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第
だい

３章
しょう

 分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

の具体的
ぐたいてき

方策
ほうさく

 

第
だい

１節
せつ

 障
しょう

がいへの理解
り か い

促進
そくしん

及
およ

び権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

 

全
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
わ

け隔
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
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、障
しょう

がいや障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する正
ただ

しい

理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めるとともに、「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

」及
およ

び「愛媛県
えひめけん

障
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
かん

する条例
じょうれい

」（以下
い か

「愛媛県
えひめけん

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

条例
じょうれい

」という。）に

基
もと

づき、障
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

に取
と

り組
く

みます。 

また、「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
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（以下
い か

「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

」という。）に基
もと

づく障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

等
とう

、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障
しょう

がい者
しゃ

の基本的
きほんてき

人権
じんけん

を守
まも

り、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

しながら、障
しょう

がいの有無
う む

にか

かわらず、地域
ち い き

で共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らしていくためには、障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

るとと

もに、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

その他
た

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵
しん

害
がい

する行為
こ う い

をなくさなければな

りません。 

国
くに

においては、東京
とうきょう

2020オリンピック・パラリンピックの開催
かいさい

を契機
け い き

に、「ユニバー

サルデザイン行動
こうどう

計画
けいかく

」を平成
へいせい

29年
ねん

に策定
さくてい

し、「心
こころ

のバリアフリー」と「ユニバーサルデ

ザインの街
まち

づくり」を推進
すいしん

しているほか、令和
れ い わ

６年
ねん

４月
がつ

から施行
し こ う

される「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

」の改正法
かいせいほう

では、これまで国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に義務
ぎ む

付
づ

けられていた合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

が民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

にも義務
ぎ む

付
づ

けされるなど、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた各種
かくしゅ

施策
し さ く

が

実施
じ っ し

されています。 

県
けん

においても、「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

」をより実効性
じっこうせい

のあるものにするとともに、障
しょう

が

いに対
たい

する県民
けんみん

の理解
り か い

と関心
かんしん

を深
ふか

めるため、県
けん

、市町
しちょう

及
およ

び県民
けんみん

等
とう

の責務
せ き む

を定
さだ

めた「障
しょう

が

い者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

条例
じょうれい

」を平成
へいせい

28年
ねん

に制定
せいてい

し、障
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

に向
む

けた

取組
と り く

みを進
すす

めているほか、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

からは、県民
けんみん

の障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

るため、

「愛
え

顔
がお

の『あいサポート運動
うんどう

』」を実施
じ っ し

し、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

し必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

や手助
て だ す

けを実践
じっせん

す

る「あいサポーター」の養成
ようせい

に取
と

り組
く

んでおり、今後
こ ん ご

も、障
しょう

がい特性
とくせい

や障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

す

る県民
けんみん

の更
さら

なる理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があります。 

また、平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

施行
し こ う

の「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

」や、平成
へいせい

26年
ねん

3月
がつ

施行
し こ う

の「愛媛県
えひめけん

家庭
か て い

における暴力
ぼうりょく

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

並
なら

びに被害者
ひがいしゃ

の保護
ほ ご

等
とう

推進
すいしん

条例
じょうれい

」に基
もと

づく障
しょう

がい

者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

に向
む

けた取組
と り く

みを推進
すいしん

するとともに、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

など、障
しょう
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がい者
しゃ

の権利
け ん り

を擁護
よ う ご

する取組
と り く

みを引
ひ

き続
つづ

き支援
し え ん

する必要
ひつよう

があります。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 心
こころ

のバリアフリーの推進
すいしん

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

のため、企業
きぎょう

・団体
だんたい

、地域
ち い き

、学校
がっこう

等
とう

に対
たい

し、障
しょう

がい特性
とくせい

や障
しょう

がい者
しゃ

への支援
し え ん

方法
ほうほう

等
とう

を学
まな

ぶ「あいサポーター研修
けんしゅう

」を実施
じ っ し

するなど、「愛
え

顔
がお

の

『あいサポート運動
うんどう

』」を推進
すいしん

します。 

② 歩行
ほ こ う

が困難
こんなん

な身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

等
とう

に供
きょう

する目的
もくてき

で公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

に設置
せ っ ち

された専用
せんよう

駐車
ちゅうしゃ

スペースの適正
てきせい

な利用
り よ う

を 働
はたら

きかけるため、パーキングパーミット制度
せ い ど

（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

利用証
りようしょう

制度
せ い ど

）の普及
ふきゅう

に努
つと

め、歩行
ほ こ う

が困難
こんなん

な方々
かたがた

に配慮
はいりょ

した共生
きょうせい

社会
しゃかい

づくりを推進
すいしん

します。 

③ 外見
がいけん

では分
わ

かりにくい障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の外出
がいしゅつ

を支援
し え ん

するため、関係
かんけい

団体
だんたい

や民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

して、周囲
しゅうい

に支援
し え ん

や配慮
はいりょ

の必要性
ひつようせい

を示
しめ

す「ヘルプマーク」の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

及
およ

びヘルプマークを利用
り よ う

する当事者
と う じ し ゃ

の利便性
りべんせい

向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

④ 緊急
きんきゅう

時
じ

や災害
さいがい

時
じ

等
とう

に、障
しょう

がい者
しゃ

が障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

を受
う

けやすくする

ため、必要
ひつよう

な支援
し え ん

や配慮
はいりょ

を意思
い し

表示
ひょうじ

する「ヘルプカード（障
しょう

がい者
しゃ

意思
い し

表示
ひょうじ

カー

ド）」の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

 

２ 障
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

 

① 「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

」及
およ

び「愛媛県
えひめけん

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

条例
じょうれい

」に基
もと

づき、障
しょう

がい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

や、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

）の提供
ていきょう

を徹底
てってい

するなど、障
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

に

向
む

けて着実
ちゃくじつ

に取組
と り く

みを進
すす

めます。 

② 差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に係
かか

る事例
じ れ い

共有
きょうゆう

や関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

等
とう

について協議
きょうぎ

を行
おこな

う「障害者
しょうがいしゃ

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

」や、市町
しちょう

の特定
とくてい

相談
そうだん

に対
たい

して指導
し ど う

・助言
じょげん

等
とう

を 行
おこな

う

「広域
こういき

専門
せんもん

相談員
そうだんいん

」を活用
かつよう

し、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に関
かん

する体制
たいせい

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

③ 雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

における障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

等
とう

の措置
そ ち

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

義務
ぎ む

）が規定
き て い

された「改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」（平成
へいせい

28年
ねん

施行
し こ う

）に基
もと

づき、県内
けんない

企業
きぎょう

における障
しょう

がい者
しゃ

と健
けん

常者
じょうしゃ

との公正
こうせい

な機会
き か い

及
およ

び待遇
たいぐう

の確保
か く ほ

を促進
そくしん

するとと

もに、障
しょう

がい者
しゃ

の有
ゆう

する能力
のうりょく

を有効
ゆうこう

に発揮
は っ き

できる職場
しょくば

づくりを支援
し え ん

します。 

④ 「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」の意義
い ぎ

や趣旨
し ゅ し

、求
もと

められる取
とり

組
く

み等
とう

について、県民
けんみん

全体
ぜんたい

の

理解
り か い

を深
ふか

めるため、研修
けんしゅう

やイベントなどで普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

めるとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

を図
はか

ります。 
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３ 障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

(1) 障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

① 「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

」に関
かん

する積極的
せっきょくてき

な広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

うとともに、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

セミナー等
とう

研修会
けんしゅうかい

を開催
かいさい

することにより、一般
いっぱん

の方
かた

への

周知
しゅうち

や関係
かんけい

職員
しょくいん

のスキルアップに取
と

り組
く

みます。 

② 県
けん

障
しょう

がい者
しゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

センターや市町
しちょう

の障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センターにおける

虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する通報
つうほう

・相談
そうだん

対応
たいおう

スキルの向上
こうじょう

を図
はか

り、虐待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と未
み

然
ぜん

防止
ぼ う し

に努
つと

めるとともに、虐待
ぎゃくたい

を受
う

けた障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）及
およ

び養護者
よう ご し ゃ

を支援
し え ん

します。 

③ 県
けん

障
しょう

がい者
しゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

関係
かんけい

機関
き か ん

連携
れんけい

会議
か い ぎ

や県
けん

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

地域
ち い き

ネットワー

ク会議
か い ぎ

の開催
かいさい

等
とう

を通
つう

じて、県
けん

、市町
しちょう

、労働局
ろうどうきょく

、県警
けんけい

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を強化
きょうか

し、

虐待
ぎゃくたい

通報
つうほう

への適切
てきせつ

な対応
たいおう

を図
はか

ります。 

 

(2) 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

等
とう

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

 

① 知的
ち て き

障
しょう

がい又
また

は精神障
せいしんしょう

がいなどにより判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な者
もの

による成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

するため、市町
しちょう

及
およ

び相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

及
およ

び利用
り よ う

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

② 市町
しちょう

の職員
しょくいん

や相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

等
とう

を対象
たいしょう

とした研修
けんしゅう

の内容
ないよう

に含
ふく

めるほか、法人
ほうじん

後見
こうけん

の利用
り よ う

を促進
そくしん

するなど、地域
ち い き

において成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

が利用
り よ う

しやすい体制
たいせい

の

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

③ 知的
ち て き

障
しょう

がい又
また

は精神障
せいしんしょう

がいなどにより判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な者
もの

に対
たい

し、福祉
ふ く し

サ

ービスの利用
り よ う

援助
えんじょ

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

及
およ

び日常
にちじょう

生活
せいかつ

における金銭
きんせん

管理
か ん り

等
とう

を行
おこな

い、地域
ち い き

に

おいて自立
じ り つ

した生活
せいかつ

が送
おく

れるよう、支援
し え ん

します。 

 

(3) 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

における配慮
はいりょ

等
とう

 

① 県
けん

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

における事務
じ む

・事業
じぎょう

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、「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

」等
とう

に基
もと

づき、障
しょう

がい者
しゃ

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
おこな

うとともに、ハード・ソフト両面
りょうめん

にわたり、必要
ひつよう

な環境
かんきょう

整備
せ い び

を

進
すす

めます。 

② 県
けん

や市町
しちょう

等
とう

の職員
しょくいん

が障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

や障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な対応
たいおう

ができるよう必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、窓口
まどぐち

等
とう

における障
しょう

がい

者
しゃ

への配慮
はいりょ

の徹底
てってい

を図
はか

ります。 

 

(4) 選挙
せんきょ

等
とう

における配慮
はいりょ

等
とう

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

が、適切
てきせつ

に選挙権
せんきょけん

を行使
こ う し

することができるよう、政見
せいけん

放送
ほうそう

や選挙
せんきょ

公報
こうほう

等
とう

において、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた情報
じょうほう

提供
ていきょう

に取
と

り組
く

みます。 
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② 障
しょう

がい者
しゃ

に配慮
はいりょ

した投票所
とうひょうじょ

のバリアフリー化
か

や障
しょう

がい者
しゃ

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

した

投票
とうひょう

設備
せ つ び

の設置
せ っ ち

等
とう

、障
しょう

がい者
しゃ

が投票
とうひょう

しやすい環
かん

境
きょう

づくりに努
つと

めます。 
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第
だい

２節
せつ

 地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

 

障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる

地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のため、障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び障
しょう

がい児
じ

が必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

け、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

と自
みずか

らの選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

された日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、

障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

の意見
い け ん

等
とう

も踏
ふ

まえながら、質
しつ

の高
たか

い障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

を提
てい

供
きょう

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

に努
つと

めます。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び障
しょう

がい児
じ

の支援
し え ん

は、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を守
まも

り、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進
すす

めていく

ものでなくてはなりません。 

国
くに

の第
だい

２次
じ

障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（H15～24）や愛媛県
えひめけん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

（第
だい

３次
じ

）（H17～

26）以降
い こ う

、障
しょう

がい者
しゃ

の施設
し せ つ

等
とう

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

が推進
すいしん

されてきましたが、今後
こ ん ご

さ

らに、障
しょう

がい者
しゃ

が、地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享
きょう

有
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
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
いとな

んでいくためには、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、

教育
きょういく

、雇用
こ よ う

、男女
だんじょ

参画
さんかく

等
とう

の各分野
かくぶんや

におけるサービスが、一元的
いちげんてき

かつ計画的
けいかくてき

に提
てい

供
きょう

され

るとともに、サービスの量的
りょうてき

・質的
しつてき

拡充
かくじゅう

を図
はか

っていくことが必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

です。 

このため、障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

生活
せいかつ

において必要
ひつよう

な支援
し え ん

を適
てき

切
せつ

に受
う

けるこ

とができるよう、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

や在宅
ざいたく

サー

ビス等
とう

の充実
じゅうじつ

、共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

（以下
い か

「グループホーム」という。）や地域
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

促進
そくしん

、一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

等
とう

への入居
にゅうきょ

支援
し え ん

、福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

、サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

な

ど、障
しょう

がい者
しゃ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

える仕組
し く

みづくりに引
ひ

き続
つづ

き取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。 

また、障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

及
およ

び適切
てきせつ

な支援
し え ん

の提供
ていきょう

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で円滑
えんかつ

に行
おこな

われるよ

う、障
しょう

がい児
じ

の成長
せいちょう

の段階
だんかい

に応
おう

じて、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、保育
ほ い く

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

の

関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、障
しょう

がい児
じ

の健
すこ

やかな成長
せいちょう

と生活
せいかつ

を支援
し え ん

する体制
たいせい

づくりに取
と

り組
く

む

必要
ひつよう

があります。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

① 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

すること及
およ

び表明
ひょうめい

することが困難
こんなん

な障
しょう

がい者
しゃ

が、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サ

ービスを適切
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
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から、

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドラインの周知
しゅうち

や相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

研修
けんしゅう

等
とう

を通
つう

じた普及
ふきゅう

に努
つと

める

など、必要
ひつよう

な支援
し え ん

等
とう

が行
おこな

われることを推進
すいしん

します。また、言葉
こ と ば

による意見
い け ん

の表明
ひょうめい

等
とう

ができない場合
ば あ い

においても、表 情
ひょうじょう

等
とう

から本人
ほんにん

の意思
い し

を読
よ

み取
と

り、尊重
そんちょう

するこ
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とを推進
すいしん

します。 

② 知的
ち て き

障
しょう

がい又
また

は精神障
せいしんしょう

がいなどにより判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な者
もの

による成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

を促進
そくしん

するため、市町
しちょう

及
およ

び相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

及
およ

び利用
り よ う

促進
そくしん

に努
つと

めます。（再掲
さいけい

） 

 

２ 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

(1) 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

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で、 自
みずか

らの望
のぞ

む生活
せいかつ

を営
いとな

むうえで、気軽
き が る

に相談
そうだん

するこ

とができ、適切
てきせつ

な相談
そうだん

支援
し え ん

を受
う

けることができる体制
たいせい

を、市町
しちょう

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して構築
こうちく

します。 

② 適切
てきせつ

なサービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

等
とう

を作成
さくせい

できる相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を養成
ようせい

するため、

法定
ほうてい

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

を図
はか

るとともに、専門的
せんもんてき

知識
ち し き

を取得
しゅとく

するための各種
かくしゅ

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

③ 地域
ち い き

の中核
ちゅうかく

として活躍
かつやく

できる相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を養成
ようせい

するとともに、市町
しちょう

等
とう

に

相談
そうだん

支援
し え ん

に関
かん

するアドバイザーを派遣
は け ん

し、地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

④ 相談
そうだん

支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

や地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

るため、「愛媛県
えひめけん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

人材
じんざい

育成
いくせい

ビジョン」に基
もと

づき、県
けん

、市町
しちょう

（地域
ち い き

）、事業所
じぎょうしょ

等
とう

がそれぞ

れの役割
やくわり

を担
にな

い、連携
れんけい

して、日常的
にちじょうてき

に地域
ち い き

で人材
じんざい

育成
いくせい

ができる相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整
せい

備
び

に取
と

り組
く

みます。 

⑤ 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

な役割
やくわり

を担
にな

い、障
しょう

がい者
しゃ

への総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

の実施
じ っ し

や、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

への専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

助言
じょげん

・人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

を行
おこな

う基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

を促進
そくしん

します。 

⑥ 障
しょう

がい者
しゃ

同士
ど う し

が行
おこな

う助
たす

け合
あ

いとして有効
ゆうこう

かつ貴重
きちょう

な手段
しゅだん

とされるピアカウン

セリングの担
にな

い手
て

である身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

ピ

アサポーターの資質
し し つ

の向
こう

上等
じょうとう

により、相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

及
およ

び聴
ちょう

覚言語障
かくげんごしょう

がい者
しゃ

の相談
そうだん

・指導
し ど う

に当
あ

たる専門
せんもん

相談員
そうだんいん

についても、その

活用
かつよう

を推進
すいしん

します。 

⑦ 保健所
ほけんじ ょ

や難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

において、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

のニーズに対応
たいおう

した

日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の悩
なや

みや不安
ふ あ ん

に対
たい

する相談
そうだん

支援
し え ん

や家族
か ぞ く

の交
こう

流会
りゅうかい

を行
おこな

うことによっ

て、安定
あんてい

した療養
りょうよう

生活
せいかつ

の確保
か く ほ

と難病
なんびょう

患者
かんじゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

の生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

⑧ 高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

について、支援
し え ん

拠点
きょてん

機関
き か ん

に相談
そうだん

支援
し え ん

コーディネーターを配置
は い ち

し、

専門的
せんもんてき

支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、相談
そうだん

支援
し え ん

協 力
きょうりょく

機関
き か ん

の設置
せ っ ち

による地域
ち い き

支援
し え ん

ネットワ

ークの整備
せ い び

のほか、保健所
ほけんじ ょ

において支援
し え ん

手法
しゅほう

等
とう

に関
かん

する研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

するなど適切
てきせつ

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 



 

