模範となる建築物等及び取組に対し、率先して取り組んでいる企業、団体

及び個人等を表彰します。【厚生企画課】 

・県民福祉条例施設整備マニュアル、ホームページ等の作成や、建築士等に対して研修を行うな

ど、普及啓発に努めます。【厚生企画課、建築住宅課】 

 

② 人にやさしい施設、公園等の整備 

・公共事業の実施やまちづくり計画等の策定に当たって、ユニバーサルデザインが広く導入され

るように働きかけます。【都市計画課】 

・【新】高齢者や障害のある人など誰もが気軽に出かけることができるユニバーサルデザインのま

ちづくりを推進します。【厚生企画課】 

・県民福祉条例に基づき、生活関連施設の整備の遵守について設置者に一層の理解と協力を求め、

整備基準に適合した施設の整備促進に努めます。【厚生企画課、建築住宅課】 

・県有施設に自動ドアやスロープを設置するなど改善を行い、県有施設のバリアフリー化を推進

します。【教育企画課、管財課】 

・富山県まちづくり総合支援事業により、市町村が実施する福祉のまちづくり事業を支援し、生

活環境の整備促進に努めます。【地域振興課】 

・バリアフリー環境整備促進事業により、障害のある人等の市街地での快適かつ安全な移動を確

保するための施設整備や、障害のある人等の利用に配慮した建築物の整備等を促進します。【建

築住宅課】 

・商店街組合等による休憩スペース設置等に対して支援を行い、高齢者・障害のある人等を含む

多様な来街者へ配慮した商店街の整備を促進します。【商業まちづくり課】 

・障害のある人が公園緑地を利用しやすいように、トイレ・園路を整備するほか、箇所によって

は障害者対応エレベーターの設置も検討するなど、バリアフリー化を推進します。【都市計画課】 

・人の利用に供する新設港湾緑地において、スロープの整備などバリアフリー化の推進に努めま

す。【港湾課】 

 

⑶ 利用しやすい交通、移動手段の整備 

・幅の広い歩道の整備、歩道の段差解消、視覚障害者用誘導ブロックの設置、エスコートゾーン

の設置及び無電柱化について計画的に整備推進します。【道路課】 

・駅を中心とした地区や、高齢者・障害のある人などが利用する施設が集まった地区において、

スロープやエレベーター、文字表示板、点字案内板を設置することなどにより、一体的なバリ

アフリー化を図ります。【都市計画課、厚生企画課】 

・【新】福祉タクシーやユニバーサルデザインタクシーの導入など、多様なニーズに対応した地域

交通サービスを推進します。【総合交通政策室】 

・【新】高齢者や障害のある人など誰もが安全に利用できる低床車両の導入支援や、駅舎など交通
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結節点のバリアフリー化への取組への支援を行います。【総合交通政策室】 

・とやまのみちフレッシュアップ事業などにより、ひとにやさしい、使いやすく安全な歩行空間

の整備を促進します。【道路課】 

・リフトを備えた福祉バスの運行事業を通じて障害のある人の社会参加の促進に努めます。【障害

福祉課（管理）】 

・障害の程度に応じた運転免許条件を付すための臨時適性検査・技能試験等を実施します。【県警

本部（運転免許センター）】 

・身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の導入を支援するとともに、補助犬についての

県民の理解の促進に努めます。（再掲）【障害福祉課（地域生活）】 

・同行援護等のサービス提供体制を強化するため、従業者養成研修の充実に努めます。（再掲）【障

害福祉課（地域生活）】 

・身体障害者の自動車運転免許取得を促進するため、県内全ての指定自動車教習所で身体障害者

用教習車を用いた教習が可能な体制を整備します。（再掲）【障害福祉課（管理）】 

・精神障害者保健福祉手帳制度の周知普及、制度利用者数の拡大、公共交通機関等の割引制度に

ついて周知及び適用拡大に向け関係機関へ働きかけます。【健康課（精神保健）】 

 

⑷ ユニバーサルデザインの普及 

・「富山プロダクツ展」の開催等を通じたユニバーサルデザイン商品への県民意識の啓発を促進し

ます。【商工企画課】 

・ユニバーサルデザインに関する情報、事例の収集と情報発信を促進します。【都市計画課、厚生

企画課】 

・公共事業の実施やまちづくり計画等の策定に当たって、ユニバーサルデザインが広く導入され

るように働きかけます。（再掲）【都市計画課】 

・【新】外見からは援助や配慮を必要としていることが分かりづらい人等が着用することにより、

援助や配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」の普及啓発に努めます。（再掲）

【障害福祉課（管理）】 

・【新】障害のある人にかかわるマークの理解を図ります。（再掲）【障害福祉課（管理）】 

 

 

５ 安心して暮らせるまちづくりの推進 

 

障害のある人が地域社会において、安全に安心して生活することができるよう、交通安全対策の

充実、緊急時や災害時の防災、防犯対策の推進、消費者トラブルの未然防止に取り組んでいく必

要があります。 

特に、防災対策において、障害のある人及び障害のある子どもなど災害時避難行動要援護者は、

災害の規模、災害発生時間などによって被害を受けやすいことから、災害や避難後の生活に備え

て障害のある人や障害のある子どもの防災支援体制を整備しておくことが重要であり、市町村、

関係機関とも連携しながら実践的な防災訓練の実施など防災対策を推進します。 

また、障害のある人に対する犯罪被害を防止し、犯罪者被害者支援を行い、消費者としての障害

のある人を保護するため、関係機関と連携した消費者教育の推進など適切な対応に努めます。 
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⑴ 交通安全対策の充実 

・高齢者と障害のある人の安全性及び利便性を向上させるための交通環境の整備を推進します。

【県警本部（交通規制課）】 

・交通安全思想の普及を図るため、交通安全協会等関係機関・団体と連携し巡回訪問指導、街頭

における保護誘導・実施指導、地域における住民への啓発を行います。【県警本部（交通企画課）】 

・生活道路における歩行者等の安全を確保するため、区域（ゾーン）を設定して、最高速度を原

則として３０km/ｈとするほか、道路標識・道路標示の高輝度化や信号灯器のＬＥＤ化の対策を

推進します。【県警本部（交通規制課）】 

 

⑵ 防災対策の推進 

・「富山県地域防災計画」による各種施策を推進し、障害のある人に対する防災対策に関する知識

の普及や社会福祉施設等における防災対策の促進に努めます。【防災・危機管理課、障害福祉

課（管理）】 

・災害時に障害のある人に対する避難誘導やボランティア活動がスムーズに行われるような体制

づくりに努めるとともに、県の総合防災訓練において、障害のある人や支援者の参加により実

践的な訓練を実施するなど普及啓発の推進に努めます。【厚生企画課、障害福祉課（管理）】 

・各地域において、障害のある人などの要支援者と支援者の双方が参加した実効性のある防災訓

練が実施されるよう、市町村に働きかけます。【厚生企画課、障害福祉課（管理）】 

・国の補助を活用しながら災害時に在宅の障害のある人を受け入れる避難スペースの整備を支援

します。【障害福祉課（自立）】 

・災害対策基本法に基づく要支援者名簿の作成や要支援者に関する個人情報の取扱い等について

市町村に周知を図るなど、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に基づ

き市町村における要支援者の避難支援体制の整備を推進します。【厚生企画課】 

・除雪支援事業等により、ひとり暮らし高齢者や障害のある人等除排雪の困難な世帯の除排雪支

援を行います。【高齢福祉課】 

 

⑶ 防犯対策の推進 

・交番等の警察官が迅速な対応ができるように、訪問理由などを絵や文字で示した「コミュニケ

ーションボード」の活用等を推進します。【県警本部（地域企画課）】 

・警察への緊急通報手段としてファックス１１０番やメール１１０番の効果的な運用に努めます。

【県警本部（通信指令課）】 

・警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪

被害の早期発見に努めます。【県警本部（生活安全企画課）】 

・被疑者あるいは被告人となった障害のある人がその権利を円滑に行使することができるよう、

刑事事件における手続の運用において、障害のある人の意思疎通等に関して適切な対応を図り

ます。あわせて、これらの手続に携わる職員に対して、障害や障害のある人に対する理解を深

めるため必要な研修を実施します。（再掲）【県警本部（刑事企画課）】 

・知的障害により、コミュニケーションに困難を抱える被疑者等に関する取調べの録音・録画の

試行を引き続き行います。（再掲）【県警本部（刑事企画課）】 

・【新】障害のある人を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向け、国の「女性に対する暴力をな

くす運動」に合わせ「とやまパープルリボンキャンペーン」を展開します。【少子化対策・県

民活躍課】 
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⑷ 消費者トラブルの防止 

・関係行政機関や福祉関係団体、消費者団体等で構成される「くらしの安心ネットとやま」によ

り、障害のある人の消費者トラブルを防止するための情報の相互共有、連携強化に努めます。

【県民生活課】 

・【拡】障害のある人や障害のある人を支援する者に対する消費者教育を推進することにより、障

害のある人の消費者としての利益の擁護や増進が図られるよう努めるとともに、多様化・複雑

化する相談に対応できるよう消費生活相談員の資質向上を図る研修の充実に努めます。【県民

生活課】 
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Ⅱ 個々のニーズに応じた福祉サービスの充実 

 

  障害のある人が本人の意思決定のもと、地域で自立した生活を営むことができ

るよう、相談支援体制や、障害のある人が必要なときに必要な場所で、地域の実

情に即した適切な支援や障害の特性に応じた質の高い福祉サービスを受けること

ができる体制の整備を推進します。 

 

 

１ 相談支援体制の整備 

 

障害のある人が住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活を支援していくために、乳幼児期

から高齢期に至るまでのライフステージに応じた総合的な相談支援体制を整備していく必要があ

ります。 

このため、市町村や地域自立支援協議会、基幹相談センター、地域生活支援拠点等などを中心に、

障害のある人に身近な地域における相談支援が充実するよう連絡調整や支援を行うとともに、相

談支援に従事する人材の育成に努めます。 

また、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、医療的ケアなど、障害の特性や障害のある

人の状態、複合的な悩み等に応じて適切な相談支援が提供できるよう、関係機関や専門機関が連

携した相談支援体制の充実に努めます。 

 