21 

 

⑨ 県立
けんりつ

子
こ

ども療育
りょういく

センターを核
かく

に、障
しょう

がい児
じ

を対象
たいしょう

とした、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

にわ

たる総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努
つと

めます。 

⑩ 中央
ちゅうおう

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

、婦人
ふ じ ん

相談所
そうだんじょ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

を統
とう

合
ごう

し設置
せ っ ち

した県
けん

福祉
ふ く し

総合
そうごう

支援
し え ん

センターにおいて、各種
かくしゅ

相談
そうだん

に対
たい

する一体的
いったいてき

な

対応
たいおう

の強化
きょうか

を図
はか

るとともに、一元的
いちげんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めます。 

 

(2) 自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の機能
き の う

強化
きょうか

及
およ

び活性化
かっせいか

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

への支援
し え ん

体制
たいせい

における方向性
ほうこうせい

について話
はな

し合
あ

い、市町
しちょう

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
とう

に対
たい

する助言
じょげん

を行
おこな

う機関
き か ん

として、県
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

の体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

② 県
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

の専門
せんもん

部会
ぶ か い

において、専門的
せんもんてき

な調査
ちょうさ

や検討
けんとう

を行
おこな

い、

支援
し え ん

方策
ほうさく

等
とう

を提案
ていあん

・報告
ほうこく

することで、県
けん

及
およ

び市町
しちょう

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
とう

の機能
き の う

強化
きょうか

及
およ

び活性化
かっせいか

を図
はか

ります。 

③ 市町
しちょう

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
とう

の圏域
けんいき

単位
た ん い

、地域
ち い き

単位
た ん い

での連携
れんけい

を強化
きょうか

し、情報
じょうほう

を各協
かくきょう

議会
ぎ か い

等
とう

で共有
きょうゆう

するとともに、県
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

を含
ふく

めた課題
か だ い

解決
かいけつ

の

仕組
し く

みの確立
かくりつ

を図
はか

ります。 

 

３ 地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

、在宅
ざいたく

サービス等
とう

の充実
じゅうじつ

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で安心
あんしん

して自立
じ り つ

した地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、

市町
しちょう

と連携
れんけい

し、居宅介護
きょたくかいご

や重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

等
とう

の訪問
ほうもん

系
けい

サービス、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

や生活
せいかつ

介護
か い ご

等
とう

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス、グループホーム等
とう

の居住
きょじゅう

系
けい

サービスや就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

等
とう

の訓練
くんれん

系
けい

・就労
しゅうろう

系
けい

サービス等
とう

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

② 障
しょう

がい者
しゃ

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、市町
しちょう

が

地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じ実施
じ っ し

する相談
そうだん

支援
し え ん

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

、移動
い ど う

支援
し え ん

等
とう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の拡充
かくじゅう

を支援
し え ん

します。 

③ 障
しょう

がい者
しゃ

がそのニーズに応
おう

じ、必要
ひつよう

なサービスを適切
てきせつ

に選択
せんたく

できるよう、制度
せ い ど

の周知
しゅうち

に努
つと

めるとともに、多様
た よ う

なサービスを提供
ていきょう

できるよう、市町
しちょう

や関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

し、広
ひろ

く情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うことなどにより事
じ

業者
ぎょうしゃ

の参入
さんにゅう

を促進
そくしん

します。 

④ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

は、障
しょう

がい者
しゃ

の重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

に対応
たいおう

する専門的
せんもんてき

なケアを担
にな

う

とともに、入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

での自立
じ り つ

生活
せいかつ

に向
む

けた訓練
くんれん

やグループホーム、公的
こうてき

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

、一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

支援
し え ん

等
とう

に取
と

り組
く

み、施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を推進
すいしん

します。 

⑤ 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

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

らしく暮
く

らすこと

ができるよう、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

等
とう

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

るとともに、

地域
ち い き

での受入
うけいれ

条件
じょうけん

が整
ととの

えば退院
たいいん

可能
か の う

な長期
ちょうき

に入院
にゅういん

する精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

に対
たい

して
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は、病院
びょういん

・施設
し せ つ

・相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

・ピアサポーター等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

り、社会的
しゃかいてき

自立
じ り つ

を

支援
し え ん

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

への円滑
えんかつ

な移行
い こ う

を推進
すいしん

するための体制
たいせい

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

⑥ 障
しょう

がい者
しゃ

の重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」に備
そな

え、障
しょう

がい者
しゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で

安心
あんしん

して暮
く

らしていけるよう、市町
しちょう

又
また

は圏域
けんいき

単位
た ん い

による地域
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

促進
そくしん

や必要
ひつよう

な機能
き の う

の強化
きょうか

・充実
じゅうじつ

を支援
し え ん

します。 

⑦ 医療的
いりょうてき

ケアを含
ふく

め、常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の充実
じゅうじつ

やグループホーム等
とう

の施設
し せ つ

整備
せ い び

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

４ 障
しょう

がい児
じ

に対
たい

する支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

(1) 障
しょう

がい児
じ

への支援
し え ん

 

① 障
しょう

がい児
じ

やその家族
か ぞ く

が、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において、「子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援法
し え んほう

」に基
もと

づく

支援
し え ん

給付
きゅうふ

や支援
し え ん

事業
じぎょう

など必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けることができる体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めま

す。 

② 「児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

」に基
もと

づく障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

（児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス、

保育所
ほ い く し ょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

等
とう

）や「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え んほう

」に基
もと

づく居宅
きょたく

介護
か い ご

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、日中
にっちゅう

一時
い ち じ

支援
し え ん

等
とう

の拡充
かくじゅう

を図
はか

り、在宅
ざいたく

の障
しょう

がい児
じ

に対
たい

する必要
ひつよう

な支援
し え ん

が、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で受
う

けられる体
たい

制
せい

づくりを進
すす

めます。 

③ 障
しょう

がい児
じ

の保育所
ほ い く し ょ

や放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブでの受
う

け入
い

れを進
すす

めるため、障
しょう

がい児
じ

保育
ほ い く

を担当
たんとう

する保育士
ほ い く し

及
およ

び障
しょう

がい児
じ

対応
たいおう

を 行
おこな

う放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

支援員
し え んいん

等
とう

の資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、幼稚園
ようちえん

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

④ 文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

と厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が連携
れんけい

して取
と

りまとめた「家庭
か て い

と教育
きょういく

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

『ト

ライアングル』プロジェクト報告
ほうこく

」も踏
ふ

まえ、学校
がっこう

や家庭
か て い

に加
くわ

えて、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・

労働
ろうどう

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

するネットワークを強化
きょうか

し、学校
がっこう

と地域
ち い き

が一体
いったい

となった

早期
そ う き

からの支援
し え ん

体制
たいせい

の整
せい

備
び

に取
と

り組
く

みます。 

⑤ 障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

・重複化
ちょうふくか

や多様化
た よ う か

を踏
ふ

まえ、県立
けんりつ

子
こ

ども療育
りょういく

センター等
とう

県内
けんない

14

施設
し せ つ

で障
しょう

がい児
じ

（者
しゃ

）療育
りょういく

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

し、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で適切
てきせつ

な相談
そうだん

や指導
し ど う

を受
う

けることができる環境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

⑥ 県立
けんりつ

子
こ

ども療育
りょういく

センターを核
かく

に、障
しょう

がい児
じ

を対象
たいしょう

とした、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

にわ

たる総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努
つと

めます。（再掲
さいけい

） 

⑦ 障
しょう

がいに関
かん

する専門的
せんもんてき

機能
き の う

を有
ゆう

し、障
しょう

がい児
じ

やその家族
か ぞ く

の多様
た よ う

なニーズに対応
たいおう

できる療育
りょういく

機関
き か ん

としての役割
やくわり

を担
にな

うことができる児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターや障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

について、その機能
き の う

の充実
じゅうじつ

や必要
ひつよう

な施設
し せ つ

の整備
せ い び

を支援
し え ん

します。 
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(2) 発達障
はったつしょう

がい児
じ

への支援
し え ん

 

① 発達障
はったつしょう

がい児
じ

やその家族
か ぞ く

に対
たい

し、より身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において、早期
そ う き

の適切
てきせつ

な支援
し え ん

やライフステージに応
おう

じ一貫
いっかん

した支援
し え ん

を行
おこな

えるよう、すべての市町
しちょう

に設置
せ っ ち

した

相談
そうだん

窓口
まどぐち

のネットワーク化
か

やより一層
いっそう

の強化
きょうか

により、発達障
はったつしょう

がいの相談
そうだん

に総合的
そうごうてき

に対応
たいおう

するワンストップ窓口
まどぐち

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

による支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

② 県
けん

発達障
はったつしょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

センター（あいゆう）では、市町
しちょう

において解決
かいけつ

困難
こんなん

な専門性
せんもんせい

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

うなど、市町
しちょう

担当者
たんとうしゃ

のバックアップや資質
し し つ

向上
こうじょう

を支援
し え ん

し、

重層的
じゅうそうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

 

(3) 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

への支援
し え ん

 

① 地域
ち い き

において医療的
いりょうてき

ケア児
じ

に対
たい

する包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

が提供
ていきょう

できるよう、医療
いりょう

、

福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

、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

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

② 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援法
し え んほう

に基
もと

づき、令和
れ い わ

４年
ねん

に県立
けんりつ

子
こ

ども療育
りょういく

センター内
ない

へ設置
せ っ ち

し

た「県
けん

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

支援
し え ん

センター」を中心
ちゅうしん

に、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

への

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

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

③ 事業所
じぎょうしょ

や学校
がっこう

等
とう

において医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の支援
し え ん

に直接
ちょくせつ

携
たずさ

わる「医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援者
し え ん し ゃ

」や、地域
ち い き

における支援
し え ん

の総合
そうごう

調整
ちょうせい

を行
おこな

う「医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

コーディネー

ター」の養成
ようせい

に取
と

り組
く

みます。 

④ 保育所
ほ い く し ょ

等
とう

における医療的
いりょうてき

ケア児
じ

への保育
ほ い く

の提供
ていきょう

に資
し

するため、対応
たいおう

を行
おこな

う

看護師
か ん ご し

等
とう

の職員
しょくいん

の配置
は い ち

及
およ

び知識
ち し き

・技能
ぎ の う

の習得
しゅうとく

に向
む

けた研修
けんしゅう

受講
じゅこう

等
とう

を支援
し え ん

し、

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の受入
うけいれ

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

⑤ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

及
およ

び小中学校
しょうちゅうがっこう

等
とう

に在籍
ざいせき

する医療的
いりょうてき

ケアの必要
ひつよう

な幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に

対応
たいおう

するため、適切
てきせつ

な看護師
か ん ご し

の配置
は い ち

や、看護
か ん ご

職員
しょくいん

等
とう

研修
けんしゅう

による専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

を

図
はか

るほか、たん吸引
きゅういん

等
とう

を実施
じ っ し

できる教員
きょういん

の養成
ようせい

を進
すす

めます。 

 

５ 福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

と利用
り よ う

支援
し え ん

 

① 良質
りょうしつ

（ユニバーサルデザイン化
か

等
とう

）で安価
あ ん か

な福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

等
とう

に関
かん

する情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の整備
せ い び

を促進
そくしん

するとともに、研修
けんしゅう

等
とう

を通
つう

じて、福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

を行
おこな

う職員
しょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

② 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の対象
たいしょう

とならない軽度
け い ど

から中等度
ちゅうとうど

の聴覚障
ちょうかくしょう

がい児
じ

に対
たい

する

補聴器
ほちょうき

の購入
こうにゅう

助成
じょせい

について、全国
ぜんこく

共通
きょうつう

の制度
せ い ど

として実施
じ っ し

するよう国
くに

に要望
ようぼう

する

とともに、引
ひ

き続
つづ

き、市町
しちょう

と協 力
きょうりょく

して助成
じょせい

を行
おこな

います。 

③ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

（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

）を育成
いくせい

・給付
きゅうふ

するとともに、補助
ほ じ ょ

犬
けん

に対
たい

する認知度
に ん ち ど

を向
こう

上
じょう

させることにより、補助
ほ じ ょ

犬
けん

を使用
し よ う

する身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

の
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社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

６ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の向上
こうじょう

等
とう

 

① 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、サービスを提供
ていきょう

する事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、指定
し て い

基準
きじゅん

等
とう

を遵守
じゅんしゅ

した事業
じぎょう

運営
うんえい

について指導
し ど う

や監査
か ん さ

を実施
じ っ し

します。 

② 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

に対
たい

する第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

情
じょう

報
ほう

公
こう

表
ひょう

制
せい

度
ど

により、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が提
てい

供
きょう

するサービスや従事者
じゅうじしゃ

の資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

③ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに関
かん

する苦情
くじょう

に対応
たいおう

するため、県
けん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が設
もう

けてい

る県
けん

福祉
ふ く し

サービス運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

の積極的
せっきょくてき

な周知
しゅうち

を図
はか

り、円滑
えんかつ

なサービス利用
り よ う

を支援
し え ん

します。 

④ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

に対
たい

する障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

については、市町
しちょう

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

において、難病
なんびょう

等
とう

の特性
とくせい

（病 状
びょうじょう

の変化
へ ん か

や進行
しんこう

、福祉
ふ く し

ニーズ等
とう

）に配慮
はいりょ

した対応
たいおう

が

実施
じ っ し

されるよう理解
り か い

と協 力
きょうりょく

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

⑤ 介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスに移行
い こ う

する65歳
さい

以上
いじょう

の高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

が、継続
けいぞく

して同一
どういつ

の

事業所
じぎょうしょ

から支援
し え ん

を受
う

けられるようにするとともに、福祉
ふ く し

人材
じんざい

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

を図
はか

るた

め、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスと介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスを提供
ていきょう

する共生型
きょうせいがた

サービス事業所
じぎょうしょ

の

設置
せ っ ち

を推進
すいしん

します。 

⑥ 事業所
じぎょうしょ

等
とう

の感染症
かんせんしょう

への対応力
たいおうりょく

強化
きょうか

のため、業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

（BCP）の作成
さくせい

のほか、

研修
けんしゅう

や訓練
くんれん

の実施
じ っ し

を促
うなが

すとともに、感染者
かんせんしゃ

が発生
はっせい

した事業所
じぎょうしょ

等
とう

が安定的
あんていてき

にサー

ビス提供
ていきょう

を継続
けいぞく

できるよう支援
し え ん

します。 
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第
だい

３節
せつ

 福祉
ふ く し

を支
ささ

えるひとづくり 

 
障
しょう

がい者
しゃ

の高齢化
こうれいか

や障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

・重複化
ちょうふくか

等
とう

により、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに対
たい

する

ニーズも多様化
た よ う か

しています。こうしたニーズに対応
たいおう

するため、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

各分野
かくぶんや

に

おける福祉
ふ く し

人材
じんざい

の養成
ようせい

、確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 人口
じんこう

の高齢化
こうれいか

、核家族化
か く か ぞ く か

等
とう

の進行
しんこう

によって、従来
じゅうらい

、家庭
か て い

や地域
ち い き

社会
しゃかい

が担
にな

ってきた介護
か い ご

機能
き の う

は 著
いちじる

しく低下
て い か

しています。また、障
しょう

がい者
しゃ

、高齢者
こうれいしゃ

の増加
ぞ う か

や在宅
ざいたく

・通所
つうしょ

の増加
ぞ う か

傾向
けいこう

に伴
ともな

い、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用者数
りようしゃすう

は着実
ちゃくじつ

に増加
ぞ う か

していることに加
くわ

え、障
しょう

が

いの重度化
じゅうどか

・重複化
ちょうふくか

及
およ

び生活
せいかつ

様式
ようしき

、意識
い し き

の変化
へ ん か

による各種
かくしゅ

ニーズの高度化
こ う ど か

、多様化
た よ う か

が進
すす

んでいます。 

このようなニーズに適切
てきせつ

に対応
たいおう

し、障
しょう

がい者
しゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、進
すす

んで社会
しゃかい

に

参加
さ ん か

しながら、生
い

き生
い

きと自立
じ り つ

した生活
せいかつ

が送
おく

れるようにするためには、福祉
ふ く し

をはじめと

する保健
ほ け ん

、医療
いりょう

等
とう

各種
かくしゅ

のサービスを提供
ていきょう

する様々
さまざま

な専門的
せんもんてき

知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

を有
ゆう

した人々
ひとびと

の

支
ささ

えや、ボランティア、ＮＰＯ法人
ほうじん

などを中心
ちゅうしん

とした地域
ち い き

住民
じゅうみん

の幅広
はばひろ

い支
ささ

えが不可欠
ふ か け つ

で

あり、さらには、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

う相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

の提供
ていきょう

に係
かか

る管理
か ん り

を行
おこな

うサービス管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

等
とう

の確保
か く ほ

も重要
じゅうよう

です。 

このため、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

等
とう

各方面
かくほうめん

における質
しつ

の高
たか

い人材
じんざい

・人的
じんてき

資源
し げ ん

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

は、

今後
こ ん ご

も重要
じゅうよう

な課題
か だ い

であり、特
とく

に、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えるためには、これらの

知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

を有
ゆう

した人々
ひとびと

による連携
れんけい

が強
つよ

く求
もと

められることから、確
たし

かな専門性
せんもんせい

とともに、

障
しょう

がいそのものに対
たい

してより深
ふか

い理解
り か い

を有
ゆう

した多様
た よ う

な人材
じんざい

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

及
およ

び資質
し し つ

の

維持
い じ

・向上
こうじょう

が必要
ひつよう

になってきています。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 専門
せんもん

職員
しょくいん

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

 

① 県
けん

福祉
ふ く し

人材
じんざい

センター等
とう

を中心として、福祉
ふ く し

・介護
か い ご

に関
かん

する仕事
し ご と

の魅力
みりょく

発信
はっしん

や有
ゆう

資格者
し か く し ゃ

の掘
ほ

り起
お

こし、職場
しょくば

の垣根
か き ね

を越
こ

えたネットワークづくりなどに取
と

り組
く

み、

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・定着
ていちゃく

に努
つと

めます。 

② 社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

、介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

など、専門
せんもん

資格
し か く

の取得
しゅとく

を促進
そくしん

します。 

③ 看護師
か ん ご し

等
とう

の養成
ようせい

施設
し せ つ

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、看護
か ん ご

教員
きょういん

や実習
じっしゅう

施設
し せ つ

の確保
か く ほ

に努
つと

め、教育
きょういく

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を促進
そくしん

します。 

④ 県
けん

福祉
ふ く し

総合
そうごう

支援
し え ん

センター、県
けん

心
こころ

と 体
からだ

の健康
けんこう

センター及
およ

び保健所
ほけん し ょ

等
とう

の職員
しょくいん

の

資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、地域
ち い き

の保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

事業
じぎょう

従事者間
じゅうじしゃかん

の連携
れんけい

を図
はか

り
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ます。 

⑤ 理学
り が く

療法士
りょうほうし

、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

、視
し

能
のう

訓練士
く んれ ん し

、義肢
ぎ し

装具士
そ う ぐ し

、言語
げ ん ご

聴覚士
ちょうかくし

、公認
こうにん

心理師
し ん り し

等
とう

のリハビリテーション等
とう

に従事
じゅうじ

する者
もの

や居宅
きょたく

介護
か い ご

等
とう

従事者
じゅうじしゃ

等
とう

の質的
しつてき

・量的
りょうてき

な充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑥ 聴覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

、視覚
し か く

、失語
し つ ご

、知的
ち て き

、発達
はったつ

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

、重度
じゅうど

の身体
しんたい

な

どの障
しょう

がいや難病
なんびょう

のため、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに支障
ししょう

がある障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に対
たい

し、

市町
しちょう

と連携
れんけい

して、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

、盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

、失語
し つ ご

症
しょう

向
む

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

、手話
し ゅ わ

・点訳
てんやく

・音訳
おんやく

の各奉仕員
かくほうしいん

（ボランティア）、発声
はっせい

訓練
くんれん

指導員
しどういん

などの専門的
せんもんてき

な人材
じんざい

養成
ようせい

に努
つと

めます。 

⑦ 相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

、サービス管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

等
とう

の相談
そうだん

支援
し え ん

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

に従事
じゅうじ

する者
もの

に対
たい

する研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

するとともに、特
とく

に、障
しょう

がい児
じ

については、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

支援
し え ん

の総合
そうごう

調整
ちょうせい

を担
にな

うコーディネーター等
とう

の

養成
ようせい

研修
けんしゅう

を行
おこな

うほか、発達障
はったつしょう

がい児
じ

（者
しゃ

）の家族
か ぞ く

支援
し え ん

を行
おこな

うペアレントメンター

の養成
ようせい

に取
と

り組
く

みます。 

⑧ ピアサポート・ピアカウンセリング等
とう

の障
しょう

がい者
しゃ

・家族
か ぞ く

同士
ど う し

が行
おこな

う援助
えんじょ

として

有効
ゆうこう

かつ重要
じゅうよう

な手段
しゅだん

である当事者
と う じ し ゃ

等
とう

による相談
そうだん

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、ピ

アサポーターの育成
いくせい

に努
つと

めます。 

⑨ 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の施設
し せ つ

、設備
せ つ び

等
とう

の改善
かいぜん

や業務
ぎょうむ

の省力化
しょうりょくか

など社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

従事者
じゅうじしゃ

の

働
はたら

きやすい職場
しょくば

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

 

２ 研修
けんしゅう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

① 強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がい、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

等
とう

の障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、従事
じゅうじ

する職員
しょくいん

の資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

② 県
けん

在宅
ざいたく

介護
か い ご

研修
けんしゅう

センターの活用
かつよう

を図
はか

り、在宅
ざいたく

介護
か い ご

の知識
ち し き

と技術
ぎじゅつ

の普及
ふきゅう

に努
つと

めま

す。 

③ 介護
か い ご

に関
かん

する知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

を普及
ふきゅう

させるため、介護
か い ご

を担
にな

う家族
か ぞ く

等
とう

が気軽
き が る

に参加
さ ん か

で

きるよう配慮
はいりょ

するなど多種
た し ゅ

・多様
た よ う

な研修
けんしゅう

の場
ば

づくりに努
つと

めます。 

 

３ ボランティア情報
じょうほう

の提供
ていきょう

 

① ボランティア情報
じょうほう

の提供
ていきょう

サイトである愛媛
え ひ め

ボランティアネットを活用
かつよう

し、県民
けんみん

や

ボランティア団体
だんたい

、ＮＰＯ法人
ほうじん

等
とう

の活動
かつどう

推進
すいしん

団体
だんたい

等
とう

に対
たい

して情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

います。 
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第
だい

４節
せつ

 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

 
保健
ほ け ん

・医療
いりょう

対策
たいさく

は、障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も全
すべ

ての県民
けんみん

が健康
けんこう

で安心
あんしん

して暮
く

らし、

健
すこ

やかで心
こころ

豊
ゆた

かな人生
じんせい

を送
おく

るための重要
じゅうよう

な要素
よ う そ

です。このため、障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

・

治療
ちりょう

と原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

、さらには身近
み ぢ か

な地域
ち い き

における適切
てきせつ

な医療
いりょう

、リハビリテー

ション、保健
ほ け ん

サービスの提供
ていきょう

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

施策
し さ く

や難病
なんびょう

等
とう

に関
かん

する施策
し さ く

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

め、障
しょう

がい者
しゃ

の保健
ほ け ん

・医療
いりょう

対策
たいさく

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

健康
けんこう

であることは、県民
けんみん

全
すべ

ての願
ねが

いであり、豊
ゆた

かで生き生
い

きと生活
せいかつ

するための基本
き ほ ん

で

す。 

 県
けん

においては、県民
けんみん

健康
けんこう

づくり計画
けいかく

に基づき、県民
けんみん

一人
ひ と り

ひとりが「自分
じ ぶ ん

の健康
けんこう

は自分
じ ぶ ん

でつくる」という意識
い し き

を持
も

ち、主体的
しゅたいてき

に健康
けんこう

づくりを実践
じっせん

できるよう取組
と り く

みを進
すす

めると

ともに、全
すべ

ての県民
けんみん

が共
とも

に支
ささ

え合
あ

い、健
すこ

やかで心
こころ

豊
ゆた

かに生活
せいかつ

できる活力
かつりょく

ある社会
しゃかい

の

実現
じつげん

を目
め

指
ざ

し、県民
けんみん

総
そう

ぐるみの健康
けんこう

づくり運動
うんどう

を展開
てんかい

しています。 

また、近年
きんねん

、社会
しゃかい

生活
せいかつ

環境
かんきょう

の複雑化
ふくざつか

によるストレスの増大
ぞうだい

に伴
ともな

い、うつ病
びょう

等
とう

の精神
せいしん

疾患
しっかん

患者
かんじゃ

が増加
ぞ う か

する中
なか

、心
こころ

の健康
けんこう

を保持
ほ じ

増進
ぞうしん

するための取組
と り く

みは重要性
じゅうようせい

を増
ま

してい

ます。 

 このような中
なか

、障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
おく

れるよう、障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

・治療
ちりょう

と原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

、さらには身近
み ぢ か

な地域
ち い き

における適切
てきせつ

な医療
いりょう

、リハビリテーショ

ン、保健
ほ け ん

サービスの提供
ていきょう

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

施策
し さ く

や難病
なんびょう

等
とう

に関
かん

する施策
し さ く

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

め、

障
しょう

がい者
しゃ

の保健
ほ け ん

・医療
いりょう

対策
たいさく

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
はっけん

・治療
ちりょう

と原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

の予防
よ ぼ う

 

① 両親
りょうしん

学級
がっきゅう

、育児
い く じ

学級
がっきゅう

の充実
じゅうじつ

を図り、障
しょう

がいの発生
はっせい

の予防
よ ぼ う

についての知識
ち し き

の

普及
ふきゅう

に努
つと

めます。 

② 子
こ

どもが健
すこ

やかに生
う

まれる環境
かんきょう

づくりのために、生涯
しょうがい

を通
つう

じた女性
じょせい

の健康
けんこう

支援
し え ん

や市町
しちょう

が実施
じ っ し

する妊婦健康診査
にんぷけんこう しんさ

を充実
じゅうじつ

させるとともに、県立
けんりつ

中央
ちゅうおう

病院
びょういん

総合
そうごう

周産期
しゅうさんき

母子
ぼ し

医療
いりょう

センターを核
かく

とする周産期
しゅうさんき

医療
いりょう

体制
たいせい

の維持
い じ

・強化
きょうか

を図
はか

ります。 

③ 先天性
せんてんせい

代謝
たいしゃ

異常
いじょう

等
とう

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

により障
しょう

がいの発生
はっせい

を予防
よ ぼ う

するため、

新生児
し んせいじ

を対象
たいしょう

にマススクリーニング検査
け ん さ

を実施
じ っ し

します。 

④ 難聴児
なんちょうじ

への早期
そ う き

支援
し え ん

を促進
そくしん

するため、新生児
し んせいじ

に対
たい

する聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

を実施
じ っ し

するとと

もに、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

分野
ぶ ん や

の連携
れんけい

強化
きょうか

に取
と

り組
く

みます。 
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⑤ 運動機能障
うんどうきのうしょう

がいや知的
ち て き

障
しょう

がい、発達障
はったつしょう

がい等
とう

のある子
こ

どもについて、早期
そ う き

から

の適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

うために、市町
しちょう

が実施
じ っ し

する各種
かくしゅ

乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

や医療
いりょう

機関
き か ん

での

個別
こ べ つ

健
けん

診
しん

等
とう

の活用
かつよう

を通
とお

して、行政
ぎょうせい

と医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

による障
しょう

がい児
じ

等
とう

のフォ

ローアップ体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑥ 母子
ぼ し

保健
ほ け ん

、学校
がっこう

保健
ほ け ん

、産業
さんぎょう

保健
ほ け ん

、地域
ち い き

保健
ほ け ん

等
とう

の充実
じゅうじつ

と、相互
そ う ご

の連携
れんけい

を図
はか

ります。 

⑦ 健康的
けんこうてき

な生活
せいかつ

スタイルの確立
かくりつ

を目指
め ざ

して、各種
かくしゅ

団体
だんたい

等
とう

で構成
こうせい

する県民
けんみん

健康
けんこう

づくり

運動
うんどう

推進
すいしん

会議
か い ぎ

を中心
ちゅうしん

に、障
しょう

がい者
しゃ

はもとより県民
けんみん

全
すべ

ての健康
けんこう

づくりを総合的
そうごうてき

に

推進
すいしん

します。 

⑧ 県内
けんない

市町
しちょう

の保健
ほ け ん

活動
かつどう

の場
ば

となる市町
しちょう

保健
ほ け ん

センターの充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑨ 高齢化
こうれいか

等
とう

を原因
げんいん

とする障
しょう

がい発生
はっせい

を防止
ぼ う し

するため、高齢者
こうれいしゃ

が要介護
ようかいご

状態
じょうたい

若
も

しく

は要支援
よう し え ん

状態
じょうたい

（以下
い か

「要介護
ようかいご

状態
じょうたい

等
とう

」という。）となることの予防
よ ぼ う

、または要介護
ようかいご

状態
じょうたい

等
とう

の軽減
けいげん

若
も

しくは悪化
あ っ か

の防止
ぼ う し

を目的
もくてき

として行
おこな

う介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

の取組
と り く

みを

推進
すいしん

し、高齢者
こうれいしゃ

の自立
じ り つ

支援
し え ん

に努
つと

めます。 

 

２ 適切
てきせつ

な医療
いりょう

、リハビリテーション、保健
ほ け ん

サービスの提供
ていきょう

 

① 治療
ちりょう

やリハビリテーションにより軽減
けいげん

が期待
き た い

できる障
しょう

がいについては、適切
てきせつ

な

医療
いりょう

を提
てい

供
きょう

するとともに、医療
いりょう

機関
き か ん

、施設
し せ つ

、自宅等
じ た く と う

のそれぞれの段階
だんかい

におけるリ

ハビリテーション情報
じょうほう

を把握
は あ く

しながら適切
てきせつ

なリハビリテーションを受
う

けることがで

きる体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

ります。 

②  「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え んほう

」に基
もと

づく自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

（育成
いくせい

医療
いりょう

、更生
こうせい

医療
いりょう

、精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

）に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、医学的
いがくてき

相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

など、適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

･

医療
いりょう

サービスの充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

③ 骨
ほね

、関節
かんせつ

等
とう

の機能
き の う

や感覚器
かんかくき

機能
き の う

の障
しょう

がい及
およ

び高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

など、医学的
いがくてき

リハ

ビリテーションによる機能
き の う

の維持
い じ

・回復
かいふく

が期待
き た い

できるものについては、病院
びょういん

から

地域
ち い き

等
とう

まで切
き

れ目
め

のない医学的
いがくてき

リハビリテーションの確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

④ 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービス等
とう

の提供
ていきょう

機関
き か ん

による自主的
じ し ゅ て き

な情報
じょうほう

公開
こうかい

と、第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

を

推進
すいしん

するとともに、各種
かくしゅ

行政
ぎょうせい

サービス等
とう

を含
ふく

めた情報
じょうほう

を集約
しゅうやく

し、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が

入手
にゅうしゅ

しやすい情報
じょうほう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑤ 重度
じゅうど

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

（児
じ

）に対
たい

し、市町
しちょう

と連携
れんけい

し、医療費
いり ょ う ひ

を助成
じょせい

するとともに、国
くに

に

対
たい

しては、全国
ぜんこく

一律
いちりつ

の助成
じょせい

制度
せ い ど

の創設
そうせつ

を要望
ようぼう

します。 

⑥ 心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

（児
じ

）の歯科
し か

疾患
しっかん

の予防
よ ぼ う

、口腔
こうくう

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

増進
ぞうしん

を図
はか

るため、県
けん

口腔
こうくう

保健
ほ け ん

センターや巡回
じゅんかい

検診車
けんしんしゃ

による診療
しんりょう

や歯科
し か

保健
ほ け ん

指導
し ど う

等
とう

を行
おこな

い、より多
おお

く

の障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して歯科
し か

医療
いりょう

を受
う

けることができる環境
かんきょう

を整
ととの

えます。 

 

 



 

29 

 

３ 精神
せいしん

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

 

(1) 精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

及
およ

び医療
いりょう

の提供
ていきょう

等
とう

 

① 県
けん

心
こころ

と 体
からだ

の健康
けんこう

センター及
およ

び各保健所
かくほけんしょ

を核
かく

として精神
せいしん

保健
ほ け ん

相談
そうだん

や訪問
ほうもん

等
とう

を

実施
じ っ し

するとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

に関
かん

する正
ただ

しい知識
ち し き

の

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

めることにより、自殺
じ さ つ

対策
たいさく

、ひきこもり対策
たいさく

、各種
かくしゅ

依存症
いぞんしょう

対策
たいさく

などの

心
こころ

の健康
けんこう

の保持
ほ じ

増進
ぞうしん

に取
と

り組
く

みます。 

② 県民
けんみん

の精神的
せいしんてき

健康
けんこう

の保持
ほ じ

増進
ぞうしん

、精神障
せいしんしょう

がいの予防
よ ぼ う

、適切
てきせつ

な精神
せいしん

医療
いりょう

の推進
すいしん

から、

社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

の促進
そくしん

、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

経済
けいざい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

の促進
そくしん

のための援助
えんじょ

に至
いた

るまで、

保健所
ほけん し ょ

及
およ

び市町
しちょう

が行
おこな

う精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

業務
ぎょうむ

が効果的
こうかてき

に展開
てんかい

されるよう、県
けん

心
こころ

と

体
からだ

の健康
けんこう

センターにおいて積極的
せっきょくてき

な技術
ぎじゅつ

指導
し ど う

及
およ

び技術
ぎじゅつ

支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

③ 入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の人権
じんけん

に配慮
はいりょ

した適切
てきせつ

な精神
せいしん

医療
いりょう

を確保
か く ほ

するため、精神
せいしん

医療
いりょう

審査会
し んさかい

等
とう

においての定期的
ていきてき

な入院
にゅういん

審査
し ん さ

や精神科
せいしんか

病院
びょういん

の実地
じ っ ち

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

に努
つと

めます。 

④ 病 状
びょうじょう

悪化
あ っ か

による緊急
きんきゅう

な精神科
せいしんか

医療
いりょう

を必要
ひつよう

とする精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

等
とう

が迅速
じんそく

で

適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受
う

けることができるよう、県内
けんない

における24時間
じ か ん

365日
にち

の精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

の構築
こうちく

に向
む

けた調整
ちょうせい

を進
すす

めます。また、二次
に じ

救 急
きゅうきゅう

医療
いりょう

機関
き か ん

との

連携
れんけい

を図
はか

ることにより、身体
しんたい

疾患
しっかん

等
とう

を併発
へいはつ

した患者
かんじゃ

に対
たい

する医療
いりょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑤ 認知症
にんちしょう

の早期
そ う き

診断
しんだん

や早期
そ う き

対応
たいおう

に向
む

けた支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

、医療
いりょう

や介護
か い ご

等
とう

の連携
れんけい

強化
きょうか

や専門
せんもん

職
しょく

への教育
きょういく

等
とう

を行
おこな

う認知症
にんちしょう

疾患
しっかん

医療
いりょう

センターにおける取組
と り く

みを強化
きょうか

するとともに、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター等
とう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