⑴ 意思決定の尊重及び意思決定の支援 

・障害のある人の財産や権利を保護し、自己決定の尊重を図るため、市町村とともに成年後見制

度の普及・啓発に努め、制度の適切な利用の促進を図ります。（再掲）【障害福祉課（地域生活）】 

・判断能力が十分でない人に対する福祉サービスの利用援助や、福祉サービスに関する苦情解決

など、利用者の意向、適性、障害の特性に配慮したサービス提供体制の充実を図ります。（再掲）

【障害福祉課（自立）】 

 

⑵ 地域における相談支援体制の充実 

① 身近な相談支援の充実 

・地域自立支援協議会を中心とした相談支援体制の一層の充実・強化を図り、障害のある人から

の相談対応、情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行います。なお、県はアドバイザ

ーを派遣するなど広域的な立場から市町村の取組を支援します。【障害福祉課（自立）】 

・地域における相談支援の拠点である基幹相談支援センターの設置に対する支援など総合的・専

門的な相談支援体制の充実に努めます。【障害福祉課（自立）】 

・精神障害者に対する多様な相談支援体制を構築するため、市町村に対する技術的支援を行うと

ともに、自助グループ等の組織育成を図ります。【健康課（精神保健）】 

・同じ障害をもつ仲間による相談活動（ピアカウンセリング）を支援します。【健康課（精神保健）】 

・メンタルヘルスサポーター、ピア・フレンズ等による精神障害者の地域生活に関する相談活動

を支援します。【健康課（精神保健）】 

・精神障害者家族の交流や相談のための事業を推進します。【健康課（精神保健）】 
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・障害のある人の財産や権利を保護し、自己決定の尊重を図るため、市町村とともに成年後見制

度の普及・啓発に努め、制度の適切な利用の促進を図ります。（再掲）【障害福祉課（地域生活）】 

・富山県社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業により、認知症高齢者・知的障害者・

精神障害者等が地域において安心して自立した生活が送れるよう支援します。（再掲）【厚生企

画課】 

・「障害者１１０番」運営事業により、障害のある人の権利擁護について相談員等による専門的な

相談体制の充実に努めます。（再掲）【障害福祉課（地域生活）】 

 

② 相談支援を行う人材育成 

・障害者総合支援法等に基づく計画相談支援や地域移行支援・地域定着支援、児童福祉法に基づ

く障害児相談支援等の必要なサービス量が確保できるよう相談支援従事者の養成や資質の向

上を図るとともに、市町村と連携して事業者の拡大に努めます。【障害福祉課（自立、地域生

活）】 

・地域での身近な相談員として市町村が設置している身体障害者相談員、知的障害者相談員及び

精神障害者家族相談員に対する研修の充実に努めます。また、障害者相談員は、相談対応のほ

か地域における支え合い活動や災害時支援などの面でも活躍が期待されることから、各地域に

おいて活動の場が広がるよう市町村に啓発や助言等を行います。【障害福祉課（管理）】 

・地域の事情に精通した民生委員・児童委員が多様な地域福祉のニーズに対応していくための研

修を充実するなど、相談援助活動を支援します。【厚生企画課】 

 

⑶ 専門的な相談支援体制の充実 

・厚生センター、障害者相談センター、児童相談所、心の健康センター等の行政機関における相

談支援体制を充実します。【障害福祉課（自立）、健康課（精神保健）】 

・リハビリテーション病院・こども支援センターに設置している発達障害者支援センターにおい

て、発達障害者等が身近な地域でライフステージに応じた支援を受けられるよう、きめ細かな

相談支援や情報提供、助言等を行うとともに、発達障害に関する普及啓発や人材育成の充実に

努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・リハビリテーション病院・こども支援センターに設置している高次脳機能障害支援センターに

おいて、相談支援や普及啓発のほか、関係職員等を対象とした研修会、利用者や入院患者とそ

の家族を対象とした家族教室、調査・研究などを実施します。【障害福祉課（管理）】 

・厚生センターや難病相談・支援センターにおける難病患者等に対する相談・支援の充実を図り

ます。【健康課（感染症・疾病）】 

・難病相談・支援センターにおける講演会や療養相談会の開催、ピアサポーターの養成、就労支

援等を実施します。【健康課（感染症・疾病）】 

・障害保健福祉圏域ごとに設置されている障害者就業・生活支援センターにおいて、職場体験、

求職活動、職場定着相談などの就労支援や、健康管理、住居、年金などの生活設計に関する助

言などの日常生活、社会生活上のきめ細やかな相談体制により、障害のある人の就労継続と地

域における自立した生活を支援します。【障害福祉課（自立）】 

・障害児等療育支援事業により、家庭訪問や外来による療育相談、指導等を行い、市町村と連携

しながら、在宅の障害のある人や子どもの地域生活を支援します。（再掲）【障害福祉課（地域

生活）】 

・富山県福祉総合相談センター（富山県総合福祉会館内）による総合相談機能や、福祉・生活に
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関する情報の受発信機能を充実します。【厚生企画課】 

・精神科医療に関する緊急の相談に２４時間対応する「精神科救急情報センター」の円滑な運用・

充実を図ります。【健康課（精神保健）】 

・ひきこもり本人やその家族等からの相談に対応するひきこもり地域支援センターを中心に、支

援困難事例について支援機関の調整等を行うなど、ひきこもり本人及びその家族等を支援しま

す。【健康課（精神保健）】 

・矯正施設（刑務所等）を退所し、自立生活が困難な障害のある人等に対し、富山県地域生活定

着支援センターの取組みを周知し、円滑な地域生活を支援します。【厚生企画課】 

・障害者虐待防止法に基づき、富山県障害者権利擁護センターにおいて、障害者虐待の通報・相

談の受付や市町村への情報提供・助言等を行います。（再掲）【障害福祉課（管理）】 

・【新】「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」に基づき、

広域専門相談員や地域相談員を設置し、障害を理由とする差別に関する相談体制の充実に努め

ます。（再掲）【障害福祉課（管理）】 

・【新】富山県依存症相談支援センターにおいて、アルコール、薬物、ギャンブル依存症の相談対

応や研修会、家族教室等による継続的な支援を実施します。【健康課（精神保健）】 

・【新】心の健康センターを中心とした、こころの健康に関する相談体制等の充実や、市町村や関

係機関と連携したひきこもり対策の強化、自殺防止対策の充実、依存症の相談拠点の整備や民

間団体の活動支援などによる支援体制を充実します。【健康課（精神保健）】 

・【新】「性暴力被害ワンストップ支援センターとやま」の運営にあたっては、関係機関との連携

の下、相談者のニーズや特性に応じた適切な支援に努めます。【防災・危機管理課】 

 

 

２ 地域生活を支援するサービスの充実 

 

障害のある人や子どもが住み慣れた地域で自立し、安心して日常生活や社会生活を送ることがで

きるよう、障害者総合支援法、児童福祉法等に基づき、ホームヘルプサービス、生活介護、児童

発達支援など訪問系サービスや日中活動系サービスの一層の充実に努めるとともに、グループホ

ームなど地域における住まいの場の確保を図ります。 

地域生活支援については、本件では、年齢や障害の有無にかかわらず、高齢者、障害のある人、

子どもなど県民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会に実現に取り

組んできており、このような理念に基づく共生型（富山型）の地域生活支援サービスの充実を促

進します。 

また、障害のある人や障害のある子どもを介護する保護者・家族の負担を軽減するため、引き続

き家族支援の施策に取り組むとともに、様々な福祉機器の活用や身体障害者補助犬、ヘルプマー

クなど障害がある人に関するマーク、各種障害関係制度に対する理解やその普及促進等を図りま

す。 

さらに、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、盲ろうなどの多様な障害、複合的な障害

については、正しい知識の普及や障害の特性に応じた専門的な相談・支援体制の整備を図ります。 

こうした取組を進めるにあたっては、人材、財源及び制度を有効に活用し、サービスの重点化、

効率化などにも留意します。 
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⑴ 在宅サービス等の充実 

① 「共生型」地域生活支援の充実 

・身近な地域で高齢者、障害（児）者、子ども等を区別なく一緒に福祉サービスを提供する、富

山型デイサービスを整備促進します。（再掲）【厚生企画課】 

・地域共生の理念の普及・啓発等により、一般のデイサービス等から富山型デイサービスへの転

換を促進します。【厚生企画課】 

・【新】地域において把握された育児、介護、障害、貧困等の複雑化、多様化した福祉ニーズに対

し、コミュニティ・ソーシャルワーカー等の専門職を中心に、他職種、他機関が連携して包括

的に支援を行う体制の構築を推進します。【厚生企画課】 

・【新】民生委員・児童委員や社会福祉協議会と連携したケアネット活動等による地域福祉を推進

します。【厚生企画課】 

・障害のある人と認知症高齢者が共に暮らせる共生型グループホームの整備を支援します。【障害

福祉課（自立）】 

 

② 在宅サービスの充実 

・障害のある人の生活の質の向上や家族の介護負担の軽減を図るため、居宅介護や短期入所、日

中一時支援事業等を充実します。【障害福祉課（地域生活）】 

・障害のある人の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、

日中活動サービスを充実します。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の提供など、障害児が身近な地

域で必要な支援を受けられるよう体制の整備を図ります。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】障害児等療育支援事業により、家庭訪問や外来による療育相談、指導等を行い、市町村と

連携しながら、在宅の障害のある人や子どもの地域生活を支援します。（再掲）【障害福祉課（地

域生活）】 

・住み慣れた地域で福祉サービスを受けられるよう、高齢者総合福祉支援事業等による在宅福祉

事業や施設の相互利用を推進するなど、他制度との連携による効果的な福祉サービスの提供を

推進します。【高齢福祉課】 

・高齢の障害のある人や常時介護を要する障害のある人等に対する支援の在り方についての国の

検討結果を踏まえ、適切な対応を行います。【障害福祉課（自立）】 

・【新】精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるように、

医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保され

た「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構築していきます。【健康課（精神保健）】 

・精神障害者保健福祉手帳制度の周知普及、制度利用者数の拡大、公共交通機関等の割引制度に

ついて周知及び適用拡大に向け関係機関へ働きかけます。（再掲）【健康課（精神保健）】 

・【新】ピア・フレンズ養成・派遣事業、多職種チームによる訪問支援等により精神障害者が住み

慣れた地域で安心して生活を送れるよう、支援体制を整備するよう努めます。【健康課（精神保

健）】 

・精神障害のある高齢者やその家族等への支援に資するため、介護保険サービスに関する情報提

供を行います。【高齢福祉課、健康課（精神保健）】 

・福祉の分野においてＮＰＯ法人等が行う地域貢献型事業（コミュニティビジネス）に対して融

資等の支援をします。（再掲）【経営支援課】 

・医療機関や協力事業所等の関係機関と連携し、精神障害者の社会的自立と社会復帰を援助する
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ための精神障害者社会適応訓練事業を推進します。【健康課（精神保健）】 

・訪問看護ステーションの整備を推進し、医療ニーズの高い高齢者や障害のある人の安全で自立

した生活を支援します。【高齢福祉課】 

 

③ 住居の確保 

・障害のある人の地域での住まいの場であるグループホームの整備に支援し、設置を促進します。

【障害福祉課（自立）】 

・障害のある人と認知症高齢者が共に暮らせる共生型グループホームの整備を支援します。（再掲）

【障害福祉課（自立）】 

・公営住宅における障害者世帯の優先入居を推進するとともに、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の

有効活用による障害者世帯の居住の安定確保を図ります。【建築住宅課】 

・一般財団法人高齢者住宅財団が行う家賃債務保証制度について、引き続き賃貸住宅の経営者等

に周知を図ります。【建築住宅課】 

・県、市町村、福祉・居住支援団体等で構成する「富山県居住支援協議会」において障害者世帯

等からの民間賃貸住宅入居に関する相談を受付けており、引き続き適切に対応します。【建築住

宅課】 

 

④ 障害のある人の家族への支援 

・居宅介護、短期入所、日中一時支援、児童発達支援や放課後等デイサービス、愛のコミュニテ

ィバンク普及事業、重症心身障害児（者）レスパイトサービス事業などの促進により、在宅の

障害のある人や子どもを介護している家族の負担軽減に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・障害のある子どもの保護者に対し、専門講師の指導による健康相談、療育相談を行うとともに、

レクリエーション等を通じて親の健康回復等支援に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・放課後児童健全育成事業や障害児わくわく子育て支援事業を実施し、障害のある子どもの放課

後等の集団活動の場を確保するなど、保護者の負担軽減のための施策を充実します。【障害福

祉課（地域生活）】 

・障害者団体の活動を支援することにより、家族同士の交流を促進します。【障害福祉課（地域生

活）】 

・【新】障害のある人等の家族団体の組織化の促進や地域との連携を深めるための活動を支援しま

す。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】障害のある子どもの保護者の高齢化を踏まえた社会的支援を促進します。【障害福祉課（地

域生活）】 

・【新】発達障害者等の家族その他の関係者が発達障害に対し適切な対応をすることができるよう、

研修等の充実に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】発達障害に関する悩み等を持つ当事者同士や発達障害児者を持つ保護者同士の集まる場を

提供します。【障害福祉課（地域生活）】 

・精神障害者家族の負担を軽減するための各種サービス（短期入所、日中一時支援）を促進しま

す。【健康課（精神保健）】 

・精神障害者家族の交流や相談のための事業を推進します。（再掲）【健康課（精神保健）】 

 

⑤ 福祉機器・各種障害関係制度の普及促進等 

・身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の導入を支援するとともに、補助犬についての
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県民の理解の促進に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・在宅重度障害者住宅改善事業により、障害のある人の住宅の設備、構造等の改善を支援します。

【障害福祉課（管理）】 

・市町村が実施する補装具や日常生活用具の円滑な給付のため、市町村間の連絡調整や情報提供

など必要な支援を行います。【障害福祉課（自立）】 

・【新】県介護実習・普及センターにおける福祉（介護）機器を活用した介護技術研修や導入、活

用に係る先進事例の紹介、福祉用具に関するコーディネーターの養成等による福祉（介護）機

器・福祉用具の普及を促進します。【厚生企画課】 

・【新】県介護実習・普及センター、地域包括支援センター等における各種福祉（介護）機器・福

祉用具に関する情報の提供を促進します。【厚生企画課】 

・障害基礎年金等の公的年金制度、特別障害者手当等の各種手当制度の周知に努めます。【障害福

祉課（管理）】 

・税制面の各種減免措置、生活福祉資金の貸付制度等の周知に努めます。【厚生企画課、障害福祉

課（管理）】 

・富山県心身障害者扶養共済制度の周知に努めます。【障害福祉課（管理）】 

 

⑵ 障害特性等への対応 

① 発達障害 

・【新】発達障害者支援法に基づき設置した発達障害者支援地域協議会における関係機関との協議

等を通じて、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない一貫した支援体制のさらなる整備を図り

ます。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】医療、保健、福祉、教育、保育の関係機関等と連携して、発達障害の早期発見、早期支援

に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・リハビリテーション病院・こども支援センターに設置している発達障害者支援センターにおい

て、発達障害者等が身近な地域でライフステージに応じた支援を受けられるよう、きめ細かな

相談支援や情報提供、助言等を行うとともに、発達障害に関する普及啓発や人材育成の充実に

努めます。（再掲）【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】サービス事業所の従業者の発達障害への対応力の向上を図ります。【障害福祉課（地域生

活）】 

・発達障害を含む障害のある幼児児童生徒について、教育、保健、医療、福祉、労働等の関係機

関の連携を図り、学校内における支援体制を充実します。【県立学校課、障害福祉課（地域生活）】 

・県総合教育センターに設置された専門家チームや、巡回指導員、特別支援学校のセンター的機

能等により、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒への望ましい対応等を示し、幼稚園、保

育所、認定こども園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校を支援します。【県立学校課、

障害福祉課（地域生活）】 

・【新】リハビリテーション病院・こども支援センターにおいて、児童精神科医療の充実に努めま

す。また、地域のかかりつけの小児科医等の発達障害への対応力の向上を図ります。【障害福祉

課（地域生活）】 

・保育に特別な配慮を必要とする児童に対して、保育士等が適切に対応できるよう、保育所等へ

の専門家の派遣や専門性の向上を図る研修等を行います。【子ども支援課】 

・軽度の心身障害を有する乳幼児を保育する保育所に対し、担当保育士を配置する経費を助成し

ます。【子ども支援課】 
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・児童相談所において、言語障害や情緒障害を有する児童の言語や情緒面の相談を受け、保護者

が安心して子育てができるよう、必要な助言をします。【子ども支援課、障害福祉課（地域生活）】 

・市町村とともに乳幼児健診や発達相談等の充実に努め、関係機関と連携しながら早期療育につ

なげます。また、保健師等への研修を行うなど、早期発見、療育支援技術向上に努めます。【健

康課（母子・歯科）】 

 

② 高次脳機能障害 

・リハビリテーション病院・こども支援センターに設置している高次脳機能障害支援センターに

おいて、相談支援や普及啓発のほか、関係職員等を対象とした研修会、利用者や入院患者とそ

の家族を対象とした家族教室、調査・研究などを実施します。（再掲）【障害福祉課（管理）】 

・高次脳機能障害支援センターを中心として、関係機関による高次脳機能障害(児)者を支援する

ためのネットワークの構築に努めます。【障害福祉課（管理）】 

 

③ 難病 

・難病患者に対し、障害福祉サービスの制度やその利用について普及啓発に努めます。【障害福祉

課（自立）】 

・難病診療連携拠点病院や協力病院を中心とした入院施設の確保など難病医療体制の整備を図り

ます。また、在宅重症難病患者一時入院事業を実施し、難病患者の在宅療養支援に努めていき

ます。【健康課（感染症・疾病）】 

・【新】難病患者の在宅における療養生活等を支援するため、難病対策地域協議会を設置し、関係

機関との連携強化に努め、よりよい療養支援体制を推進します。【健康課（感染症・疾病）】 

・【新】厚生センターにおいて、難病患者のための医療相談、訪問相談、療養相談会、患者家族の

交流会を実施します。また、地域難病ケア連絡協議会の開催など保健、医療、福祉の連携を強

化します。【健康課（感染症・疾病）】 

・厚生センターや難病相談・支援センターにおける難病患者等に対する相談・支援の充実を図り

ます。（再掲）【健康課（感染症・疾病）】 

・厚生センターや難病相談・支援センターにおいて、難病ボランティアの育成を推進します。【健

康課（感染症・疾病）】 

・難病相談・支援センターにおける講演会や療養相談会の開催、ピアサポーターの養成、就労支

援等を実施します。（再掲）【健康課（感染症・疾病）】 

 

④ その他の障害 

・多様な障害に対してその特性に応じた適切な対応を検討します。【障害福祉課（管理）】 

 

 

３ 障害者施設の整備の方向と施設機能の充実・活用 

 

これまで、施設に入所している障害のある人の地域生活への移行を支援するとともに、グループ

ホームなど地域生活を支援するサービスの整備に努めてきたことから、県内の施設入所者数は減

少してきています。これからも、地域生活を希望する障害のある人が、地域で安心して日常生活

や社会生活を送ることができるよう、相談支援体制をはじめ、障害福祉サービス、ボランティア

活動の充実を図っていく必要があります。 
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その一方、入所施設については、真に入所の継続や新たな入所が必要な障害のある人や障害のあ

る子どもが適切なサービスを利用することができるよう、一定の入所定員の維持を図る必要があ

ります。同時に、多種・多様な専門性を有する地域の資源として、専門的機能を他機関と連携・

協働して障害のある人や障害のある子ども及びその家族を支援し、緊急時や災害時をはじめとし

て安全で安心な地域生活の継続・向上をはかるための包括的なケアの一翼を担うことが期待され

ます。 

さらに、多くの人たちが入所施設で生活していることを鑑み、入所者の生活を支援する職員の確

保や質の向上に努めるとともに、国の検討状況なども踏まえ、障害のある人の高齢化や重度化・

重複化に応じた施設機能の在り方を引き続き検討します。 

 