の周知
しゅうち

やコールセンターの設置
せ っ ち

など、誰
だれ

もが気軽
き が る

に相談
そうだん

できる体制
たいせい

を整備
せ い び

し、認知症
にんちしょう

の人
ひと

やその家族
か ぞ く

への支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑥ 増加
ぞ う か

する児童
じ ど う

・思春期
し し ゅ ん き

患者
かんじゃ

の心
こころ

のケアを行
おこな

うため、県立
けんりつ

子
こ

ども療育
りょういく

センターに

県内
けんない

初
はつ

となる児童
じ ど う

・思春期
し し ゅ ん き

病棟
びょうとう

を整備
せ い び

し、入院
にゅういん

治療
ちりょう

及
およ

び外来
がいらい

診察
しんさつ

を行
おこな

うなど、

心
こころ

に不安
ふ あ ん

を抱
かか

える患者
かんじゃ

に対
たい

する専門的
せんもんてき

な医療
いりょう

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に取
と

り組
く

みます。 

 

(2) 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

及
およ

び地域
ち い き

移行
い こ う

の推進
すいしん

 

① 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

とその家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らす

ことができるよう、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

等
とう

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

るとと

もに、地域
ち い き

での受入
うけいれ

条件
じょうけん

が整
ととの

えば退院
たいいん

可能
か の う

な長期
ちょうき

に入院
にゅういん

する精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

に

対
たい

しては、病院
びょういん

・施設
し せ つ

・相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

・ピアサポーター等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

り、社会的
しゃかいてき

自立
じ り つ

を支援
し え ん

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

への円滑
えんかつ

な移行
い こ う

を推進
すいしん

するための体制
たいせい

整備
せ い び

に努
つと

めます。

（再掲
さいけい

） 

② 高齢
こうれい

の精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

又
また

は地域
ち い き

生活
せいかつ

を維持
い じ

、継続
けいぞく

するため、

介護
か い ご

給付
きゅうふ

対象
たいしょう

サービス等
とう

を必要
ひつよう

に応
おう

じて提供
ていきょう

するための市町
しちょう

の取組
と り く

みを支援
し え ん

し
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ます。 

 

４ 難病
なんびょう

等
とう

に関
かん

する施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

 

① 保健所
ほけん し ょ

や県
けん

難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
とう

において、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

のニーズに対応
たいおう

した

日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の悩
なや

みや不安
ふ あ ん

に対
たい

する相談
そうだん

支援
し え ん

や家族
か ぞ く

の交
こう

流会
りゅうかい

を行
おこな

うことによっ

て、安定
あんてい

した療養
りょうよう

生活
せいかつ

の確保
か く ほ

と難病
なんびょう

患者
かんじゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

の生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。

（再掲
さいけい

） 

② 難病
なんびょう

及
およ

び小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

患者
かんじゃ

の医療費
いり ょ う ひ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するため、医療費
いり ょ う ひ

等
とう

の助成
じょせい

を行
おこな

い、経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

ります。 

③ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

に対
たい

する障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の提供
ていきょう

については、市町
しちょう

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

において、難病
なんびょう

等
とう

の特性
とくせい

（病 状
びょうじょう

の変化
へ ん か

や進行
しんこう

、福祉
ふ く し

ニーズ等
とう

）に配慮
はいりょ

した対応
たいおう

が

実施
じ っ し

されるよう理解
り か い

と協 力
きょうりょく

の促進
そくしん

を図
はか

ります。（再掲
さいけい

） 

 

５ 高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

に関
かん

する施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

 

① 高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

について、支援
し え ん

拠点
きょてん

機関
き か ん

に相談
そうだん

支援
し え ん

コーディネーターを配置
は い ち

し、

専門的
せんもんてき

支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、相談
そうだん

支援
し え ん

協 力
きょうりょく

機関
き か ん

の設置
せ っ ち

による地域
ち い き

支援
し え ん

ネットワ

ークの整備
せ い び

のほか、保健所
ほけん し ょ

において相談
そうだん

対応
たいおう

をはじめ、支援
し え ん

手法
しゅほう

等
とう

に関
かん

する研修
けんしゅう

や連携
れんけい

会議
か い ぎ

、家族
か ぞ く

支援
し え ん

、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を実施
じ っ し

するなど適切
てきせつ

な支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

りま

す。 

② 高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

について、医学的
いがくてき

リハビリテーションによる機能
き の う

の維持
い じ

・回復
かいふく

が

期待
き た い

できるものについては、病院
びょういん

から地域
ち い き

等
とう

までの一貫
いっかん

した医学的
いがくてき

リハビリテー

ションの確保
か く ほ

に努
つと

めます。 
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第
だい

５節
せつ

 安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

障
しょう

がい者
しゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

社会
しゃかい

の中
なか

で、安全
あんぜん

で快適
かいてき

かつ文化的
ぶんかてき

な生活
せいかつ

を営
いとな

むこと

ができるよう、公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

や住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

、移動
い ど う

・交通
こうつう

対策
たいさく

の推進
すいしん

、人
ひと

にやさしい

まちづくりの意識
い し き

啓発
けいはつ

等
とう

を図
はか

り、誰
だれ

もが住
す

みやすい生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めます。 

 

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

もない人
ひと

も、地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、安全
あんぜん

で快適
かいてき

かつ文化的
ぶんかてき

な生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、誰
だれ

もが住
す

みやすい生活
せいかつ

環境
かんきょう

が整備
せ い び

されなければなりません。 

国
くに

においては、総合的
そうごうてき

なバリアフリー化
か

を推進
すいしん

するため、これまでの「高齢者
こうれいしゃ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

の建築
けんちく

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

６年
ねん

制定
せいてい

）」

と「高齢者
こうれいしゃ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

した移動
い ど う

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

12年
ねん

制定
せいてい

）」を統合
とうごう

・拡充
かくじゅう

した「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（以下
い か

「バリアフリー新法
しんぽう

」という。）が平成
へいせい

18年
ねん

に制定
せいてい

され、東京
とうきょう

オリン

ピック・パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

の開催
かいさい

を契機
け い き

とした平成
へいせい

30年の法
ほう

改正
かいせい

では、「ユニバ

ーサルデザイン行動
こうどう

計画
けいかく

2020」に基
もと

づいた、「ユニバーサルデザインの街
まち

づくり」及
およ

び

「心
こころ

のバリアフリー」に関
かん

する取組
と り く

みが進
すす

められました。 

また、令和
れ い わ

２年
ねん

にはバリアフリー新法
しんぽう

に基
もと

づく「移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」が改正
かいせい

され、鉄
てつ

・軌道
き ど う

駅
えき

でのバリアフリー化
か

整備
せ い び

目標
もくひょう

の対象
たいしょう

施設
し せ つ

が拡大
かくだい

されたほ

か、令和
れ い わ

３年
ねん

に閣議
か く ぎ

決定
けってい

された「第
だい

２次
じ

交通
こうつう

政策
せいさく

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」では、令和
れ い わ

７年度
ね ん ど

末
まつ

を目標
もくひょう

に

車両
しゃりょう

や旅客
りょかく

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

に係
かか

る数値
す う ち

指標
しひょう

が明記
め い き

されるなど、ハード・ソフト

一体的
いったいてき

なバリアフリー化
か

が推進
すいしん

されています。 

県
けん

においても、平成
へいせい

８年
ねん

に制定
せいてい

した「人
ひと

にやさしいまちづくり条例
じょうれい

」に基
もと

づき、人
ひと

にや

さしいまちづくりに関
かん

する意識
い し き

啓発
けいはつ

と諸施策
し ょ 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

を図
はか

り、障
しょう

が

い者
しゃ

、高齢者
こうれいしゃ

等
とう

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる施設
し せ つ

の整備
せ い び

促進
そくしん

に努
つと

めているところです。 

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
いとな

むうえで制約
せいやく

となっている社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

と、ユニバ

ーサルデザインの観点
かんてん

に立
た

った、生活
せいかつ

環境面
かんきょうめん

における各種
かくしゅ

の改善
かいぜん

は、障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

経済
けいざい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

するために不可欠
ふ か け つ

であり、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のため、よ

り一層
いっそう

の改善
かいぜん

を図ることが必要
ひつよう

です。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

と住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

・改善
かいぜん

 

① 県
けん

や市町
しちょう

が設置
せ っ ち

・管理
か ん り

する官公庁
かんこうちょう

施設
し せ つ

、交通
こうつう

施設
し せ つ

その他
た

の公共
こうきょう

施設
し せ つ

については、

バリアフリー化
か

に努
つと

め、障
しょう

がい者
しゃ

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるよう必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

をします。 
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② 民間
みんかん

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

が設置
せ っ ち

・管理
か ん り

する公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

については、障
しょう

がい者
しゃ

の利用
り よ う

の

便宜
べ ん ぎ

を図
はか

る適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

がなされるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

が必要
ひつよう

な助言
じょげん

・指導
し ど う

を行
おこな

いつつ、

民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

の自発的
じはつてき

な行動
こうどう

を尊重
そんちょう

し、促
うなが

しながら、その整備
せ い び

・改善
かいぜん

を進
すす

めます。 

③ 障
しょう

がい者
しゃ

が行
おこな

うバリアフリー改修
かいしゅう

等
とう

を促進
そくしん

し、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

るため、

市町
しちょう

を通
つう

じた日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
きゅうふ

又
また

は貸与
た い よ

や用具
よ う ぐ

の設置
せ っ ち

に必要
ひつよう

な住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

に

対
たい

する支援
し え ん

を行
おこな

います。 

④ 「愛媛県
えひめけん

県営
けんえい

住宅
じゅうたく

長寿
ちょうじゅ

命化
みょうか

計画
けいかく

」及
およ

び「愛媛県
えひめけん

地域
ち い き

住宅
じゅうたく

計画
けいかく

」に基
もと

づき、既存
き そ ん

の

県営
けんえい

住宅
じゅうたく

の計画的
けいかくてき

なバリアフリー改修
かいしゅう

事業
じぎょう

を行
おこな

うことにより、高齢者
こうれいしゃ

及
およ

び障
しょう

が

い者
しゃ

の居住
きょじゅう

の円滑化
えんかつか

を図
はか

ります。 

⑤ 一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

について、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

に配慮
はいりょ

した住宅
じゅうたく

構造
こうぞう

・設備
せ つ び

とするため、

「高齢者
こうれいしゃ

が居住
きょじゅう

する住宅
じゅうたく

の設計
せっけい

に係
かか

る指針
し し ん

」（平成
へいせい

13年
ねん

国土
こ く ど

交通省
こうつうしょう

告示
こ く じ

：令和
れ い わ

４

年
ねん

改正
かいせい

）の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を行
おこな

います。特
とく

に、公営
こうえい

住宅
じゅうたく

については、その先導的
せんどうてき

役割
やくわり

が

担
にな

えるよう安全性
あんぜんせい

、利便性
りべんせい

に配慮
はいりょ

したモデル的
てき

な整備
せ い び

を行
おこな

います。 

⑥ 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の民間
みんかん

住宅
じゅうたく

への円滑
えんかつ

な入
にゅう

居
きょ

の促進
そくしん

を図
はか

るため「住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

に対
たい

する賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の供 給
きょうきゅう

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（住宅
じゅうたく

セーフティネット法
ほう

）」に基
もと

づき設立
せつりつ

した県
けん

居住
きょじゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

において、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

⑦ 障
しょう

がい者
しゃ

が日常生活上
にちじょうせいかつじょう

の相談援助等
そうだんえんじょとう

を受
う

けながら地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

る

ことができるグループホームや公営
こうえい

住宅
じゅうたく

等
とう

の公的
こうてき

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

及
およ

びバリアフ

リー化
か

を促進
そくしん

します。 

⑧ グループホームで生活
せいかつ

する障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、「建築
けんちく

基準法
きじゅんほう

」

や「消防法
しょうぼうほう

」等
とう

の基準
きじゅん

に適
てき

合
ごう

した防火
ぼ う か

安全
あんぜん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

 

２ 移動
い ど う

・交通
こうつう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

(1) 公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の整備
せ い び

促進
そくしん

 

① 国
くに

と連携
れんけい

して、旅客
りょかく

施設
し せ つ

（鉄
てつ

軌道
き ど う

駅
えき

、バスターミナル、旅客
りょかく

船
せん

ターミナル及
およ

び航
こう

空
くう

旅客
りょかく

ターミナル）におけるエレベーター等
とう

の設置
せ っ ち

、段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

、改札
かいさつ

口
ぐち

の拡幅
かくふく

、ホ

ームにおける警告
けいこく

・案内
あんない

ブロックの設置
せ っ ち

等
とう

の整
せい

備
び

に加
くわ

え、施設
し せ つ

職員
しょくいん

による介助
かいじょ

の

充実
じゅうじつ

など障
しょう

がい対応
たいおう

サービスの向上
こうじょう

によるハード・ソフト一体的
いったいてき

な取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

② 車両
しゃりょう

等
とう

（鉄
てつ

軌道
き ど う

車両
しゃりょう

、乗合
のりあい

バス、船舶
せんぱく

及
およ

び航空機
こ う く う き

）については、「バリアフリー

新法
しんぽう

」等
とう

を踏
ふ

まえて、低床式
ていしょうしき

路面
ろ め ん

電車
でんしゃ

（ＬＲＴ）や低床
ていしょう

バスの導入
どうにゅう

、乗降
じょうこう

を円滑
えんかつ

に

する乗降
じょうこう

装置
そ う ち

の設置
せ っ ち

、車内
しゃない

の車椅子
くるまいす

スペースの確保
か く ほ

等
とう

を推進
すいしん

します。 

③ 公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の旅客
りょかく

施設
し せ つ

及
およ

び車内
しゃない

において、触
しょく

知
ち

案内板
あんないばん

の設置
せ っ ち

、音声
おんせい

・視覚
し か く

両面
りょうめん

からの案内
あんない

表示
ひょうじ

等
とう

情報
じょうほう

案内
あんない

システムの整備
せ い び

等
とう

、障
しょう

がい特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した案内
あんない
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表示
ひょうじ

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

を推進
すいしん

します。 

 

(2) 道路
ど う ろ

、信号機
し んごう き

等
とう

の整備
せ い び

促進
そくしん

 

① 道路
ど う ろ

の整
せい

備
び

に当
あ

たっては、歩道
ほ ど う

の幅員
ふくいん

の確保
か く ほ

と段差
だ ん さ

の切り下
さ

げ、無電柱化
むでんちゅうか

等
とう

の

推進
すいしん

、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、音声
おんせい

案内
あんない

設備
せ つ び

や案内
あんない

標識
ひょうしき

の効果的
こうかてき

な設置
せ っ ち

な

ど、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

にやさしい通行
つうこう

空間
くうかん

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

②  障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の安全
あんぜん

かつ円滑
えんかつ

な通行
つうこう

を確保
か く ほ

するため、信号
しんごう

灯器
と う き

のＬＥＤ化
か

、

音響式
おんきょうしき

信号機
し んごう き

や経過
け い か

時間
じ か ん

表示
ひょうじ

機能
き の う

付
つ

き歩
ほ

行者用
こうしゃよう

灯器
と う き

などのバリアフリー対応型
たいおうがた

信号機
し んごう き

を整備
せ い び

するとともに、見
み

やすく分
わ

かりやすい道路
ど う ろ

標識
ひょうしき

及
およ

び道路
ど う ろ

標示
ひょうじ

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

 

(3) 移動
い ど う

支援
し え ん

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

① リフト付
つ

きバスの運行
うんこう

、障
しょう

がい者用
しゃよう

に改造
かいぞう

された自動車
じ ど う し ゃ

への助成
じょせい

、運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

に対
たい

する助成
じょせい

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の給付
きゅうふ

、ガイドヘルパーの養成
ようせい

・派遣
は け ん

、タン

デム自転車
じ て ん し ゃ

等
とう

の活用
かつよう

・普及
ふきゅう

など、多様
た よ う

な移動
い ど う

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

② 公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

やタクシーの運賃
うんちん

割引
わりびき

、有料
ゆうりょう

道路
ど う ろ

や高速
こうそく

自動
じ ど う

車道
しゃどう

の通行
つうこう

料金
りょうきん

の

割引
わりびき

等
とう

について、その制度
せ い ど

拡大
かくだい

（特
とく

に精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

）が図
はか

られるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

へ

の働
はたら

きかけを継続
けいぞく

強化
きょうか

します。 

 

(4) 事故
じ こ

防止
ぼ う し

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）の交通
こうつう

事故
じ こ

を未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

するため、障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）の学習
がくしゅう

機会
き か い

の

増加
ぞ う か

や交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼ う し

の啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

② 交通
こうつう

事故
じ こ

のない安全
あんぜん

で快適
かいてき

な地
ち

域
いき

づくりを進
すす

め、交通
こうつう

事故
じ こ

による障
しょう

がいの発生
はっせい

を防
ふせ

ぐため、交通
こうつう

安全
あんぜん

県民
けんみん

運動
うんどう

等
とう

を積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

します。 

 

３ 人
ひと

にやさしいまちづくりの意識
い し き

啓発
けいはつ

 