⑴ 施設整備の基本的な考え方 

・入所施設の整備については、地域の実情を踏まえ、真に必要なものに限定します。【障害福祉課

（自立）】 

・障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、日中活動の場（生活介護事業、就労継続支援事

業、地域活動支援センター等）と、住まいの場（グループホーム）について、バランスに配慮

しつつ計画的に整備を促進します。【障害福祉課（自立）】 

 

⑵ 施設機能の充実と地域生活支援への活用 

・施設入所者の生活の質（QOL）の向上やプライバシーの確保を図るため、施設の小規模化・個室

化を推進するなど、利用者の福祉サービスの充実に努めます。【障害福祉課（自立）】 

・施設利用者の利便性の向上を図るため、介護機器など福祉用具の導入により施設機能の向上に

努めます。【障害福祉課（自立）】 

・施設入所者の高齢化や障害の重度化・重複化に対し、国の検討事項等を踏まえ、施設機能の在

り方等について引き続き検討します。【障害福祉課（自立）】 

・【新】障害の重度化、障害のある人の高齢化や「親亡き後」を見据え、障害のある人の生活を地

域全体で包括的に支えるため、サービス提供事業者の専門性を活用します。【障害福祉課（自立）】 

・障害のある人が地域住民と交流しながら地域で安心して暮らせるよう、障害者支援施設と連携

し、その専門的機能を活用し、障害のある人の地域生活を支援します。【障害福祉課（自立）】 

 

 

４ 質の高いサービスの提供 

 

障害福祉ニーズの多様化に対応し、障害のある人及び障害のある子どもに質の高い障害福祉サー

ビスを提供するには、サービス提供事業者や施設がサービスを多様化させ、質の向上に努めると

ともに、サービスを支える人材の養成・確保や資質の向上を図る必要があります。 

このため、事業者の業務管理体制の監督体制、障害福祉サービス等の情報公開制度への対応、  

サービス提供事業者等によるサービスの自己評価や第三者評価機関等による客観的なサービス評

価を実施します。また、障害のある人や障害のある子どもに対する処遇が適切になされるよう、

サービスに対する苦情解決体制の十分な活用を図ります。 

障害の特性や複合的な悩みに応じたきめ細かなサービスが提供できる障害福祉サービスを支え

る人材の確保を図るほか、専門性を高める研修の充実に努めます。 

また、障害のある人の地域における生活を支援し、安心して日常生活や社会生活を送れるよう、



- 30 - 

 

手話通訳、点訳、要約筆記等の専門的な知識や技術を有する人材の確保・養成、コミュニケー   

ション支援に努めます。 

 

⑴ サービスの質の向上 

① 施設運営の適正化 

・市町村や指定事業者等に対して、研修や指導監査を実施します。【障害福祉課（自立）】 

・障害福祉サービスに関するニーズの把握に努めるとともに、利用するサービスを選択しやすい

よう、適切な情報提供に努めます。【障害福祉課（自立）】 

・【新】個人情報の適切な管理や事業所でのプライバシーの保護を推進します。【障害福祉課（自

立）】 

・利用者の選択の幅が広がるよう、障害福祉サービス事業所の新規参入や新たな分野の開拓を促

すほか、サービス管理責任者等研修や相談支援従事者研修の充実を通じて、サービス提供事業

者をできるだけ多く確保することに努めます。【障害福祉課（自立）】 

 

② 苦情解決機能の充実 

・施設等における苦情解決体制の充実により、サービスの質の向上を促進します。【障害福祉課（自

立）】 

・【新】判断能力が十分でない人に対する福祉サービスの利用援助や、福祉サービスに関する苦情

解決など、利用者の意向、適性、障害の特性に配慮したサービス提供体制の充実を図ります。【障

害福祉課（自立）】 

 

③ 第三者評価の実施促進 

・サービス提供事業者等の自己評価の実施を促進するとともに、第三者による客観的な評価を実

施し、サービスの質の向上を図ります。【厚生企画課】 

・第三者評価機関の調査者研修や評価結果の公表に取り組み、サービスの質の向上に努めます。

【厚生企画課】 

 

⑵ 福祉を支える人材の育成・確保 

① 福祉人材の養成確保 

・障害のある人に対し適切なサービスが提供できるよう、障害の特性等を理解した居宅介護従業

者（ホームヘルパー）を養成するための研修の充実に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・同行援護等のサービス提供体制を強化するため、従業者養成研修の充実に努めます。【障害福祉

課（地域生活）】 

・視覚障害者の意思疎通を支援する点訳奉仕員や朗読奉仕員を養成します。【障害福祉課（地域生

活）】 

・聴覚障害者の意思伝達を円滑にする手話通訳者や、手話取得の困難な中途失聴者や難聴者の意

思伝達手段である要約筆記を行う要約筆記者を養成します。【障害福祉課（地域生活）】 

・盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。【障害福祉課（地域生活）】 

・強度行動障害のある者の特性に応じ、一貫性を持った支援を行うことができる人材を養成しま

す。【障害福祉課（地域生活）】 

・障害のある高齢者等のケアマネジメントを含め、ケアマネジャーの知識・技術等能力及び資質

の向上のための研修を実施します。【高齢福祉課】 
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・海外からの希望のあった技術研修員に対し、障害福祉に関する知識やサービスの習得のための

研修の機会を提供することによって、開発途上国等における福祉人材の養成を支援します。【国

際課】 

 

② 施設等従事者の研修 

・富山県社会福祉協議会において社会福祉事業への従事を希望する者への就業情報等を提供する

とともに、社会福祉事業経営者等に対する研修等を行い福祉人材の確保の支援に努めます。【厚

生企画課】 

・【新】国の見直しに合わせ、障害福祉サービス事業所等において、利用者に対する一連のサービ

ス提供のプロセスを管理するサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の基礎研修、実践

研修、更新研修等を実施します。【障害福祉課（自立）】 

・国の見直しに合わせ、相談支援業務に従事する者の資質の向上と新規従事者の養成を図る相談

支援従事者研修を実施します。【障害福祉課（自立）】 

・介護職員等が安全で適切にたんの吸引等を行うことができるよう、研修の受講を促します。【障

害福祉課（地域生活）】 

・地域で生活する重症心身障害児（者）の支援のため、医療的ケア児等を含む重症心身障害児（者）

に対応できる生活介護事業所等の職員を養成します。（再掲）【障害福祉課（地域生活）】 

・障害支援区分に基づく支給決定事務が客観的かつ公平・公正に実施されるよう、認定調査員等

に関する研修を実施します。【障害福祉課（自立）】 

・障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応を図るために必要な人材を育成します。【障害福

祉課（管理）】 

 

③ 「とやま福祉人材確保緊急プロジェクト」の推進 

・富山県福祉人材確保対策会議を中心として、福祉人材確保に関するより効果的な方策を検討し

ます。【厚生企画課】 

・【新】「社会に学ぶ『14 歳の挑戦』」による福祉職場体験や中高生への出前講座、高校生の介護

体験学習、インターンシップ等により、小中高校や介護福祉士養成校、福祉施設等と連携した

若者の参入を促進します。【厚生企画課】 

・介護人材の裾野を広げるため、介護サポーター（助手）やボランティア等の育成を図ります。

【厚生企画課】 

・介護福祉士、社会福祉士の資格取得を目指す学生に対して修学資金の貸与を行うなど、専門的

職員の養成・確保に努めます。【厚生企画課】 

・潜在的な介護人材の掘り起こしや富山県健康・福祉人材センターにおけるマッチング強化、福

祉職場説明会の開催等により、就業を支援します。【厚生企画課】 

・施設職員への研修や処遇向上により、離職を防ぎ、職場への定着を図ります。【厚生企画課】 

・介護職場でがんばっている中堅職員の表彰や新任職員の合同入所式等により、職員の職場定着

を支援します。【厚生企画課】 
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Ⅲ 質の高い保健・医療体制の確立 

 

  障害のある人が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよ

う地域医療体制等の充実を図るとともに、障害の原因となる疾病の予防・治療、

精神保健・医療体制の整備、保健・医療人材の育成・確保などを着実に進めます。 

 

 

１ 保健・医療施策の充実 

 

障害のある人及び障害のある子どもに対する適切な保健サービス、医療、リハビリテーションの

提供は、障害のある人及び障害のある子どもが安心して地域生活を送る上で欠くことができない

ものです。また、障害の原因となる疾病等の早期の予防や治療、障害の早期発見のために、適切

な保健、医療サービスを提供していく必要があります。 

障害の原因となる疾病等の早期の予防や治療、障害の早期発見のために、妊娠期から乳幼児期、

小児期にわたる健康診査や相談・指導を充実するなど母子保健対策を推進するとともに、ライフ

ステージに応じた健康管理や疾病予防を行うなど、保健対策を推進します。 

また、人工呼吸器等を装着している等の医療的ケアを要する障害のある子どもをはじめ、心身の

状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援が必要な障害のある人及び障害のある子どもに対

する在宅医療の体制整備等を推進し、医療、医療的リハビリテーションを充実するとともに、健

康診査、相談体制の充実や、リハビリテーションをより身近な地域で受けられるような体制の整

備を進めます。 

さらに、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などリハビリ関係者、医療・保健従事者、専門職

の確保や資質の向上を図ります。 

また、心の健康の問題では、精神障害に関する正しい知識の普及や精神医療提供体制の整備を図

る必要があります。このため、心の健康づくりのための各種の施策を推進するとともに、精神障

害の予防や早期発見、早期治療の促進や医療連携体制の構築、適切な保健・医療の確保を図りま

す。また、高齢化に伴う認知症や若年性の認知症に対する施策を進めます。 

 

⑴ 障害の原因となる疾病の予防・早期発見 

① 母子保健対策の推進 

・妊産婦の健康の保持・増進を図るため、医療機関との連携を強化して健康診査、訪問、相談指

導等を効果的に推進します。【健康課（母子・歯科）】 

・妊婦に対する切迫早産等妊娠中の異常の予防に関する知識の啓発普及や、保健医療関係者に対

する妊娠・出産の安全性の確保、適切な母体搬送の定着を目的とした講習会を実施するなど、

周産期保健医療体制を強化します。【健康課（母子・歯科）】 

・母体や胎児に影響を及ぼす妊娠高血圧症候群や糖尿病などを対象に、妊産婦の医療費の公費負

担を行います。【健康課（母子・歯科）】 

・新生児死亡及び心身障害を予防するため、専門的高度医療を提供する周産期母子医療センター

等の機能を充実するとともに、同センターを拠点とした周産期保健医療連携体制を充実します。

【健康課（母子・歯科）】 
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・総合周産期母子医療センターや各地域の病院、診療所などの関連施設の相互の連携、これらの

施設と母子保健事業を行う厚生センターや市町村との連携の推進に努めます。【健康課（母子・

歯科）】 

・先天性疾病の早期発見・早期対応のため、先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査等のマス・

スクリーニングを推進するとともに、関係機関の連携による支援体制の充実を図ります。【健康

課（母子・歯科）】 

・市町村と連携しながら、未熟児や重症な疾患で医療機関との連携が必要な乳幼児への養育支援

の充実に努めるとともに、周産期地域連携ネットワーク事業などにより、医療機関との連携体

制の強化を図ります。【健康課（母子・歯科）】 

・乳幼児の訪問や健康診査及び相談等を通して、心身障害児や心身の発達に支援が必要な乳幼児

とその保護者に対し、疾病や障害の早期発見や早期対応及び合併症や二次障害の予防に努めま

す。また、相談支援技術向上など関係者の資質向上や、関係機関との連携を強化し、支援体制

の充実を図ります。【健康課（母子・歯科）】 

・慢性疾患など長期療養児の相談や地域相談支援体制の充実に努めます。【健康課（母子・歯科）】 

・母子保健推進員など地域組織を一層強化して、地域ぐるみの支援体制の充実を図ります。【健康

課（母子・歯科）】 

 

② 成人保健対策の推進 

・健康増進法に基づく健康教育、健康相談等の保健事業を推進し、壮年期からの疾病予防や健康

管理を行います。【健康課（がん対策）】 

・「富山県健康増進計画（第２次）」に基づき各種施策を推進し、「健康寿命の延伸」を基本目標と

した健康づくり、望ましい生活習慣の確立及び生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底等に

努めます。【健康課（健康増進）】 

・高齢者の介護予防や認知症予防のための施策を推進します。【高齢福祉課】 

 

⑵ 保健・医療体制の充実 

① 障害のある人に対する医療 

・救急医療体制の整備や救急医療情報システムの適切な運営により、救急医療への対応を一層充

実します。【医務課】 

・地域の医療機関で歯科診療を受けることが困難な障害のある人に対して、富山県歯科保健医療

総合センターにおいて歯科診療を行います。【医務課】 

・在宅で必要に応じた適切な医療が２４時間・３６５日受けられるよう、在宅医療を行う開業医

グループ等への支援や訪問看護の充実など、在宅医療の体制整備に努めます。【高齢福祉課】 

・在宅療養者が安心して療養が続けられるよう、医師・看護師など医療関係者とケアマネジャー、

ホームヘルパーなど介護関係者が連携して、医療・介護サービスを提供できる体制整備の推進

に努めます。【高齢福祉課】 

・【新】医療的ケアを必要とする小児への在宅医療に取り組む人材の育成を支援します。【医務課】 

・（公財）富山県移植推進財団及び（公財）富山県アイバンクにおける腎臓及び眼球の提供登録や

臓器提供意思表示カード（ドナーカード）の普及啓発による臓器移植などを推進します。【医務

課】 

・障害のある人が必要な医療サービスを受けられるよう、自立支援医療制度や公費負担医療制度、

重度心身障害者等に対する医療費助成制度の普及と適切な運用を図ります。【障害福祉課（管理、
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自立）、高齢福祉課】 

・インターネットを通じて医療機関に関する多様な情報を提供する「とやま医療情報ガイド」に

おいて、車椅子への対応、聴覚障害者への配慮等の情報を提供します。【医務課】 

 

② 障害のある人に対する適切な保健サービス 

・厚生センターにおいて、主に精神障害者や難病患者を対象にしている保健・福祉サービス調整

推進事業の活動の充実を図ります。【健康課】 

・厚生センターにおいて、難病患者のための医療相談、訪問相談、療育相談会、患者家族の交流

会を実施します。【健康課（感染症・疾病）】 

・二次障害や合併症を予防し障害の軽減を図るとともに、障害のある人や家族が充分な理解と納

得（インフォームドコンセント）が得られるよう、疾病についての知識、日常生活における留

意事項などの普及に努めます。【医務課】 

・厚生センターで、保健・医療・福祉関係機関のネットワークづくりを支援します。【医務課】 

・障害児・者歯科医療ネットワーク（障害（児）者が身近な医療機関で歯科受診を受けることが

でき、また、必要に応じてより専門的な歯科医療を受けることができる体制）により歯科医療

の提供を推進します。【健康課（母子・歯科）】 

・障害（児）者を対象とする歯科健診や保健指導の導入を検討するとともに、施設職員等を対象

に歯科保健に関する研修を行います。【健康課（母子・歯科）】 

・障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組みを促進します。【健

康課（母子・歯科）】 

・難病診療連携拠点病院や協力病院を中心とした入院施設の確保など難病医療体制の整備を図り

ます。また、在宅重症難病患者一時入院事業を実施し、難病患者の在宅療養支援に努めていき

ます。（再掲）【健康課（感染症・疾病）】 

・難病相談・支援センターにおいて、講演会や療養相談会の開催、ピアサポーターの養成、就労

支援等を実施します。（再掲）【健康課（感染症・疾病）】 

・厚生センターで精神保健福祉相談や訪問指導、家族や障害のある人本人を対象とした教室等を

実施します。【健康課（精神保健）】 

 

③ 専門職種の確保 

・医師、歯科医師の臨床研修制度の推進により、医療従事者の資質の向上を図ります。【医務課】 

・訪問看護の進展等による看護職員の需要増に対して、訪問看護師養成講習会や訪問看護に関す

る相談事業及び支援事業を実施し、看護職員の確保を図ります。【医務課】 

 

⑶ リハビリテーション提供体制の充実 

・急性期から回復期、維持期（生活期）に至るまで、患者の症状に応じたリハビリテーションを

行う体制の充実を図ります。【医務課、健康課（がん対策）】 

・【新】一般病床、療養病床から回復期リハビリテーション病床への転換を支援します。【医務課】 

・県リハビリテーション支援センター（富山県リハビリテーション病院・こども支援センター）、

地域リハビリテーション広域支援センター（６病院）、厚生センター・富山市保健所、富山県医

師会、市町村、訪問看護ステーション、地域包括支援センターなどとの連携により、地域リハ

ビリテーション事業の推進を図ります。併せて、地域リハビリテーション体制の整備や支援体

制の充実に努めます。【健康課（がん対策）、高齢福祉課】 
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・リハビリ関係技術者及び生活習慣病予防対策に関わる医療・保健福祉従事者の各種研修を実施

するなど資質の向上を図ります。【健康課（がん対策）】 

・【新】リハビリテーション病院・こども支援センターを本県のリハビリテーション医療の推進拠

点として機能の充実・強化を図り、県全体のリハビリテーション医療水準の底上げと地域リハ

ビリテーションの推進を図ります。【障害福祉課（管理係）】 

・【新】リハビリテーション病院・こども支援センターにおいて、入退院支援から在宅生活までの

一貫した相談を行うほか、訪問看護や訪問リハビリテーション等の在宅サービスを提供するな

ど、退院後の地域生活を支援します。【障害福祉課（管理係）】 

 

⑷ 精神保健・医療施策の推進 

① 心の健康づくり 

・【新】心の健康センターを中心とした、こころの健康に関する相談体制等の充実や、市町村や関

係機関と連携したひきこもり対策の強化、自殺防止対策の充実、依存症の相談拠点の整備や民

間団体の活動支援などによる支援体制を充実します。（再掲）【健康課（精神保健）、心の健康セ

ンター】 

・【新】精神障害のある人の生活実態やニーズを踏まえた、こころの健康づくりに資する施策を推

進します。【健康課（精神保健）、心の健康センター】 

・様々なストレスについて、関係機関とも連携しながら、包括的な支援を行い、メンタルヘルス

対策に努めます。【健康課（精神保健）、心の健康センター】 

・【新】市町村や相談機関、関係団体と連携した普及啓発や相談支援体制の充実、若者の自殺対策、

企業等への取組への支援、市町村の自殺対策への支援や人材育成など、総合的な自殺防止対策

を推進します。【健康課（精神保健）】 

・近年増加傾向にあり、自殺とも関連が深いとされるうつ病について、その対策の充実に努めま

す。【健康課（精神保健）】 

・自殺未遂者・自殺遺族等のケアに関する知識の普及を図ります。【健康課（精神保健）、心の健

康センター】 

 

② 精神医療の充実 

・統合失調症やうつ病などによる精神障害の早期発見・早期治療を促進するとともに、自立支援

医療費制度の活用により在宅患者の治療を支援します。【健康課（精神保健）、心の健康センタ

ー】 

・休日や夜間の精神障害の急性発症や急性期症状に対応し、適切な医療の確保を図るため、精神

科救急医療体制の維持・充実に努めます。【健康課（精神保健）】 

・精神科医療に関する緊急の相談に２４時間対応する「精神科救急情報センター」の円滑な運用・

充実を図ります。（再掲）【健康課（精神保健）】 

・【新】ピア・フレンズ養成・派遣事業、多職種チームによる訪問支援等により精神障害者が住み

慣れた地域で安心して生活を送れるよう、支援体制を整備するよう努めます。（再掲）【健康課

（精神保健）】 

・精神医療審査会等の適切な運営を通じて、入院中の者に対する適正な医療及び処遇の確保を図

ります。【健康課（精神保健）、心の健康センター】 

・心の健康センターを中心に市町村、医療機関、厚生センターと連携して、精神保健福祉に関す

る普及啓発・相談指導、調査研究の充実を図ります。【健康課（精神保健）、心の健康センター】 
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・かかりつけ医のうつ病や依存症の対応力の向上を図るため研修会を実施するよう努めます。【健