① 人
ひと

にやさしいまちづくりを推進
すいしん

するため、「バリアフリー新法
しんぽう

」と「人
ひと

にやさしいま

ちづくり条例
じょうれい

」の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

について積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

むとともに、子
こ

どもか

ら大人
お と な

まで、広
ひろ

く県民
けんみん

意識
い し き

の高揚
こうよう

に努
つと

めます。 

② 歩行
ほ こ う

が困難
こんなん

な身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

等
とう

に供
きょう

する目的
もくてき

で公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

に設置
せ っ ち

された専用
せんよう

駐車
ちゅうしゃ

スペースの適正
てきせい

な利用
り よ う

を 働
はたら

きかけるため、パーキングパーミット制度
せ い ど

（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

利用証
りようしょう

制度
せ い ど

）の普及
ふきゅう

に努
つと

め、歩行
ほ こ う

が困難
こんなん

な方々
かたがた

に配慮
はいりょ

した共生
きょうせい

社会
しゃかい

づくりを推進
すいしん

します。（再掲
さいけい

） 
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第
だい

６節
せつ

 防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 
障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

社会
しゃかい

において、安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、防災
ぼうさい

・

防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

及
およ

び消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

からの保護
ほ ご

等
とう

を図
はか

るため、災害
さいがい

時
じ

の障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

や防犯
ぼうはん

に対
たい

する意識
い し き

啓発
けいはつ

、悪質
あくしつ

商法
しょうほう

などによる被害
ひ が い

防止
ぼ う し

に努
つと

めます。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

平成
へいせい

30年
ねん

７月
がつ

に発生
はっせい

した西日本
にしにほん

豪雨
ご う う

災害
さいがい

では、梅雨
ば い う

前線
ぜんせん

の停滞
ていたい

や線状
せんじょう

降水帯
こうすいたい

の

発生
はっせい

により、南予
な ん よ

地域
ち い き

を中心
ちゅうしん

に県下
け ん か

各地
か く ち

で、土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

や河川
か せ ん

の氾濫
はんらん

等
とう

による甚大
じんだい

な

被害
ひ が い

が発生
はっせい

し、人的
じんてき

被害
ひ が い

は死者
し し ゃ

33名
めい

（直接死
ちょくせつし

27名
めい

、関連死
かんれんし

６名）及
およ

び重傷者
じゅうしょうしゃ

35名
めい

、

住家
じゅうか

被害
ひ が い

は全壊
ぜんかい

627棟
むね

、半壊
はんかい

3,118棟
むね

、一部
い ち ぶ

破損
は そ ん

149棟
むね

、床上
ゆかうえ

・床下
ゆかした

浸水
しんすい

を加
くわ

えると

6,663棟
むね

にのぼり、最大
さいだい

で12市町
しちょう

、31,068戸
こ

が断水
だんすい

しました。 

近年
きんねん

では、日本
にっぽん

各地
か く ち

で、ゲリラ豪雨
ご う う

や台風
たいふう

、地震
じ し ん

等
とう

による大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

が発生
はっせい

し、甚大
じんだい

な被害
ひ が い

に見舞
み ま

われているほか、本県
ほんけん

では、南海
なんかい

トラフを発生
はっせい

源
げん

とする大地震
おおじ し ん

（南海
なんかい

トラフ

地震
じ し ん

）が、今後
こ ん ご

高
たか

い確率
かくりつ

で発生
はっせい

することが予想
よ そ う

されており、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の

「要配慮者
ようはいりょしゃ

」や、これらの方
かた

のうち、自
みずか

ら避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

で、円滑
えんかつ

かつ迅速
じんそく

な避難
ひ な ん

の

確保
か く ほ

を図
はか

るために特
とく

に支援
し え ん

を要
よう

する「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

」の安全
あんぜん

を確保
か く ほ

することが

重要
じゅうよう

な課題
か だ い

となっています。 

このため、地域
ち い き

住民
じゅうみん

や自主
じ し ゅ

防災
ぼうさい

組織
そ し き

、民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

、介護
か い ご

保険事
ほ け ん じ

業者
ぎょうしゃ

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

、ボランティア等
とう

の協 力
きょうりょく

を得
え

ながら、平常
へいじょう

時
じ

から要配慮者
ようはいりょしゃ

に関
かん

す

る情報
じょうほう

を把握
は あ く

・共有
きょうゆう

するとともに、自
みずか

らの安全
あんぜん

は自
みずか

らで守
まも

る「自助
じ じ ょ

」、地域
ち い き

において互
たが

いに助
たす

け合う「共助
きょうじょ

」、県
けん

及
およ

び市町
しちょう

等
とう

の公的
こうてき

機関
き か ん

がこれらを補完
ほ か ん

し行
おこな

う「公
こう

助
じょ

」を基本
き ほ ん

と

しながら各関係
かくかんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、様々
さまざま

な災害
さいがい

に備
そな

える必要
ひつよう

があります。 

また、障
しょう

がい者
しゃ

が犯罪
はんざい

や悪質
あくしつ

商法
しょうほう

による消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

等
とう

に巻
ま

き込
こ

まれないために、障
しょう

がい者
しゃ

の防犯
ぼうはん

及
およ

び消費者
しょうひしゃ

トラブルに対
たい

する意識
い し き

の高揚
こうよう

を図
はか

るとともに、防犯
ぼうはん

対策
たいさく

や

消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の未
み

然
ぜん

防止
ぼ う し

に向
む

けた仕組
し く

みづくりが大切
たいせつ

です。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

①  「愛媛県
えひめけん

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

（風水害
ふうすいがい

等
とう

対策編
たいさくへん

、地震
じ し ん

災害
さいがい

対策編
たいさくへん

、津波
つ な み

災害
さいがい

対策編
たいさくへん

、

原子力
げんしりょく

災害
さいがい

対策編
たいさくへん

）」に基
もと

づき、障
しょう

がい者
しゃ

や福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

等
とう

の参加
さ ん か

及
およ

び防災
ぼうさい

関係
かんけい

部局
ぶきょく

と福祉
ふ く し

関係
かんけい

部局
ぶきょく

の連携
れんけい

の下
もと

で、市町
しちょう

の地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

の作成
さくせい

や防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の

実施
じ っ し

等
とう

の取組
と り く

みを促進
そくしん

し、災害
さいがい

に強
つよ

い地域
ち い き

づくりを推進
すいしん

します。 

② 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

及
およ

び災害
さいがい

が発生
はっせい

するおそれがある場合
ば あ い

において、市町
しちょう

や関係
かんけい

団体
だんたい

と
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連携
れんけい

して、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して迅速
じんそく

かつ適切
てきせつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を伝達
でんたつ

できる体制
たいせい

の整
せい

備
び

に取
と

り組
く

みます。 

③ 高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

が災害
さいがい

や異変
い へ ん

、事故
じ こ

等
とう

に見舞
み ま

われた際
さい

の、関係
かんけい

機関
き か ん

への

緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システムの整備
せ い び

を促進
そくしん

するとともに、市町
しちょう

と連携
れんけい

して、障
しょう

がいの特性
とくせい

に

配慮
はいりょ

した防災
ぼうさい

機器
き き

等
とう

や聴覚障
ちょうかくしょう

がい者用
しゃよう

通信
つうしん

装置
そ う ち

・情報
じょうほう

受信
じゅしん

装置
そ う ち

、火災
か さ い

警報器
けいほうき

、

自動
じ ど う

消火器
し ょ う か き

等
とう

必要
ひつよう

な日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の普及
ふきゅう

を図
はか

ります。 

④ 災害
さいがい

時
じ

に支援
し え ん

が必要
ひつよう

な障
しょう

がい者
しゃ

（避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

）について、情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

や

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

を活用
かつよう

した適切
てきせつ

な避難
ひ な ん

支援
し え ん

ができるよう、障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた個別
こ べ つ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

など、市町
しちょう

における体制
たいせい

整備
せ い び

を支援
し え ん

します。 

⑤ 災害
さいがい

時
じ

に、障
しょう

がい者
しゃ

が避
ひ

難所
なんじょ

において、必要
ひつよう

な物資
ぶ っ し

の確保
か く ほ

を含
ふく

め、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

を受
う

けることができるよう、市町
しちょう

と連携
れんけい

して、避難所
ひなんじ ょ

運営
うんえい

マニュアル

等
とう

の整備
せ い び

や、手話
し ゅ わ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

等
とう

による意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

の養成
ようせい

・派遣
は け ん

、「ヘルプカー

ド」の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

⑥ 福祉
ふ く し

避難所
ひなんじ ょ

の機能
き の う

強化
きょうか

・整備
せ い び

促進
そくしん

に取
と

り組
く

む市町
しちょう

に対
たい

する支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、

関係
かんけい

団体
だんたい

で構成
こうせい

する県
けん

災害
さいがい

時
じ

福祉
ふ く し

支援
し え ん

地域
ち い き

連携協
れんけいきょう

議会
ぎ か い

において、災害
さいがい

時
じ

の福祉
ふ く し

支援
し え ん

に関
かん

する課題
か だ い

や、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじ ょ

等
とう

の人材
じんざい

確保
か く ほ

、運営
うんえい

方法
ほうほう

等
とう

について検討
けんとう

・協議
きょうぎ

を行
おこな

い、総合的
そうごうてき

な災害
さいがい

時
じ

の福祉
ふ く し

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

・構築
こうちく

に努
つと

めます。 

⑦  災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

及
およ

び発生後
はっせいご

の福祉
ふ く し

・医療
いりょう

サービスの提供
ていきょう

について、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

・医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

における災害
さいがい

対策
たいさく

を推進
すいしん

するとともに、地域
ち い き

内外
ないがい

の他
た

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・医療
いりょう

機関
き か ん

等
とう

との広域的
こういきてき

なネットワークの形成
けいせい

に取
と

り組
く

みます。 

⑧ 自力
じ り き

避難
ひ な ん

の困難
こんなん

な障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が利用
り よ う

する福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

が立地
り っ ち

する土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

のお

それのある箇所
か し ょ

において、重点的
じゅうてんてき

に土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

対策
たいさく

に取
と

り組
く

みます。 

⑨ 水害
すいがい

・土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

時
じ

に要配慮者
ようはいりょしゃ

の円滑
えんかつ

かつ迅速
じんそく

な避難
ひ な ん

の確保
か く ほ

を図
はか

るため、市町
しちょう

と

連携
れんけい

して、浸水
しんすい

想定
そうてい

区域
く い き

や土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区
く

域内
いきない

の要配慮者
ようはいりょしゃ

利用
り よ う

施設
し せ つ

における避難
ひ な ん

確保
か く ほ

計画
けいかく

の作成
さくせい

及
およ

び訓練
くんれん

の実施
じ っ し

を支援
し え ん

します。 

⑩ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

における防災
ぼうさい

計画
けいかく

や業務
ぎょうむ

継続
けいぞく

計画
けいかく

（BCP）の作成
さくせい

、

避難
ひ な ん

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

、生活
せいかつ

物資
ぶ っ し

の備蓄
び ち く

等
とう

を 促
うなが

し、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に適
てき

切
せつ

に対応
たいおう

できる

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

⑪ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、一人
ひ と り

でも多
おお

くの県民
けんみん

が「自
みずか

らの命
いのち

を守
まも

る」行動
こうどう

を

ためらうことなく 行
おこな

えるよう、パンフレットやＤＶＤ等
とう

の作成
さくせい

、防災
ぼうさい

意識
い し き

啓発
けいはつ

講演会
こうえんかい

や研修会
けんしゅうかい

、県民
けんみん

総
そう

ぐるみの防災
ぼうさい

訓練
くんれん

等
とう

の実施
じ っ し

により、防災
ぼうさい

意識
い し き

の向上
こうじょう

に

努
つと

めます。 

 

２ 防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

① 平成
へいせい

25年
ねん

に施行
し こ う

された「愛媛県
えひめけん

犯罪
はんざい

の起
お

きにくい安全
あんぜん

で安心
あんしん

なまちづくり条例
じょうれい

」
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に基
もと

づき、地域
ち い き

住民
じゅうみん

、事業所
じぎょうしょ

、関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

、自治体
じ ち た い

等
とう

と協働
きょうどう

して、県民
けんみん

一人
ひ と り

ひ

とりの防犯
ぼうはん

意識
い し き

の高揚
こうよう

を図
はか

るとともに、犯罪
はんざい

の抑止
よ く し

のための生活
せいかつ

環境
かんきょう

整備
せ い び

に取
と

り

組
く

みます。 

② 事件
じ け ん

・事故
じ こ

時
じ

のファックス、メール、携帯
けいたい

電話
で ん わ

等
とう

による緊急
きんきゅう

通報
つうほう

について、利用
り よ う

の促進
そくしん

を図
はか

るとともに、事案
じ あ ん

の内容
ないよう

に応
おう

じた迅速
じんそく

・適切
てきせつ

な対応
たいおう

を行
おこな

います。 

③ 犯罪
はんざい

や非行
ひ こ う

をした者
もの

等
とう

の立
た

ち直
なお

りや再犯
さいはん

の防止
ぼ う し

に向
む

け、社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

を困難
こんなん

として

いる問題
もんだい

の解消
かいしょう

を図
はか

るため、地域
ち い き

において必要
ひつよう

な支援
し え ん

や情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

を図
はか

る体制
たいせい

の構築
こうちく

等
とう

に取
と

り組
く

みます。 

④ 平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

に神奈川県
か な が わ け ん

で発生
はっせい

した障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

における殺傷
さっしょう

事件
じ け ん

を踏
ふ

ま

え、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

を利用
り よ う

する障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるように、防犯
ぼうはん

に

係
かか

る安全
あんぜん

確保
か く ほ

のための施設
し せ つ

整備
せ い び

や防犯
ぼうはん

に係
かか

る職員
しょくいん

の対応
たいおう

に関
かん

する点検
てんけん

等
とう

の取組
と り く

みを促進
そくしん

するとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

と連携
れんけい

し安全
あんぜん

確保
か く ほ

体制
たいせい

の構築
こうちく

に努
つと

めます。 

 

３ 消費者
しょうひしゃ

トラブルの防止
ぼ う し

及
およ

び被害
ひ が い

からの救済
きゅうさい

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

の消費者
しょうひしゃ

トラブルや被害
ひ が い

からの救済
きゅうさい

に関
かん

して必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

し、

県
けん

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センターや市町
しちょう

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

を広
ひろ

く周知
しゅうち

することにより、障
しょう

がい者
しゃ

の

消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の未
み

然
ぜん

防止
ぼ う し

・拡大
かくだい

防止
ぼ う し

に努
つと

めます。 

② 市町
しちょう

への見守
み ま も

りネットワーク（消費者
しょうひしゃ

安全
あんぜん

確保
か く ほ

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

）の設置
せ っ ち

を促進
そくしん

し、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

、消費者
しょうひしゃ

団体
だんたい

、福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

、行政
ぎょうせい

等
とう

地域
ち い き

の多様
た よ う

な主体
しゅたい

の連携
れんけい

・協働
きょうどう

により、障
しょう

がい者
しゃ

の消費者
しょうひしゃ

トラブル被害
ひ が い

の未
み

然
ぜん

防止
ぼ う し

及
およ

び拡
かく

大防止
だいぼうし

に努
つと

めます。 

③ 県
けん

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センター等
とう

におけるファックスやメール等
とう

での消費者
しょうひしゃ

相談
そうだん

の受付
うけつけ

な

ど、個々
こ こ

の障
しょう

がい者
しゃ

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した消費
しょうひ

生活
せいかつ

相談
そうだん

に努
つと

めます。 

④ 「愛媛県
えひめけん

消費者
しょうひしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を踏
ふ

まえ、障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び支援者
し え ん し ゃ

を対象
たいしょう

に、出前
で ま え

講座
こ う ざ

の

実施
じ っ し

や各種
かくしゅ

消費者
しょうひしゃ

関連
かんれん

行事
ぎょうじ

や研修
けんしゅう

への参加
さ ん か

を促
うなが

すとともに、見守
み ま も

りネットワーク

を活用
かつよう

した訪問
ほうもん

支援
し え ん

を強化
きょうか

・拡充
かくじゅう

することで、消費者
しょうひしゃ

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 
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第
だい

７節
せつ

 情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

 

 