康課（精神保健）】 

 

③ 認知症対策の充実 

・認知症に関する正しい知識の普及・啓発を図り、認知症の早期発見・早期対応の促進に努めま

す。【高齢福祉課】 

・厚生センター等において、認知症に関する相談指導を行うほか、訪問指導、家族支援等の充実

に努めます。【高齢福祉課】 

・より身近な市町村や地域包括支援センターにおける認知症相談の充実に努めます。【高齢福祉課】 

・かかりつけ医や病院の医師、歯科医師、薬剤師、看護師等医療従事者の認知症対応力の向上を

図るため、認知症サポート医による研修等を実施します。【高齢福祉課】 

・認知症介護に携わる職員の資質向上のため、指導者の養成や認知症介護の実践研修等を行いま

す。【高齢福祉課】 

・地域における認知症高齢者とその家族を支援するため、認知症サポーターの養成などによる認

知症の正しい知識の普及・啓発や、地域関係者による見守り隊等ネットワークづくりを推進し

ます。【高齢福祉課】 

・保健、医療、福祉、雇用などの地域関係機関等によるネットワークづくりを推進し、認知症を

有する者の状況に応じた支援体制の充実に努めます。【高齢福祉課】 

 

⑸  保健・医療を支える人材の育成・確保 

・【新】医療的ケアを必要とする小児への在宅医療に取り組む人材の育成を支援します。（再掲）

【医務課】 

・医師、歯科医師の臨床研修制度の推進により、医療従事者の資質の向上を図ります。（再掲）【医

務課】 

・訪問看護の進展等による看護職員の需要増に対して、訪問看護師養成講習会や訪問看護に関す

る相談事業及び支援事業を実施し、看護職員の確保を図ります。（再掲）【医務課】 

・リハビリ関係技術者及び生活習慣病予防対策に関わる医療・保健福祉従事者の各種研修を実施

するなど資質の向上を図ります。（再掲）【健康課（がん対策）】 

・精神障害者が地域生活に移行できるよう、保健・医療・福祉分野の従事者のほか、メンタルヘ

ルスサポーター、ピア・フレンズなど、地域生活を支援する人材の育成や資質の向上を行い、

地域における受入れ基盤の拡充を促進します。【健康課（精神保健）、心の健康センター】 

・厚生センターにおいて、保健医療福祉関係者、精神障害者家族等に対し、メンタルヘルスの理

解を深める研修を実施します。【健康課（精神保健）】 

・かかりつけ医のうつ病や依存症の対応力の向上を図るため研修会を実施するよう努めます。（再

掲）【健康課（精神保健）】 

・かかりつけ医や病院の医師、歯科医師、薬剤師、看護師等医療従事者の認知症対応力の向上を

図るため、認知症サポート医による研修等を実施します。（再掲）【高齢福祉課】 

・認知症介護に携わる職員の資質向上のため、指導者の養成や認知症介護の実践研修等を行いま

す。（再掲）【高齢福祉課】 
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Ⅳ 個性を尊重し社会参加を促進する支援の充実 

 

  障害のある子ども一人ひとりの自立と社会参加の実現を目指し、個別の教育的

ニーズに応じた切れ目のない一貫した教育や療育を行います。また、障害のある

人が地域で質の高い自立した生活を営み、適性に応じて能力を十分に発揮するこ

とができるよう雇用・就労の促進に取り組むとともに、自らの可能性を追求し、

豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて、学習活動、スポーツや芸術・

文化等に親しむ機会の充実に努めます。 

 

 

 

１ 障害のある子どもの教育・育成の充実 

 

障害のある子どもの能力や可能性を最大限に伸ばし、子ども一人ひとりの自立と社会参加を実現

するためには、家庭や地域、専門家や支援団体等のほか、教育・保健・医療・福祉・労働等の各

分野が連携し、個別の教育的ニーズや障害の特性に応じたきめ細かな支援を、乳幼児期から成人

期まで切れ目なく一貫して行うことが重要です。 

そのため、個別の教育的ニーズに応じた適切な指導・支援を提供し、引き継いでいくための多様

で柔軟な仕組みの整備に努めます。また、共生社会の実現に向けて、インクルーシブ教育システ

ムの理念に基づき、合理的配慮の提供等の充実を図るなど、特別支援教育を着実に進めます。 

 

 

⑴ インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進 

・障害の有無によって分け隔てられることなく、県民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会

の実現に向け、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重

し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成

を行うことを原則として就学先が決定できるよう、市町村教育委員会を支援します。【県立学校

課】 

・【新】専門家等の指導助言により、一人一人の教育的ニーズに応じた質の高い合理的配慮を提供

するよう努めます。【県立学校課】 

・特別な教育的ニーズのある子どもに、適切な指導を提供できるよう、通常の学級、通級による

指導、特別支援学級、特別支援学校という連続性のある「多様な学びの場」を提供し、それぞ

れの充実を図ります。【県立学校課】 

・特別支援教育に関する校内委員会の充実を図るとともに、一人一人の教育的ニーズに応じて適

切な教育的支援を行うために「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を作成・活用し、

校種間の連携を推進します。【県立学校課】 

・小・中学校・高等学校等における発達障害を含む障害のある児童生徒への理解啓発を図るとと

もに、巡回指導員等による小・中学校・高等学校等の教員への研修を行い、校内の支援体制を

整備します。【県立学校課】 

・幼・小・中学校に在籍する発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の学校（園）生活を支援す
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るため、市町村が配置するスタディ・メイト（特別支援教育支援員）の養成・資質向上を支援

します。【県立学校課】 

・特別支援学校における理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門家を活用した研修による

専門性の向上や地域の小･中学校等に対するセンター的機能の充実を図ります。【県立学校課】 

・特別支援学校に医療的ケアを必要とする児童生徒の教育の充実を図るため、看護師を配置して

医療的ケアを実施します。【県立学校課】 

・家庭や地域、専門家、支援団体等や関係機関等との連携などによる、特別支援学校における社

会に開かれた教育課程を実施します。【県立学校課】 

・障害のある子どもと、障害のない子どもや地域の人々が、計画的な交流及び共同学習を行うな

ど、互いの違いを認め合い、尊重し合う心を育てる教育をとおして、心のバリアフリーを推進

します。（再掲）【県立学校課】 

・教育職員免許法認定講習の実施等により、特別支援学校における教員の特別支援学校教諭免許

状の保有率向上を図るなど、特別支援教育担当教員の指導力の向上と専門性を高めるため取組

みを推進します。【教職員課、県立学校課】 

・障害のある幼児児童生徒の就学のために必要な諸経費を支援します。【県立学校課、企画調整室】 

・高等教育機関（大学・短大等）に通学する障害のある人が適切に教育を受けることができるよ

う必要な支援に努めます。【企画調整室】 

・卒業後の職業的自立のため、特別支援学校における職業教育を充実するとともに、事業所や公

共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等との連携を強化します。

【県立学校課】 

・【新】教育内容の充実のため、教材やＩＣＴ機器の整備を図るとともにＩＣＴ機器を活用した効

果的な授業を一層推進します。【県立学校課】 

・「富山県学校施設長寿命化計画」に基づき、特別支援学校を含めた県立学校の改修等を順次実施

します。【教育企画課】 

・身体に障害のある生徒を高等学校に受け入れるため、トイレの洋式化や手すり等を設置・改修

するなど、ユニバーサルデザイン化を進めるとともに、校舎の改善を図ります。【教育企画課】 

・遠距離通学や障害のため通学が困難な児童生徒の通学の便及び安全確保のため、特別支援学校

の通学用バスの運行や介助員配置など通学環境の充実に努めます。【県立学校課】 

 

⑵ 一貫した教育相談体制と生涯学習の推進 

① 就学前からの教育支援体制の充実 

・障害のある幼児児童生徒に最もふさわしい教育を推進するため、就学相談や教育相談体制を充

実します。【県立学校課】 

・障害のある幼児児童生徒や保護者に最も適切な教育機関・教育内容に関する情報を提供するた

め、特別支援学校等において学校見学会や就学についての相談等を実施します。【県立学校課】 

・総合教育センター教育相談部を中心とした特別支援教育の相談機能・体制を充実します。【県立

学校課】 

 

② 生涯学習の推進 

・各種教養講座、講演会等について、点字広報、声の広報等により開催情報を提供するとともに、

開催会場のバリアフリー化に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・各種講演会等へ手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の派遣を推進し、聴覚
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障害者及び盲ろう者の学習活動を支援します。【障害福祉課（地域生活）】 

・障害のある人の図書の利用を促進するため、図書館内の車椅子優先席を充実するほか、広域的

な相互貸借の促進や図書の郵送貸出制度の普及を図ります。【生涯学習・文化財室】 

・点字図書、朗読図書及び字幕（手話）入りビデオライブラリーの提供サービスを充実します。

【障害福祉課（地域生活）】 

 

⑶ 地域療育体制の整備 

① 就学前からの教育支援体制の充実 

・乳幼児期からの各種健康診査、訪問指導、育児相談等を充実するとともに、厚生センター、市

町村、児童相談所、発達障害者支援センター、保育所、障害児施設及び医療機関の連携を強化

して、障害のある子どもやその保護者に対する早期からの継続的な療育支援体制や相談支援体

制の充実に努めます。【障害福祉課（地域生活）、健康課（母子・歯科）】 

・障害児等療育支援事業により、家庭訪問や外来による療育相談、指導等を行い、市町村と連携

しながら、在宅の障害のある人や子どもの地域生活を支援します。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】医療的ケア児等に対する医療、福祉、保健等の関係機関による支援体制の構築を図ります。

【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】医療的ケア児等の入退院等に係る利用調整など関連分野の支援等を調整するコーディネー

ターの配置の促進に努めます。【障害福祉課（地域生活）】 

・在宅重症心身障害児（者）の家庭への訪問指導や訪問診査を行うとともに、児童相談所等にお

いて療育等各種相談、情報提供を行います。【障害福祉課（地域生活）】 

・児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援及び障害者総合

支援法に基づく居宅介護、短期入所、日中一時支援、日常生活用具等の提供など、障害のある

子どもが身近な地域で必要な支援が受けられるよう体制の整備を図ります。【障害福祉課（地域

生活）】 

・【新】児童発達支援センターにおいて、障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の

強化を図った上で、地域における中核的な支援施設として位置づけ、障害児通所支援等を実施

する事業所と緊密な連携を図り、重層的な障害児通所支援の体制整備を図ります。【障害福祉課

（地域生活）】 

・【新】障害のある子どもの放課後等の遊びや生活の場を設ける「障害児わくわく子育て支援事業」

を推進します。【障害福祉課（地域生活）】 

・地域で生活する重症心身障害児（者）の支援のため、医療的ケア児等を含む重症心身障害児（者）

に対応できる生活介護事業所等の職員を養成します。【障害福祉課（地域生活）】 

・地域の幼稚園・保育所が受け入れ可能な障害のある子どもの入園・入所を支援するとともに、

職員に対する研修を実施します。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】障害者総合支援法の対象とならない軽度・中等度難聴児を対象に、補聴器の購入費に対し

て補助することにより、補聴器の装用を促し、言語の習得や社会性の向上を図ります。【障害福

祉課（地域生活）】 

 

② 福祉施設等における療育機能の充実 

・施設職員等関係職員に対し専門研修の実施や療育等に関する情報提供等を行い、職員の資質の

向上を図ります。【障害福祉課（地域生活）】 

・リハビリテーション病院・こども支援センターにおいて、他職種との連携によるチーム医療体
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制により重症児等への対応力を強化するとともに、短期入所や通所サービスなど、重症児の在

宅支援機能を強化します。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】身近な地域で必要な支援を受けられるよう、重症心身障害児者等の受入施設への支援を行

います。【障害福祉課（地域生活）】 

・【新】障害児入所施設において、専門的機能や地域支援機能の強化を図ります。【障害福祉課（地

域生活）】 

・【新】障害児通所支援事業所及び障害児入所施設において、障害のある子どもに対し質の高い専

門的な発達支援を行う施設として、支援の質の向上と支援内容の適正化を図ります。【障害福祉

課（地域生活）】 

 

 

２ 雇用・就労の促進 

 

障害のある人が、経済的に自立し地域で質の高い生活を営むためには、就労する（働く）ことが

重要であり、社会活動への参加や自己実現にもつながります。働く意欲のある障害のある人が、

その適性に応じて能力を発揮することができるよう、雇用・就労の促進のための支援が必要です。 

本県では、雇用障害者数は年々増加しており、障害のある人の法定雇用率を達成している企業の

割合は全国平均を上回っているものの、未だ４割以上の企業が法定雇用率を達成していません。

2018年度から、障害者法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加えられ、法定雇用率も引き上げら

れたことなどを踏まえ、多くの障害のある人が企業等に就職し、職場に定着できるよう、国（富

山労働局、各ハローワーク）をはじめとする関係機関との連携により、事業主等の障害者雇用に

対する理解を深め、障害のある人の就業機会の拡大や職場定着への支援を促進します。 

また、企業等に雇用されることが困難な障害のある人の福祉的就労の充実と、多様な就労の場の

確保等による工賃水準の向上に取り組みます。 

 

⑴ 障害のある人の雇用促進、就労支援 

① 職業能力の開発 

・職業能力開発校（県技術専門学院）において、障害のある人が職業訓練を受講しやすい環境づ

くりに努めるとともに、民間の企業等を活用した障害のある人の態様に応じた多様な委託訓練

を実施するなど、職業能力開発における機会の拡充を図ります。【労働政策課】 

・富山県障害者技能競技大会の開催を支援し、技能労働者として社会に参加する自信と誇りを持

ってもらえるよう、障害のある人に対する社会の理解と認識を高め、雇用の促進と地位の向上

に努めます。【労働政策課】 

・障害のある人の職業能力の向上を図るとともに、その雇用の促進を図るため、全国障害者技能

競技大会（アビリンピック）への参加を奨励するとともに、上位入賞者に対する表彰を行いま

す。【労働政策課】 

・国の障害者人材開発促進旬間（１１月上旬）に、報道機関等と連携し、障害のある人に対する

職業訓練等の紹介を行い、障害のある人の職業能力開発の啓発を促進します。【労働政策課】 
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② 雇用の促進 

・身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病など、それぞれの障害特性に応じた就労支援

をきめ細かく実施するため、障害のある人の就労支援機関や医療機関、発達障害者支援センタ

ー、難病相談・支援センターなどとの連携を強化します。【健康課、労働政策課】 

・９月の「障害者雇用支援月間」に、優良事業所や優秀勤労障害者に対する表彰等を実施するな

ど、障害者雇用に関する理解を深めるための普及・啓発活動を推進します。【労働政策課】 

・富山県知的・精神障害者雇用奨励金や障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金、税制上の優

遇措置等の周知と活用の促進を図ります。【労働政策課】 

・法定雇用率未達成企業の割合が高い中小企業の経営者等を対象として、障害者雇用に際しての

配慮すべき点や、優良企業の事例紹介・見学会等を内容とする実務講座を開催します。【労働政

策課】 

・障害者雇用率が高いなど、障害のある人の雇用に積極的に取り組む企業を県が認証し、その取

組み等をホームページで紹介する制度を実施します。【労働政策課】 

・【新】身体、知的障害のみならず精神、発達障害など障害特性に応じ、例えば定着支援を強化す

るなど就労支援の実施による障害のある人の雇用率を引き上げます。【労働政策課】 

・【新】障害のある人と企業の交流会の実施などネットワーク形成による就労を支援します。【労

働政策課】 

・一般就労への移行を促進するため、障害者就業・生活支援センターを活用し、民間企業等にお

いて短期の職場実習を行う「障害者チャレンジトレーニング事業」を推進します。【労働政策課】 

・医療機関や協力事業所等の関係機関と連携し、精神障害者の社会的自立と社会復帰を援助する

ための精神障害者社会適応訓練事業を推進します。（再掲）【健康課（精神保健）】 

・県の物品等の発注において、障害のある人を多数雇用する事業所や障害者就労施設等に対する

優遇措置を実施します。【障害福祉課（自立）】 

・障害のある人を一定期間試行雇用（トライアル雇用）する制度を広く周知し、障害のある人の

円滑な常用雇用への移行を支援します。【労働政策課】 

・就労を希望する障害のある人と求人企業が一堂に会する「障害者合同企業面接会」を開催し、

障害のある人と企業の効果的なマッチングに取り組みます。【労働政策課】 

・県が配置する障害者雇用推進員の企業訪問により、国や県の障害者雇用施策等を周知するとと

もに、収集した障害者雇用の好事例をホームページ等で提供します。【労働政策課】 

・障害のある人の能力や障害の特性に応じた多様な雇用・就業形態がとれるよう、短時間勤務や

ＩＴの活用などによる在宅勤務等について事業主の理解の促進に努めます。【労働政策課】 

・福祉の分野においてＮＰＯ法人等が行う地域貢献型事業（コミュニティビジネス）に対して融

資等の支援をします。【経営支援課】 

・障害者雇用の大きな受け皿となり得る特例子会社制度の積極的な周知・啓発を図ります。【労働

政策課】 

・特別支援学校と事業所や関係機関が連携し、高等部生徒の就業体験を推進し、雇用の促進を図

るとともに、特別支援学校就労コーディネーターや障害者就労サポーターの配置による職場開

拓や定着支援など、高等特別支援学校等における障害の状態に応じた就労支援の充実を図りま

す。【県立学校課】 

・特別支援学校の高等部生徒に、社会と仕事に対する理解を深めてもらうため、県庁における職

場体験の受入れを実施します。【労働政策課】 

・障害者雇用促進法に基づき、引き続き、県及び県教育委員会における障害者雇用の促進を図り
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ます。【人事課、教職員課】 

・障害者雇用促進法で規定された、雇用分野における障害のある人に対する差別禁止及び障害の

ある人が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）につい

て、企業の理解が促進されるよう周知を図ります。（再掲）【障害福祉課（自立）、労働政策課】 

 

③ 総合的な就労支援 

・障害者就業・生活支援センターに障害のある人の職業的自立を支援する専任職員を配置し、個々

の障害の特性に応じた訓練・指導を通じて就業と日常生活の両面から支援します。【労働政策課、

障害福祉課（自立）】 

・障害のある人が職場に円滑に適応し、安定した職業生活を送れるよう、ジョブコーチ（職場適

応援助者）の活用を推進します。【労働政策課】 

・事業主による職業生活相談体制の整備や、事業所内での「障害者職場定着推進チーム」の設置

を促進し、障害のある人の職場定着を図ります。【労働政策課】 

 

⑵  福祉的就労の充実 

① 就労継続新事業所等の設置促進 

・就労継続支援事業所等の設置を促進するため、施設整備等に対して支援します。【障害福祉課（自

立）】 

 

② 工賃向上の支援 

・「富山県工賃向上支援計画」に基づき、自主製品の創出や経営ノウハウの導入、農福連携などに

よる新たな就労分野の開拓などを支援する事業の実施により、工賃向上に取り組む障害者就労

支援事業所を支援します。【障害福祉課（自立）】 

・障害者就労施設等の製品を紹介している WEB サイト「トナリネ」や「ハーティとやま」、「農福

連携マルシェ」等のイベントを通じて販売することにより、製品の販路の確保、拡大に努めま

す。【障害福祉課（自立）】 

・「障害者優先調達推進法」に基づいて調達方針を毎年作成し、政策目的随意契約制度を活用し、

障害者就労施設等からの優先的発注に努めます。【障害福祉課（自立）】 

・【新】リハビリテーション・こども支援センターに、障害のある人の就労や県民との交流の場と

なる飲食スペースを整備し、就労訓練や工賃向上、障害や障害のある方への理解促進に繋げま

す。【障害福祉課（管理）】 

 

 

３ 社会参加活動の推進 

 