 障
しょう

がい者
しゃ

が、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

をスムーズに取得
しゅとく

及
およ

び利用
り よ う

できるよう情報
じょうほう

アクセシビリテ

ィの向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、その意思
い し

を表示
ひょうじ

し、他人
た に ん

とのコミュニケーションを円滑
えんかつ

に行
おこな

うことができるよう意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。また、「読書
どくしょ

バリアフリー法
ほう

」の

趣旨
し ゅ し

に基
もと

づき、県内
けんない

の公立
こうりつ

図書館
と し ょ か ん

等
とう

をはじめ、関係
かんけい

機関
き か ん

と密接
みっせつ

に連携
れんけい

を図
はか

りながら、

視覚障
しかくしょう

がい者
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

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、自分
じ ぶ ん

に必要
ひつよう

かつ正確
せいかく

な情報
じょうほう

を取得
しゅとく

・利用
り よ う

することや、

自分
じ ぶ ん

の意思
い し

を示
しめ

し、他者
た し ゃ

とコミュニケーションをとることは、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

を送
おく

るうえで必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

なことです。 

「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」第
だい

３条
じょう

第
だい

３号
ごう

では、「全
すべ

て障害者
しょうがいしゃ

は、可能
か の う

な限
かぎ

り、言語
げ ん ご

（手話
し ゅ わ

を含
ふく

む。）

その他
た

の意思
い し

疎通
そ つ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

されるとともに、情報
じょうほう

の

取得
しゅとく

又
また

は利用
り よ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

の拡大
かくだい

が図
はか

られること」と規定
き て い

され

ています。 

このような中
なか

、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

を整備
せ い び

促進
そくしん

し、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわら

ず、全
すべ

ての国民
こくみん

が等
ひと

しく読書
どくしょ

を通
つう

じて文字
も じ

・活字
か つ じ

文化
ぶ ん か

の恩恵
おんけい

を受
う

けることができるよう、

「読書
どくしょ

バリアフリー法
ほう

」が令和
れ い わ

元年
がんねん

に施行
し こ う

されたほか、障
しょう

がい者
しゃ

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

や災害
さいがい

時
じ

に

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を健
けん

常者
じょうしゃ

と同様
どうよう

に得
え

られるよう、「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

」が令和
れ い わ

４年
ねん

に施行
し こ う

されました。 

このため、県
けん

では、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

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

を図
はか

るた

め、「県
けん

障
しょう

がい者
しゃ

ＩＣＴサポートセンター」を令和
れ い わ

４年
ねん

７月
がつ

に開設
かいせつ

し、相談
そうだん

支援
し え ん

や最新
さいしん

ＩＣＴ

機器
き き

の展示
て ん じ

、利用
り よ う

体験会
たいけんかい

の開催
かいさい

など、障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

に取
と

り組
く

んで

いますが、引
ひ

き続
つづ

き、障
しょう

がい者
しゃ

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

をスムーズに取得
しゅとく

及
およ

び利用
り よ う

できるよう、よ

り一層
いっそう

情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、その意思
い し

を表示
ひょうじ

し、他人
た に ん

とのコミ

ュニケーションを円滑
えんかつ

に行
おこな

うことができるよう、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る必要
ひつよう

があ

ります。 

さらに、全
すべ

ての県民
けんみん

が等
ひと

しく読書
どくしょ

に親
した

しみ、読書
どくしょ

を通
つう

じて豊
ゆた

かな人生
じんせい

を送
おく

ることがで

きるよう、読書
どくしょ

環境
かんきょう

をサポートする人材
じんざい

の確保
か く ほ

や読書
どくしょ

提供
ていきょう

サービスの充実
じゅうじつ

、公立
こうりつ

図書館
と し ょ か ん

等
とう

や点字
て ん じ

図書館
と し ょ か ん

の利用
り よ う

に関
かん

する普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

など、視覚障
しかくしょう

がい者
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

促進
そくしん

に努
つと

めていく必要
ひつよう

があります。 
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具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

のアクセシビリティの向上
こうじょう

 

① 行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

に当
あ

たっては、字幕
じ ま く

や音声
おんせい

等
とう

の適切
てきせつ

な活用
かつよう

や、文字
も じ

の大
おお

き

さや字体
じ た い

、カラーユニバーサルデザインなどに配慮
はいりょ

し、わかりやすい表現
ひょうげん

にするな

ど、多様
た よ う

な障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた対応
たいおう

に努
つと

めます。 

② 「愛媛県
えひめけん

ホームページにおけるアクセシブルなコンテンツの作成
さくせい

に関
かん

する指針
し し ん

」に

基
もと

づき、障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者
こうれいしゃ

に配慮
はいりょ

した、誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすいホームページの作成
さくせい

及
およ

び運営
うんえい

に努
つと

めます。  

③ 障
しょう

がい者
しゃ

が、適切
てきせつ

に選挙権
せんきょけん

を行使
こ う し

することができるよう、政見
せいけん

放送
ほうそう

や選挙
せんきょ

公報
こうほう

等
とう

において、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた情報
じょうほう

提供
ていきょう

に取
と

り組
く

みます。（再掲
さいけい

） 

 

２ 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

① 聴覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

、視覚
し か く

、失語
し つ ご

、知的
ち て き

、発達
はったつ

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

、重度
じゅうど

の身体
しんたい

な

どの障
しょう

がいや難病
なんびょう

のため、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに支障
ししょう

がある障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に対
たい

し、

市町
しちょう

と連携
れんけい

して、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

、盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

、失語
し つ ご

症
しょう

向
む

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

、視覚障
しかくしょう

がい者向
し ゃ む

け代筆
だいひつ

・代読
だいどく

支援者
し え ん し ゃ

、手話
し ゅ わ

・点訳
てんやく

・音訳
おんやく

の

各奉仕員
かくほうしいん

（ボランティア）等
とう

の養成
ようせい

及
およ

び資質
し し つ

向上
こうじょう

に努
つと

めるとともに、各種
かくしゅ

大会
たいかい

や障
しょう

がい者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

の場面
ば め ん

等
とう

への派遣
は け ん

を支援
し え ん

し、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の確保
か く ほ

・充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

② 障
しょう

がい者
しゃ

に対応
たいおう

した情報
じょうほう

機器
き き

やソフトウェアの情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

するとともに、

情報
じょうほう

やコミュニケーションに関
かん

する情報
じょうほう

機器
き き

の活用
かつよう

方法
ほうほう

等
とう

の生活
せいかつ

訓練
くんれん

を行
おこな

いま

す。 

③ 視聴覚障
しちょうかくしょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を一層
いっそう

促進
そくしん

するため、県
けん

視聴覚
しちょうかく

福祉
ふ く し

センター

において、視聴覚障
しちょうかくしょう

がい者
しゃ

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

や各種
かくしゅ

訓練
くんれん

、ボランティアの養成
ようせい

、文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

います。 

④ 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

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

を図
はか

るため、県
けん

障
しょう

がい

者
しゃ

ＩＣＴサポートセンターにおいて、相談
そうだん

支援
し え ん

や最新
さいしん

ＩＣＴ機器
き き

の展示
て ん じ

など総合的
そうごうてき

な

サポート機能
き の う

の更
さら

なる充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、中間
ちゅうかん

支援者
し え ん し ゃ

養成
ようせい

研修会
けんしゅうかい

の開催
かいさい

等
とう

に

積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

みます。 

⑤ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の対象
たいしょう

とならない軽度
け い ど

から中等度
ちゅうとうど

の聴覚障
ちょうかくしょう

がい児
じ

に対
たい

する

補聴器
ほちょうき

の購入
こうにゅう

助成
じょせい

について、全国
ぜんこく

共通
きょうつう

の制度
せ い ど

として実施
じ っ し

するよう国
くに

に要望
ようぼう

する

とともに、引
ひ

き続
つづ

き、市町
しちょう

と協 力
きょうりょく

して助成
じょせい

を行
おこな

います。（再掲
さいけい

） 

 

３ 読書
どくしょ

バリアフリーの推進
すいしん

 

(1) 読書
どくしょ

環境
かんきょう

をサポートする人材
じんざい

の確保
か く ほ

や養成
ようせい

 



 

39 

 

① 視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

等
とう

が利用
り よ う

しやすい書籍
しょせき

等
とう

（以下
い か

「アクセシブルな書籍
しょせき

等
とう

」という。）

を制作
せいさく

する点訳
てんやく

奉仕員
ほうしいん

や音訳
おんやく

奉仕員
ほうしいん

の確保
か く ほ

に取
と

り組
く

むとともに、技術
ぎじゅつ

向上
こうじょう

に向
む

け

た研修
けんしゅう

等
とう

を行
おこな

います。 

② アクセシブルな書籍
しょせき

等
とう

の製作
せいさく

人材
じんざい

の確保
か く ほ

のため、点訳
てんやく

奉仕員
ほうしいん

や音訳
おんやく

奉仕員
ほうしいん

の

日頃
ひ ご ろ

の活動
かつどう

等
とう

を広
ひろ

く周知
しゅうち

することにより、特
とく

に若
わか

い世代
せ だ い

が製作
せいさく

に興味
きょうみ

や関心
かんしん

を抱
いだ

くきっかけづくりに取
と

り組
く

みます。 

③ 読書
どくしょ

活動
かつどう

をサポートする読
よ

み聞
き

かせボランティア等
とう

の人材
じんざい

の確保
か く ほ

や養成
ようせい

に

積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

むなど、障
しょう

がい等
とう

のある方
かた

の読書
どくしょ

活動
かつどう

に関
かかわ

る人材
じんざい

の掘
ほ

り起
お

こし

に努
つと

めます。 

④ 公立
こうりつ

図書館
と し ょ か ん

等
とう

や学校
がっこう

図書館
と し ょ か ん

において、様々
さまざま

な障
しょう

がいの特性
とくせい

や障
しょう

がい者
しゃ

サービ

スへの理解
り か い

促進
そくしん

に取
と

り組
く

むとともに、読書
どくしょ

支援
し え ん

機器
き き

の使用
し よ う

方法
ほうほう

等
とう

の研鑽
けんさん

に努
つと

め、

職員
しょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

(2) 障
しょう

がい等
とう

のある方
かた

が利用
り よ う

しやすい書籍
しょせき

等
とう

の充実
じゅうじつ

 

① 障
しょう

がいの特性
とくせい

やニーズに応
おう

じて、点字
て ん じ

図書
と し ょ

や音訳
おんやく

図書
と し ょ

、ＬＬブック（やさしく読
よ

み

やすい本
ほん

）、大活字本
だいかつじぼん

、デイジー図書
と し ょ

（デジタル録音
ろくおん

図書
と し ょ

）等
とう

の収 集
しゅうしゅう

や製作
せいさく

を行
おこな

う

とともに、製作
せいさく

した資料
しりょう

データをサピエ図書館
と し ょ か ん

と共有
きょうゆう

するなど、アクセシブルな

書籍
しょせき

等
とう

の更
さら

なる充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

② 各図書館
かくとしょかん

が協 力
きょうりょく

し、県内
けんない

にある資料
しりょう

を広
ひろ

く利用
り よ う

できるよう、アクセシブルな

書籍
しょせき

等
とう

の相互
そ う ご

貸借
たいしゃく

を引
ひ

き続
つづ

き行
おこな

います。 

 

(3) 読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

① 県立
けんりつ

図書館
と し ょ か ん

において、引
ひ

き続
つづ

き施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

に努
つと

めるとともに、障
しょう

がい

の特性
とくせい

やニーズに応
おう

じたアクセシブルな書籍
しょせき

等
とう

のコーナーの設置
せ っ ち

のほか、拡大
かくだい

読書器
ど く し ょ き

等
とう

の読書
どくしょ

支援
し え ん

機器
き き

の整備
せ い び

拡充
かくじゅう

に努
つと

めます。 

② 県
けん

視聴覚
しちょうかく

福祉
ふ く し

センターを中心
ちゅうしん

に、アクセシブルな書籍
しょせき

等
とう

の郵送
ゆうそう

サービスの充実
じゅうじつ

に努
つと

めます。 

③  県内
けんない

の公立
こうりつ

図書館
と し ょ か ん

等
とう

におけるサピエ図書館
と し ょ か ん

（全国
ぜんこく

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

協会
きょうかい

が運営
うんえい

するインターネットによる視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

総合
そうごう

ネットワーク）の活用
かつよう

を推進
すいしん

するため、様々
さまざま

な機会
き か い

を通
つう

じて情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

っていきます。 

④ 学校
がっこう

図書館
と し ょ か ん

を活用
かつよう

した読書
どくしょ

支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させるため、学級
がっきゅう

担任
たんにん

や通級
つうきゅう

による

指導
し ど う

担当者
たんとうしゃ

、特別支援教育
とくべつしえんきょういく

コーディネーター等
とう

の教職員間
きょうしょくいんかん

の連携
れんけい

強化
きょうか

や障
しょう

がい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

が図書館
と し ょ か ん

の利用
り よ う

に関
かん

して学
まな

ぶ機会
き か い

を設
もう

けることの重要性
じゅうようせい

等
とう

につ

いて、周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 
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(4) ＩＣＴ機器
き き

の習
しゅう

得
とく

支援
し え ん

及
およ

び情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

支援
し え ん

 

① 県
けん

障
しょう

がい者
しゃ

ＩＣＴサポートセンターを中核
ちゅうかく

として、各関係
かくかんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

を図
はか

り、相談
そうだん

対応
たいおう

や訪問
ほうもん

支援
し え ん

を重
かさ

ねながら、拡大
かくだい

読書器
ど く し ょ き

や文字
も じ

読上
よ み あ

げ装置
そ う ち

などのＩＣＴ機器
き き

のほ

か、各種
かくしゅ

アプリの体験
たいけん

利用
り よ う

や習
しゅう

得
とく

支援
し え ん

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

うことにより、視覚障
しかくしょう

がい

者
しゃ

等
とう

に対
たい

して、多様
た よ う

な読書
どくしょ

手段
しゅだん

の周知
しゅうち

に取
と

り組
く

みます。 

② ＩＣＴ機器
き き

を活用
かつよう

して、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

等
とう

が情報
じょうほう

にアクセスしやすい環境
かんきょう

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

り、各図書館
かくとしょかん

がインターネット等
とう

で提
てい

供
きょう

しているサービスや案内
あんない

を周知
しゅうち

すること

で、更
さら

なる図書館
と し ょ か ん

の利用
り よ う

を促進
そくしん

します。 

 

(5) 図書館
と し ょ か ん

の情報
じょうほう

発信
はっしん

や関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

① 県内
けんない

の公立
こうりつ

図書館
と し ょ か ん

等
とう

や点字
て ん じ

図書館
と し ょ か ん

は、障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

のみならず、その家族
か ぞ く

や

支援者
し え ん し ゃ

の方々
かたがた

に向
む

けて、あらゆる機会
き か い

を通
つう

じて、図書館
と し ょ か ん

で実施
じ っ し

している様々
さまざま

なサ

ービスの内容
ないよう

や利用
り よ う

方法
ほうほう

等
とう

を発信
はっしん

するとともに、ウェブアクセシビリティ規格
き か く

に

配慮
はいりょ

のうえ、運営
うんえい

するホームページ等
とう

の更
さら

なる改善
かいぜん

に取
と

り組
く

みます。 

② 各図書館
かくとしょかん

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

がより一層
いっそう

連携
れんけい

して、読書
どくしょ

活動
かつどう

を支援
し え ん

することにより、

個々
こ こ

の障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた読書
どくしょ

に親
した

しむ機会
き か い

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

③ 「愛媛県
えひめけん

子
こ

ども読書
どくしょ

活動
かつどう

推進
すいしん

計画
けいかく

」との整合性
せいごうせい

を図
はか

りながら、連携
れんけい

した取組
と り く

みを

実施
じ っ し

することで、読書
どくしょ

バリアフリーの推進
すいしん

を図
はか

ります。 
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第
だい

８節
せつ

 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

 

 
障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

と障
しょう

がいのない幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が可能
か の う

な限
かぎ

り共
とも

に学
まな

びな

がら、それぞれの年齢
ねんれい

及
およ

び能力
のうりょく

に応
おう

じ、かつ、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

け

られるよう、一人
ひ と り

ひとりを見
み

つめる特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

我
わ

が国
くに

では、「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」を平成
へいせい

26年
ねん

に締結
ていけつ

しましたが、それに先立
さ き だ

ち、平成
へいせい

23年
ねん

に「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」を改正
かいせい

し、「障害者
しょうがいしゃ

が、その年齢
ねんれい

及
およ

び能力
のうりょく

に応
おう

じ、かつ、その

特性
とくせい

を踏
ふ

まえた十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

が受
う

けられるようにする」ことを目的
もくてき

としたうえで、インク

ルーシブ教育
きょういく

システムの構築
こうちく

に向
む

けた取組
と り く

みを進
すす

めることとしています。 

この実現
じつげん

のためには、障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりの教育的
きょういくてき

ニーズに応
おう

じ

た適切
てきせつ

な指導
し ど う

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

う、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向
む

けた特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の一層
いっそう

の

推進
すいしん

が必要
ひつよう

となっています。 

本県
ほんけん

では、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の在籍者
ざいせきしゃ

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

を受
う

けている児童
じ ど う

生徒数
せいとすう

は依然
い ぜ ん

として増加
ぞ う か

しており、障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

・重複化
ちょうふくか

、多様化
た よ う か

が進
すす

む傾向
けいこう

にあります。また、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

等
とう

の通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に通
かよ

う学習
がくしゅう

障害
しょうがい

（ＬＤ）や注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障害
しょうがい

（ＡＤＨＤ）、自閉症
じへいしょう

スペクトラム（ＡＳＤ）といった発達障
はったつしょう

が

いのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

への対応
たいおう

が、学校
がっこう

現場
げ ん ば

の課題
か だ い

として顕在化
けんざいか

するなど、特別
とくべつ

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に、きめ細
こま

かな教育
きょういく

が提供
ていきょう

できる体制
たいせい

づくりが求
もと

めら

れています。 

そこで、これまで県
けん

では、県立
けんりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

や教育
きょういく

内容
ないよう

の質
しつ

の

向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、公立
こうりつ

の幼稚園
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

、中等
ちゅうとう

教育
きょういく

学校
がっこう

全
すべ

てにお

いて、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

校内
こうない

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーターの指名
し め い

等
とう

によ

る校内
こうない

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るほか、教職員
きょうしょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

、家庭
か て い

や地域
ち い き

、関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

協 力
きょうりょく

体制
たいせい

の構築
こうちく

等
とう

に取
と

り組
く

んできました。 

今後
こ ん ご

とも、一人
ひ と り

ひとりの教育的
きょういくてき

ニーズに的確
てきかく

に応
こた

える特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

って

いきます。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ インクルーシブ教育
きょういく

システムの推進
すいしん

に向
む

けた特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

(1) 学校
がっこう

や家庭
か て い

、関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

した早期
そ う き

からの支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

① 文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

と厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が連携
れんけい

して取
と

りまとめた「家庭
か て い

と教育
きょういく

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

『ト

ライアングル』プロジェクト報告
ほうこく

」も踏
ふ

まえ、学校
がっこう

や家庭
か て い

に加
くわ

えて、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・
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労働
ろうどう

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

するネットワークを強化
きょうか

し、学校
がっこう

と地域
ち い き

が一体
いったい

となった

早期
そ う き

からの支援
し え ん

体制
たいせい

の整
せい

備
び

に取
と

り組
く

みます。（再掲
さいけい

） 

② 外部
が い ぶ

人材
じんざい

を活用
かつよう

した教職員
きょうしょくいん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

協 力
きょうりょく

により、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

のセンター的
てき

機能
き の う

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

地域
ち い き

リーダー派遣
は け ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、小
しょう

・

中学校
ちゅうがっこう

等
とう

への支援
し え ん

の拡充
かくじゅう

に取
と

り組
く

みます。 
 

(2) 一人
ひ と り

ひとりの障
しょう

がいの状態
じょうたい

や発達
はったつ

の段階
だんかい

に応
おう

じた指導
し ど う

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

① 一人
ひ と り

ひとりの教育的
きょういくてき

ニーズに的確
てきかく

に応
こた

える指導
し ど う

を提供
ていきょう

できるよう、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

及
およ

び高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

における通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

という連続性
れんぞくせい

のある「多様
た よ う

な学
まな

びの場
ば

」それぞれの充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

② 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
たい

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

については、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

ニーズ等
とう

に応
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 か ん

で可能
か の う

な

限
かぎ

り合意
ご う い

形成
けいせい

を図
はか

ったうえで、体制面
たいせいめん

、財政面
ざいせいめん

等
とう

を勘案
かんあん

して、提供
ていきょう

することに努
つと

め

ます。 

③ 「えひめ特別
とくべつ

支援
し え ん

パッケージ」（個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

や個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

等
とう

作成
さくせい

支援
し え ん

ツール）の利用
り よ う

を促進
そくしん

し、障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりに合
あ

わせた

指導
し ど う

・支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の意向
い こ う

を踏
ふ

まえつつ、関係
かんけい

機関
き か ん

と

の連携
れんけい

の下
もと

、幼児期
よ う じ き

から学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

まで切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

の体制
たいせい

構築
こうちく

を行
おこな

います。 
 

(3) 自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するキャリア教育
きょういく

の推進
すいしん

 

① 企業
きぎょう

や労働
ろうどう

・福祉
ふ く し

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障
しょう

がいの状態
じょうたい

や発達
はったつ

の段階
だんかい

に応
おう

じたキ

ャリア教育
きょういく

に早期
そ う き

の段階
だんかい

から卒業
そつぎょう

まで一貫
いっかん

して取
と

り組
く

み、希望
き ぼ う

する進路
し ん ろ

の実現
じつげん

に

つなげます。 

② 県内
けんない

企業
きぎょう

等
とう

と連携
れんけい

して、雇用
こ よ う

情勢
じょうせい

や企業
きぎょう

のニーズを踏
ふ

まえた「愛
え

顔
がお

のえひめ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

技能
ぎ の う

検定
けんてい

」を実施
じ っ し

し、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

の職業的
しょくぎょうてき

自立
じ り つ

を

促進
そくしん

します。 
 

(4) 共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた交流
こうりゅう

及
およ

び共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の推進
すいしん

 

① 障
しょう

がいのある子
こ

どもに対
たい

する早期
そ う き

からの教育
きょういく

相談
そうだん

・支援
し え ん

や専門家
せんもんか

からの意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

を行
おこな

い、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

を最大限
さいだいげん

尊重
そんちょう

しつつ、教育的
きょういくてき

ニーズと必要
ひつよう

な

支援
し え ん

について合意
ご う い

形成
けいせい

を行
おこな

い、就学先
しゅうがくさき

を決定
けってい

する体制
たいせい

づくりに取
と

り組
く

みます。ま

た、適切
てきせつ

な「学
まな

びの場
ば

」の選択
せんたく

に関
かん

する情報
じょうほう

等
とう

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

② 「心
こころ

のバリアフリー」の実現
じつげん

に向
む

け、障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

と障
しょう

がいのな

い幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が 行
おこな

う交流
こうりゅう

及
およ

び共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を推進
すいしん

するとともに、地域
ち い き

住民
じゅうみん

と

活動
かつどう

を共
とも

にする機会
き か い

を積極的
せっきょくてき

に設
もう

け、相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 
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２ 教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

 

(1) 学校
がっこう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

 

①  知的障
ちてきしょう

がいのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

を対象
たいしょう

とする松山
まつやま

城北
じょうほく

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

（仮称
かしょう

）を

松山市
まつやまし

に開設
かいせつ

するほか、在籍
ざいせき

幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒数
せいとすう

の増減
ぞうげん

や障
しょう

がいの状態
じょうたい

に柔軟
じゅうなん

に

対応
たいおう

できるよう特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

② 障
しょう

がいのある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の教育
きょういく

機会
き か い

の確保
か く ほ

やコミュニケーションの重要性
じゅうようせい

に鑑
かんが

み、デジタル教科書
きょうかしょ

をはじめとする教材
きょうざい

の提供
ていきょう

を推進
すいしん

するとともに、情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

（ＩＣＴ）の活用
かつよう

も含
ふく

め、一人
ひ と り

ひとりの障
しょう

がいの特性
とくせい

や教育的
きょういくてき

ニーズに応
おう

じた支援
し え ん

機器
き き

の活用
かつよう

を推進
すいしん

します。 

③ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

及
およ

び小中学校
しょうちゅうがっこう

等
とう

に在籍
ざいせき

する医療的
いりょうてき

ケアの必要
ひつよう

な幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に

対応
たいおう

するため、適切
てきせつ

な看護師
か ん ご し

の配置
は い ち

や、看護
か ん ご

職員
しょくいん

等
とう

研修
けんしゅう

による専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

を

図
はか

るほか、たん吸引
きゅういん

等
とう

を実施
じ っ し

できる教員
きょういん

の養成
ようせい

を進
すす

めます。（再掲
さいけい

） 

 

(2) 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する教職員
きょうしょくいん

の資質
し し つ

向上
こうじょう

 

① 管理
か ん り

職
しょく

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かか

わる教員
きょういん

に対
たい

して、体系的
たいけいてき

な研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

するほか、

大学院
だいがくいん

等
とう

への教員
きょういん

派遣
は け ん

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に特化
と っ か

した教員
きょういん

免許状
めんきょじょう

取得
しゅとく

推進
すいしん

を図
はか

る

ことで、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する専門性
せんもんせい

と指導力
しどうりょく

向上
こうじょう

に努
つと

めます。 

② 全
すべ

ての教職員
きょうしょくいん

が特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

して、一定
いってい

レベルの知識
ち し き

・技能
ぎ の う

を習
しゅう

得
とく

でき

るよう研修
けんしゅう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
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第
だい

９節
せつ

 雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

 
 雇用
こ よ う

・ 就 業
しゅうぎょう

対策
たいさく

は、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える重要
じゅうよう

な柱
はしら

の一
ひと

つであり、 働
はたら

く

意欲
い よ く

のある障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

や就 業
しゅうぎょう

を促進
そくしん

するため、能力
のうりょく

、適性
てきせい

に応
おう

じた雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

機会
き か い

の拡
かく

大
だい

、職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

等
とう

について、労働
ろうどう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

部門
ぶ も ん

・諸機関
し ょ きか ん

の連携
れんけい

により支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

障
しょう

がい者
しゃ

が、地域
ち い き

において自立
じ り つ

して生
い

きがいのある生活
せいかつ

を送
おく

ることができるように

するためには、経済的
けいざいてき

な基盤
き ば ん

の確立
かくりつ

が不可欠
ふ か け つ

であり、その前提
ぜんてい

として、障
しょう

がい者
しゃ

がその

適性
てきせい

に応
おう

じて能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

に発揮
は っ き

して働
はたら

くことにより社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる環境
かんきょう

を整備
せ い び

す

るなど、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

による一体的
いったいてき

・総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

が求
もと

められています。 

このため、障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

、職場
しょくば

定着
ていちゃく

等
とう

に向
む

けた労働
ろうどう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

部門
ぶ も ん

・諸機関
し ょ きか ん

の連携
れんけい

・支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

したうえで、企業
きぎょう

における障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

への理解
り か い

と取組
と り く

みの促進
そくしん

、障
しょう

がい者
しゃ

の職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

の推進
すいしん

、労働
ろうどう

条件
じょうけん

や人権
じんけん

に配慮
はいりょ

したうえ

での障
しょう

がい者
しゃ

の能力
のうりょく

や特性
とくせい

等
とう

に応
おう

じた就労
しゅうろう

支援
し え ん

及
およ

び多様
た よ う

な就 業
しゅうぎょう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

等
とう

に

取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。 

また、企業
きぎょう

などでの一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障
しょう

がい者
しゃ

にとっては、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスとし

て提供
ていきょう

される就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

での就労
しゅうろう

などの福祉的
ふ く して き

就労
しゅうろう

は、働
はたら

く実感
じっかん

や喜
よろこ

び

など生
い

きがいを得
え

る場
ば

として重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を果
は

たしていることに加
くわ

え、一定
いってい

の収 入
しゅうにゅう

を

確保
か く ほ

することで自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができることから、工賃
こうちん

の引
ひ

き上
あ

げに向
む

けた

取組
と り く

みが必要
ひつよう

です。 

県内
けんない

企業
きぎょう

における障
しょう

がい者
しゃ

就職
しゅうしょく

件数
けんすう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こ よ う りつ

は令和
れ い わ

５

年
ねん

６月
がつ

時点
じ て ん

で2.51％と過去
か こ

最高
さいこう

を記録
き ろ く

し、法定
ほうてい

雇用率
こ よ う りつ

を達
たっ

成
せい

しましたが、令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

か

ら2.5%、令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

から2.7%と段階的
だんかいてき

な引上
ひ き あ

げが予定
よ て い

されていることから、今後
こ ん ご

も

引
ひ

き続
つづ

き、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

に取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があります。 

なお、県
けん

においては、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の拡
かく

大
だい

に向
む

けた各種
かくしゅ

取組
と り く

みを積極的
せっきょくてき

に進
すす

めてお

り、法定
ほうてい

雇用率
こ よ う りつ

は達
たっ

成
せい

していますが、公的
こうてき

機関
き か ん

は民間
みんかん

企業
きぎょう

に率先
そっせん

して障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

を

進
すす

める立場
た ち ば

であることから、引
ひ

き続
つづ

き、障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

拡大
かくだい

と職場
しょくば

定着
ていちゃく

のための体制
たいせい

整備
せ い び

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 総合的
そうごうてき

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

① 福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、医療
いりょう

等
とう

から雇用
こ よ う

への移行
い こ う

を一層
いっそう

推進
すいしん

するため、県内
けんない

６つの障
しょう

がい
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保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

ごとに設置
せ っ ち

している障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターを活用
かつよう

して、

障
しょう

がい者
しゃ

の就業面
しゅうぎょうめん

、生活面
せいかつめん

における相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

を図
はか

り、雇用前
こ よ う まえ

から雇用後
こ よ う ご

の職場
しょくば

定着
ていちゃく

まで一貫
いっかん

した支援
し え ん

を積極的
せっきょくてき

に実施
じ っ し

し

ます。 

② 愛媛
え ひ め

労働局
ろうどうきょく

や愛媛
え ひ め

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センターが実施
じ っ し

する障害者
しょうがいしゃ

トライアル雇用
こ よ う

やジ

ョブコーチ（職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

）等
とう

の制度
せ い ど

を周知
しゅうち

するとともに、障
しょう

がい者
しゃ

と企業
きぎょう

のマ

ッチングや障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

企業
きぎょう

への見
けん

学会
がくかい

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

による職場
しょくば

体験
たいけん

としての

現場
げ ん ば

実習
じっしゅう

等
とう

を通
とお

して、企業
きぎょう

の障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

への理解
り か い

促進
そくしん

や障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

を

支援
し え ん

します。 

③ 産業
さんぎょう

技術
ぎじゅつ

専門校
せんもんこう

では、コーチ、コーディネーター、求人
きゅうじん

開拓員
かいたくいん

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

等
とう

の専門
せんもん

スタッフを配置
は い ち

し、障
しょう

がい者
しゃ

が住
す

む身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で企業
きぎょう

、民間
みんかん

教育
きょういく

訓練
くんれん

機関
き か ん

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

、ＮＰＯ法人
ほうじん

等
とう

に委託
い た く

して多様
た よ う

な職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を実施
じ っ し

することで、

障
しょう

がい者
しゃ

の職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

の開発
かいはつ

・向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

④ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をより促進
そくしん

するため、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

等
とう

において、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に積極的
せっきょくてき

な企業
きぎょう

での実習
じっしゅう

や求 職
きゅうしょく

活動
かつどう

の支援
し え ん

（施設外
しせつがい

支援
し え ん

）等
とう

を推進
すいしん

します。 

⑤ 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

等
とう

を利用
り よ う

して一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をした障
しょう

がい者
しゃ

については、市町
しちょう

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して、就労
しゅうろう

に 伴
ともな

う生活面
せいかつめん

の課題
か だ い

に対
たい

する支援
し え ん

を行
おこな

う就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

により職場
しょくば

定着
ていちゃく

を推進
すいしん

します。 

⑥ 障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

、就労
しゅうろう

能力
のうりょく

や適性
てきせい

等
とう

に合
あ

った選択
せんたく

を支援
し え ん

する就労
しゅうろう

選択
せんたく

支援
し え ん

により、市町
しちょう

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、本人
ほんにん

の就労先
しゅうろうさき

・ 働
はたら

き方
かた

についての

より良
よ

い選択
せんたく

を推進
すいしん

します。 

⑦ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

卒業生
そつぎょうせい

の企業
きぎょう

への就労
しゅうろう

を進
すす

めるため、労働
ろうどう

機関
き か ん

、福祉
ふ く し

機関
き か ん

等
とう

との

十分
じゅうぶん

な連携
れんけい

の下
もと

、生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりの将来
しょうらい

の就 業
しゅうぎょう

に向
む

けた個別
こ べ つ

の支援
し え ん

計画
けいかく

を

策定
さくてい

、活用
かつよう

するなど在学中
ざいがくちゅう

から卒業後
そつぎょうご

までを通
つう

じた適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

２ 経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

① 障害
しょうがい

年金
ねんきん

等
とう

の受給
じゅきゅう

資格
し か く

を有
ゆう

する障
しょう

がい者
しゃ

が、制度
せ い ど

の不知
ふ ち

・無理解
む り か い

により年金
ねんきん

等
とう

を受
う

け取
と

ることができないことがないよう制度
せ い ど

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。 

②  心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

制度
せ い ど

（条例
じょうれい

に基
もと

づいて心
しん

身障
しんしょう

がいのある方
かた

に対
たい

して

終身一
しゅうしんいっ

定額
ていがく

の年金
ねんきん

を支給
しきゅう

する制度
せ い ど

）の広報
こうほう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うことにより、加入
かにゅう

を促進
そくしん

し、制度
せ い ど

の維持
い じ

・活用
かつよう

を図
はか

ります。 

③ 県
けん

が所有
しょゆう

・管理
か ん り

する施設
し せ つ

の利用
り よ う

等
とう

に当
あ

たり、障
しょう

がい者
しゃ

にとっての必要性
ひつようせい

や利用
り よ う

実態
じったい

を踏
ふ

まえながら、利用料
りようりょう

等
とう

に対
たい

する割引
わりびき

・減免
げんめん

等
とう

の措置
そ ち

を講
こう

じます。 

④ 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

等
とう

における工賃
こうちん

の向上
こうじょう

に向
む

け、事業所
じぎょうしょ

の経
けい

営力
えいりょく

強化
きょうか

に向
む

けた支援
し え ん

や共同
きょうどう

受注化
じゅちゅうか

の推進
すいしん

等
とう

「愛媛県
えひめけん

障
しょう

がい者
しゃ

工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

」に基
もと

づい
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た取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

 