障害のある人がスポーツや芸術・文化活動など様々な社会活動に参加することは、心身の発達や

健康の維持増進だけでなく、人生を豊かでうるおいのあるものとし、日々の生活の中に喜びや生

きがいを見出すなど、生活の質を高めることにもつながります。また、障害のある人とない人が

スポーツや芸術・文化活動において交流することは、障害や障害のある人に対する県民の理解が

深まることが期待されます。また、2020年に開催される東京パラリンピック競技会は、障害のあ

る選手が繰り広げる圧倒的なパフォーマンスを直に目にする絶好の機会であり、障害者スポーツ

の裾野の拡大と、障害や心のバリアフリーへの理解を促進が期待されます。 
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このため、障害のある人が日常的にスポーツや芸術・文化に親しみ参加できるよう、障害のある

人のスポーツや芸術・文化活動の振興を図るほか、各種生活訓練等を行う社会参加促進事業の推

進により、障害のある人の生活能力の向上や生活の幅を広げるよう支援します。 

 

 

⑴ スポーツ活動の振興 

・関係機関・団体と連携し、障害者スポーツへの理解と認識の拡大を図るとともに、障害のある

人もない人も、共に障害者スポーツ体験イベントやスポーツ教室、大会等に参加できる機会の

充実に努め、相互理解と交流を促進します。【障害福祉課（管理）、スポーツ振興課】 

・【新】県民の健康づくりを推進するウォーキングイベントや富山マラソン、湾岸サイクリングな

ど、市町村やスポーツ関係団体との連携による年齢や障害の有無等にかかわらず、気軽にスポ

ーツ活動に参加できる機会づくりを推進します。【スポーツ振興課】 

・障害のある人のスポーツ人口の拡大や競技水準の向上を図るため、スポーツに関する情報提供、

各種スポーツ教室の実施、用具の貸与等や、富山県障害者スポーツ大会の開催など、障害者ス

ポーツの普及促進に努めます。【障害福祉課（管理）】 

・【新】福祉施設等の児童、生徒のプロスポーツ観戦を無料招待する事業に対する支援に努めます。

【スポーツ振興課】 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機に、より多くの県民や企業等に

幅広くの障害者スポーツに対する理解を深めるための啓発等に努めます。【障害福祉課（管理）】 

・2020年東京パラリンピック競技大会への参加を目指し、競技性の高い障害者スポーツにおける

アスリートの育成強化を図るため、全国障害者スポーツ大会等への選手派遣等を奨励し、また、

世界水準の選手の国際的なスポーツ大会への参加を支援します。【障害福祉課（管理）】 

・障害者スポーツ指導員や障害者スポーツ審判員を養成するとともに、資質の向上を図ります。

【障害福祉課（管理）】 

・精神障害者レクリエーション大会や精神障害者スポーツ大会の開催について支援します。【健康

課（精神保健）】 

・障害者スポーツクラブやＮＰＯ法人等、民間団体が主催する障害のある人のためのスポーツ大

会に対して支援します。【障害福祉課（管理）】 

・【新】子どもや若者、高齢者、障害のある人など幅広い県民が楽しめる文化スポーツ施設の整備

等によるスポーツ環境の充実に努めます。【スポーツ振興課】 

・県立体育施設利用料等の障害のある人に対する減免措置制度の周知に努めます。【障害福祉課（管

理）】 

 

⑵ 文化芸術活動等の振興 

・【新】富山県障害者芸術活動支援センターによるアール・ブリュットなど芸術文化に関する相談

支援や情報提供、人材育成、発表の機会、住民の参加機会の確保、関係者によるネットワーク

の構築等を図ります。【障害福祉課（地域生活）】 

・障害者施設における芸術文化・レクリエーション活動を推進するとともに、施設が地域におけ

る芸術文化・レクリエーション活動の拠点となるよう支援します。【障害福祉課（地域生活）】 

・障害者団体による芸術作品展の開催等、障害のある人の主体的な芸術文化活動を支援します。

【障害福祉課（地域生活）】 
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・こころの健康フェスティバルにおいて精神障害者の作品を展示するなど、精神障害者の文化活

動の発表の場を提供します。【健康課（精神保健）】 

・県立施設観覧料等の障害のある人に対する減免措置制度の周知に努めます。【文化振興課】 

 

 

⑶ 社会参加活動事業等の推進 

・障害のある人の自立と社会参加を促進するため、地域生活支援事業を活用してスポーツ・レク

リエーション教室の開催や文化芸術活動の振興などの社会参加支援に取り組むよう、市町村に

働きかけます。【障害福祉課（地域生活）】 

・身体障害者の自動車運転免許取得を促進するため、県内全ての指定自動車教習所で身体障害者

用教習車を用いた教習が可能な体制を整備します。【障害福祉課（管理）】 
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第３編 計画の推進体制 

 

１ 障害保健福祉圏域 

障害のある人は、市町村ごとの対象者が少なく、障害の種類によっても対応が異なることから、

施策によっては、一つの市町村だけでは実施困難なもの、広域的に対応した方が効果的なものが

あります。 

このため、第３次計画で設定した障害保健福祉圏域と同様に４つの圏域を設定し、地域的に 

均衡のとれた施設配置や効果的な施策展開を実現するため、障害保健福祉圏域ごとに検討を進め

ることとします。 

ただし、圏域の範囲や機能については、今後必要に応じて見直します。 

 

・富山圏域…富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町 

・高岡圏域…高岡市、射水市、氷見市 

・新川圏域…魚津市、黒部市、入善町、朝日町 

・砺波圏域…砺波市、小矢部市、南砺市 

（単位：人） 

圏域名 総人口 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

身体障害者 
手帳所持者数 

療育手帳 
所持者数 

精神障害者 
保健福祉手帳
所持者数 

精神科病院 
入院患者数 

公費負担 
通院患者数 

富山 

圏域 
499,560 23,360 3,612 3,240 1,367 5,598 

高岡 

圏域 
308,607 13,132 2,351 1,683 804 3,099 

新川 

圏域 
119,371 5,444 876 547 277 1,098 

砺波 

圏域 
128,355 5,935 1,107 816 459 1,325 

県計 1,055,893 47,871 7,946 6,286 2,907 11,120 

※総人口は、２９年１０月１日現在（富山県人口移動調査） 

※各手帳所持者数、精神障害者の公費負担通院患者数については３０年３月３１日現在 

※精神科病院入院患者数については２９年６月３０日現在（暫定値、病院所在地別のデータ） 

 

 

２ 施策の推進体制 

障害者施策は、福祉分野のみならず、保健・医療、生活環境、雇用・就業、教育など幅広い分野

にわたることから、関係部局が緊密に連携し総合的に取り組みます。 

また、障害のある人やその家族、障害の特性に応じた様々なニーズに応えていくためには、国や

市町村、障害者団体、ＮＰＯ・企業等民間団体など多様な主体が関わり、適切な役割分担のもと、

連携・協力を図ります。 

特に、障害福祉サービスの実施主体である市町村との連携・協力体制を強化し、協働して障害者

福祉の向上に努めます。 
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⑴ 県民の役割 

・障害のある人は、地域社会の一員として主体的に社会活動に参加するとともに、その人の特性

や能力に応じて、自立を目指し、社会に貢献していくことが期待されます。 

・地域住民は、障害や障害のある人について理解を深め、地域行事等での交流などを通じて、と

ともに、障害のある人の地域生活への理解と支援に協力することが期待されます。また、ＮＰ

Ｏ・ボランティア活動等に自発的・主体的に参加するなど、共生社会の実現に向けて地域社会

における役割を果たすことが期待されます。 

・ＮＰＯ・ボランティアは、その特徴である機動性や柔軟性を活かして、地域のニーズに応じて、

障害のある人の社会参加の機会づくりなど、地域コミュニティの再生・活性化の担い手となる

ことが期待されます。 

 

⑵ 福祉サービス事業者、各種団体、企業の役割 

・福祉サービス提供事業者は、障害のある人の状況に応じた適切なサービス提供を行うとともに、

サービス内容の情報提供やサービスの評価などによる質の向上に努め、利用者の立場に立った

質の高いサービスを提供することが求められます。 

・障害者団体は、障害のある人の障害特性や障害により必要となる援助や配慮などのニーズを把

握し、自主的な支援活動や各種周知・啓発活動などを展開することが求められます。また、障

害のある人及びその家族同士、地域住民等との交流により、相互理解の促進を図ることが期待

されます。 

・企業は、地域社会を構成する一員として、ボランティア活動などの社会貢献活動の環境づくり

や障害者雇用の拡大と職場定着を積極的に進めることなどにより、障害のある人の自立を支援

していくことが期待されます。 

 

⑶ 行政の役割 

・市町村は、障害のある人を含む地域住民に最も身近な行政機関として、率先して住民のニーズの

把握に努める必要があります。また、障害のある人やその家族等からの様々な相談に応じるとと

もに、各種サービスの提供を適切に行うなど、地域の実情に応じたきめ細かな施策を計画的に推

進し、総合的な支援を住民に提供する役割を担います。 

・県は、障害者計画等を策定し、県全体の施策の方向性を示すとともに、市町村が求められてい

る役割を確実に発揮できるよう、市町村への技術的･財政的支援、情報提供、広域的な調整のほ

か、人材育成や専門性の高い相談支援、広域的な対応が必要な事業の実施などの役割を担いま

す。また、市町村と連携し、地域住民や民間事業者等の活動を支援するなど、総合的かつ効率

的な施策を展開します。なお、施策の推進にあたっては、真に必要なサービスを持続して提供

できるよう、サービスの重点化や効率化に留意し、各種制度や財政措置など必要に応じて国に

働きかけていきます。 

・国は、地方公共団体が必要なサービスを障害のある人に持続して提供できるよう、安定的な制

度の構築と運営、財源の確保などの役割を担う必要があります。 

 

３ 計画の進行管理 

計画の進捗状況等を、障害者団体や学識経験者、市町村の代表等からなる「富山県障害者施策推

進協議会」に適宜報告し、その意見を踏まえ計画の適切な進行管理を図ります。 

また、障害のある人を取り巻く社会情勢等の変化があったときは、「富山県障害者施策推進協議

会」等で意見を聴取するとともに、障害者団体や県民等のニーズを踏まえ、必要に応じて計画の見

直しを行う。 