３ 障
しょう

がい者雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

促進
そくしん

を効果的
こうかてき

に行
おこな

うため、障
しょう

がい者
しゃ

の職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわた

り労働
ろうどう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

部門
ぶ も ん

・諸機関
し ょ きか ん

が連携
れんけい

を図
はか

りながら施策
し さ く

を推進
すいしん

し

ます。  

② 障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こ よ う りつ

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を図
はか

るとともに、障
しょう

がい者
しゃ

を積極的
せっきょくてき

に雇用
こ よ う

する

企業
きぎょう

に対
たい

する顕彰
けんしょう

制度
せ い ど

のほか、障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

する義務
ぎ む

のある企業
きぎょう

等
とう

に対
たい

して、

法定
ほうてい

雇用率
こ よ う りつ

の達成
たっせい

に向
む

けた取組
と り く

みを推進
すいしん

するよう働
はたら

きかけ、併
あわ

せて、各種
かくしゅ

助成金
じょせいきん

や支援
し え ん

措置
そ ち

の周知
しゅうち

及
およ

び障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に関
かん

するノウハウの提供
ていきょう

等
とう

を行
おこな

います。 

③ 障
しょう

がい者
しゃ

の職場
しょくば

見学
けんがく

、実習
じっしゅう

及
およ

び就労先
しゅうろうさき

受入
うけいれ

企業
きぎょう

の開拓
かいたく

、企業
きぎょう

への障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

を図
はか

り、障
しょう

がい者
しゃ

と企業
きぎょう

とのマッチングを支援
し え ん

します。 

④ 県
けん

の物品調
ぶっぴんちょう

達
たつ

等
とう

において障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

する企業
きぎょう

に対
たい

する優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を実施
じ っ し

し、

県内
けんない

企業
きぎょう

の障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

を促進
そくしん

します。 

⑤ 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

について、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

のうえ、企業
きぎょう

に対
たい

して精神障
せいしんしょう

がいに関
かん

する理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

るとともに、雇用
こ よ う

の促進
そくしん

や職場
しょくば

定着
ていちゃく

等
とう

、雇用
こ よ う

の安定
あんてい

について

周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

⑥ 県
けん

の機関
き か ん

においては、民間
みんかん

企業
きぎょう

に率先
そっせん

して障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

を進
すす

める立場
た ち ば

であるこ

とから、法定
ほうてい

雇用率
こ よ う りつ

の段階的
だんかいてき

な引上
ひ き あ

げに対
たい

しても計画的
けいかくてき

な採用
さいよう

を継続
けいぞく

するととも

に、障
しょう

がいのある職員
しょくいん

が安心
あんしん

して働
はたら

き、活躍
かつやく

しやすい職
しょく

場
ば

づくりに向
む

けた取組
と り く

みを進
すす

めることで、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の積極的
せっきょくてき

な推進
すいしん

と職場
しょくば

定着
ていちゃく

のための体制
たいせい

整備
せ い び

に努
つと

めます。 

⑦ 県
けん

では、常時
じょうじ

勤務
き ん む

による就労
しゅうろう

に不安
ふ あ ん

がある障
しょう

がい者
しゃ

を最長
さいちょう

３年間
ねんかん

雇用
こ よ う

し、

就労
しゅうろう

経験
けいけん

を積
つ

む機会
き か い

を提
てい

供
きょう

する「えひめチャレンジオフィス」を通
つう

じて、民間
みんかん

企業
きぎょう

等
とう

への就労
しゅうろう

（ステップアップ）を支援
し え ん

します。 

 

４ 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた就労
しゅうろう

支援
し え ん

及
およ

び多様
た よ う

な就 業
しゅうぎょう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

 

① 精神障
せいしんしょう

がい、発達障
はったつしょう

がい等
とう

の特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

について、ハロー

ワーク等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して取
と

り組
く

むとともに、採用後
さいようご

に障
しょう

がいを有
ゆう

することと

なった方
かた

についても、円滑
えんかつ

な職場
しょくば

復帰
ふ っ き

及
およ

び定着
ていちゃく

等
とう

、雇用
こ よ う

の安定
あんてい

について支援
し え ん

しま

す。 

② 障
しょう

がい者
しゃ

の能力
のうりょく

や特性
とくせい

に応
おう

じた働
はたら

き方
かた

を支援
し え ん

するため、短時間
たんじかん

雇用
こ よ う

、在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

等
とう

に対応
たいおう

した障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

るとともに、情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

（Ｉ

ＣＴ）を活用
かつよう

した働
はたら

き方
かた

について、必要
ひつよう

な支援
し え ん

、環境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

みます。 

③ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

のため、難病
なんびょう

相談
そうだん

支援
し え ん

センターやハローワーク等
とう

の関係
かんけい
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機関
き か ん

が連携
れんけい

し、就労
しゅうろう

における相談
そうだん

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

を行
おこな

います。 

④ 障
しょう

がいの状態
じょうたい

等
とう

により、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

が困難
こんなん

な人
ひと

の働
はたら

く機会
き か い

を確保
か く ほ

する

ため、農
のう

福
ふく

連携
れんけい

による農業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

等
とう

での就労
しゅうろう

促進
そくしん

に努
つと

めます。 

⑤ 重度障
じゅうどしょう

がい等
とう

により常時
じょうじ

介護
か い ご

を要
よう

する方
かた

への就労
しゅうろう

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

について、国
くに

の

検討
けんとう

状 況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえ、適切
てきせつ

な対応
たいおう

に努
つと

めます。 

 

５ 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

・サービス等
とう

の調達
ちょうたつ

機会
き か い

の確保
か く ほ

 

① 「国
くに

等
とう

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

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
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

）」の規定
き て い

に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

及
およ

び

役務
え き む

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

を図
はか

るために「愛媛県
えひめけん

調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

」を定
さだ

め、全庁的
ぜんちょうてき

に、可能
か の う

な限
かぎ

り幅広
はばひろ

い分野
ぶ ん や

からの調達
ちょうたつ

に努
つと

めます。 

② 県
けん

庁舎内
ちょうしゃない

や県
けん

・関係
かんけい

団体
だんたい

が主催
しゅさい

する行事
ぎょうじ

等
とう

において、物品
ぶっぴん

の販売
はんばい

機会
き か い

を確保
か く ほ

す

ることに配慮
はいりょ

し、一般
いっぱん

県民
けんみん

からの調達
ちょうたつ

機会
き か い

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

③ 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

の受注
じゅちゅう

の拡大
かくだい

を図
はか

るため、市町
しちょう

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

しなが

ら、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの調達
ちょうたつ

を全県的
ぜんけんてき

に推進
すいしん

します。 

 

６ 福祉的
ふ く して き

就労
しゅうろう

の底上
そ こ あ

げ 

① 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

等
とう

における工賃
こうちん

の向上
こうじょう

に向
む

け、事業所
じぎょうしょ

の経
けい

営力
えいりょく

強化
きょうか

に向
む

けた支援
し え ん

や共同
きょうどう

受注化
じゅちゅうか

の推進
すいしん

等
とう

「愛媛県
えひめけん

障
しょう

がい者
しゃ

工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

」に基
もと

づい

た取組
と り く

みを推進
すいしん

します。（再掲
さいけい

） 

② 地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターにおける創作
そうさく

活動
かつどう

や生産
せいさん

活動
かつどう

、小規模
し ょ う き ぼ

作業所
さぎょうしょ

における生
い

きがいづくりや仲間
な か ま

づくり等
とう

を支援
し え ん

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の充実
じゅうじつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

り

ます。 
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第
だい

10節
せつ

 芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

の振興
しんこう

 

 
芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

やスポーツ、生涯
しょうがい

を通
つう

じた多様
た よ う

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

などは、障
しょう

がいの有無
う む

に

かかわらず、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

でゆとりと生
い

きがいを持
も

って充実
じゅうじつ

した生活
せいかつ

を送
おく

るために

必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

なものであることから、その活動
かつどう

を支援
し え ん

するとともに、環境
かんきょう

整備
せ い び

を推進
すいしん

し、

障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

に努
つと

めます。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

を創造
そうぞう

し、享受
きょうじゅ

することは、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、心
こころ

の豊
ゆた

かさや

相互
そ う ご

理解
り か い

をもたらすものであり、地域
ち い き

において、障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を通
つう

じた

交流
こうりゅう

等
とう

を促進
そくしん

することは、障
しょう

がいへの理解
り か い

を深
ふか

め、誰
だれ

もがお互
たが

いを尊重
そんちょう

し合
あ

う豊
ゆた

かな

地域
ち い き

社会
しゃかい

を構築
こうちく

するため、重要
じゅうよう

なことです。 

国
くに

においては、芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の振興
しんこう

を図
はか

るため、平成
へいせい

30年
ねん

に「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

」を施行
し こ う

、平成
へいせい

31年
ねん

に「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
すいしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

しました。 

本県
ほんけん

では、令和
れ い わ

元年
がんねん

６月
がつ

に、障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

する拠点
きょてん

とし

て「県
けん

障
しょう

がい者
しゃ

アートサポートセンター」を設置
せ っ ち

し、毎年度
まいねんど

、「障
しょう

がい者
しゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

祭
さい

」を

開催
かいさい

しているほか、芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

が障
しょう

がい者
しゃ

の経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

につながるようアート作品
さくひん

の商品化
しょうひんか

支援
し え ん

にも取
と

り組
く

んでおり、引
ひ

き続
つづ

き、障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を支援
し え ん

し、生
い

きがいづくりと社会
しゃかい

参加
さ ん か

を一層
いっそう

促進
そくしん

していくことが必要
ひつよう

です。 

また、スポーツは、障
しょう

がい者
しゃ

にとって健康
けんこう

の保持
ほ じ

増進
ぞうしん

及
およ

び身体的
しんたいてき

機能
き の う

の回復
かいふく

・向上
こうじょう

だけでなく、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を図
はか

るうえで大
おお

きな役割
やくわり

を果
は

たしており、「スポーツ基本法
きほんほう

」

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

では、「スポーツは、障害者
しょうがいしゃ

が自主的
じ し ゅ て き

かつ積極的
せっきょくてき

にスポーツを行
おこな

うことが

できるよう、障害
しょうがい

の種類
しゅるい

及
およ

び程度
て い ど

に応
おう

じ必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

をしつつ推進
すいしん

されなければならな

い。」と定
さだ

められています。 

平成
へいせい

29年
ねん

に本県
ほんけん

で開
かい

催
さい

した第
だい

17回
かい

全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

「愛
え

顔
がお

つなぐえひめ

大会
たいかい

」は、障
しょう

がい者
しゃ

スポーツの意義
い ぎ

や素
す

晴
ばら

らしさを共
きょう

有
ゆう

し、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

と

交流
こうりゅう

の輪
わ

が広
ひろ

がる大会
たいかい

となりました。本大会
ほんたいかい

や令和
れ い わ

３年
ねん

に開
かい

催
さい

された東京
とうきょう

パラリンピ

ック競技
きょうぎ

大会
たいかい

で高
たか

まった関心
かんしん

を一過性
いっかせい

のものとせず、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

等
とう

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

み、

県民
けんみん

の障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、スポーツ等
とう

を通
つう

じた障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

につい

て一層
いっそう

の推進
すいしん

を図
はか

ることが重要
じゅうよう

です。 

また、近年
きんねん

のコロナ禍
か

で、選手
せんしゅ

や競技
きょうぎ

団体
だんたい

における活動
かつどう

の低下
て い か

が見
み

られたことから、

スポーツ意欲
い よ く

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、より多
おお

くの障
しょう

がい者
しゃ

に身近
み ぢ か

な地域
ち い き

でスポーツを楽
たの

し

める機会
き か い

を提
てい

供
きょう

するほか、夢
ゆめ

や希望
き ぼ う

を与
あた

え憧
あこが

れとなるようなトップアスリートを輩出
はいしゅつ

する必要
ひつよう

があります。 
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障
しょう

がい者
しゃ

が芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

やスポーツ、生涯
しょうがい

を通
つう

じた多様
た よ う

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

などの様々
さまざま

な

社会
しゃかい

活動
かつどう

に参加
さ ん か

することは、生活
せいかつ

を豊
ゆた

かで潤
うるお

いのあるものとし、日々
ひ び

の生活
せいかつ

の中
なか

に喜
よろこ

びや生
い

きがいを見出
み い だ

すなど、生活
せいかつ

の質
しつ

を高
たか

めるものであることから、その活動
かつどう

を支援
し え ん

す

るとともに、環境
かんきょう

整備
せ い び

を推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があります。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

が芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

に親
した

しむことができるよう、障
しょう

がい者
しゃ

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

した誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすい施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の整備
せ い び

等
とう

を推進
すいしん

します。 

② 障
しょう

がい者
しゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

祭
さい

の開催
かいさい

等
とう

により、作品展
さくひんてん

や舞台
ぶ た い

公演
こうえん

などの発表
はっぴょう

の機会
き か い

を

確保
か く ほ

するとともに、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

の輪
わ

を広
ひろ

げ、芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を通
つう

じた地域
ち い き

との交流
こうりゅう

を促進
そくしん

します。 

③ 県
けん

及
およ

び市町
しちょう

広報
こうほう

等
とう

により、全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

祭
さい

や県民
けんみん

総合
そうごう

文化
ぶ ん か

祭
さい

、障
しょう

がい

者
しゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

祭
さい

や市町
しちょう

における芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

への参加
さ ん か

を呼
よ

びかけるとともに、障
しょう

がい者
しゃ

の参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

整備
せ い び

を促進
そくしん

します。 

④ 民間
みんかん

支援
し え ん

団体
だんたい

と協働
きょうどう

し、芸術性
げいじゅつせい

の高
たか

い作品
さくひん

や作者
さくしゃ

を発掘
はっくつ

するとともに、これら

の作品
さくひん

や作者
さくしゃ

に対
たい

して発表
はっぴょう

の機会
き か い

を確保
か く ほ

します。 

⑤ 障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

が経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

にもつながるよう、県内
けんない

企業
きぎょう

との連携
れんけい

により、障
しょう

がい者
しゃ

アートの商品化
しょうひんか

を支援
し え ん

します。 

⑥ 障
しょう

がい者
しゃ

のニーズに応
おう

じた芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を支援
し え ん

する人材
じんざい

の育成
いくせい

、相談
そうだん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

、関係者
かんけいしゃ

のネットワークづくり、情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

・発信
はっしん

等
とう

を行
おこな

い、障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

に対
たい

する支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑦ 生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

活動
かつどう

などを通
つう

じて、芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

等
とう

に 自
みずか

ら参加
さ ん か

する障
しょう

がい者
しゃ

の

意識
い し き

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

⑧ 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

推進
すいしん

愛媛県
えひめけん

大会
たいかい

や視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

文化
ぶ ん か

祭
さい

等
とう

、障
しょう

がい者
しゃ

自身
じ し ん

や障
しょう

が

い者
しゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

による様々
さまざま

な芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

に関
かん

する取組
と り く

みを支援
し え ん

し、障
しょう

がい者
しゃ

の

芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

における裾野
す そ の

の拡大
かくだい

を目指
め ざ

します。 

⑨ 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、教育
きょういく

機関
き か ん

等
とう

における障
しょう

がい者
しゃ

の創作的
そうさくてき

活動
かつどう

等
とう

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を

充実
じゅうじつ

させます。 

 

２ スポーツ等
とう

の振興
しんこう

 

① 県
けん

障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ大会
たいかい

を更
さら

に充実
じゅうじつ

させるとともに、全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

など全国
ぜんこく

レベルの各種
かくしゅ

競技
きょうぎ

大会
たいかい

、パラリンピックなどの国際
こくさい

大会
たいかい

へ積極的
せっきょくてき

に選手
せんしゅ

を派遣
は け ん

します。 

② 身近
み ぢ か

な地域
ち い き

でスポーツやレクリエーションを楽
たの

しめる環境
かんきょう

を整備
せ い び

するなど、障
しょう

が
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い者
しゃ

のスポーツ分野
ぶ ん や

における裾野
す そ の

の拡大
かくだい

を目指
め ざ

します。 

③ 持続的
じぞくてき

な障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ振興
しんこう

のため、核
かく

となる県
けん

障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ協会
きょうかい

の

運営
うんえい

を支援
し え ん

し、各障
かくしょう

がい者
しゃ

スポーツ団体
だんたい

の体制
たいせい

強化
きょうか

を図
はか

ります。 

④ 全国
ぜんこく

レベルの障
しょう

がい者
しゃ

スポーツの審判員
しんぱんいん

及
およ

び障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ指導員
しどういん

の養成
ようせい

を推進
すいしん

するとともに、競技
きょうぎ

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

しながら指導員
しどういん

の活躍
かつやく

の場
ば

を広
ひろ

げていき

ます。 

⑤ 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

、競技
きょうぎ

団体
だんたい

等
とう

とのネットワークを活用
かつよう

しながら、

選手
せんしゅ

及
およ

びチームの積極的
せっきょくてき

かつ主体的
しゅたいてき

な活動
かつどう

を支援
し え ん

し、競技力
きょうぎりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

⑥ 第
だい

17回
かい

全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

の開催
かいさい

で培
つちか

った選手
せんしゅ

の育成
いくせい

・強化
きょうか

を 礎
いしずえ

に、パ

ラリンピック・デフリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

等
とう

の国際
こくさい

大会
たいかい

で活躍
かつやく

できる本県
ほんけん

選手
せんしゅ

の

発掘
はっくつ

・育成
いくせい

に努
つと

めます。 

⑦ 第
だい

17回
かい

全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

の開催
かいさい

を契機
け い き

に深
ふか

まった障
しょう

がい者
しゃ

理解
り か い

の機運
き う ん

を更
さら

に拡大
かくだい

させるため、障
しょう

がい者
しゃ

を支援
し え ん

するサポーターの育成
いくせい

等
とう

に努
つと

めます。 

⑧ 第
だい

17回
かい

全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

の開催
かいさい

を契機
け い き

に、育成
いくせい

強化
きょうか

を図
はか

った手話通
し ゅ わ つう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

等
とう

の意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

について、市町
しちょう

と連携
れんけい

して、一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

⑨ 障
しょう

がい者
しゃ

の体力
たいりょく

増強
ぞうきょう

、交流
こうりゅう

、余暇
よ か

活動
かつどう

等
とう

に資
し

するため、各種
かくしゅ

レクリエーション

活動
かつどう

を推進
すいしん

し、環境
かんきょう

設備
せ つ び

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

⑩ eスポーツなどの障
しょう

がい者
しゃ

と健
けん

常者
じょうしゃ

の区分
く ぶ ん

のないスポーツを推進
すいしん

します。 

 

３ 生涯
しょうがい

を通
つう

じた多様
た よ う

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

① 障
しょう

がい者
しゃ

を含
ふく

めた県民
けんみん

一人
ひ と り

ひとりが学
まな

びたいときに学
まな

ぶことができる学習
がくしゅう

機会
き か い

の確保
か く ほ

や学習
がくしゅう

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に努
つと

め、障
しょう

がい者
しゃ

の主体的
しゅたいてき

な生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

します。 

② 障
しょう

がい者
しゃ

が生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

活動
かつどう

に気軽
き が る

に参加
さ ん か

できるよう、障
しょう

がい者
しゃ

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

し

た誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすい施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の整備
せ い び

等
とう

を推進
すいしん

します。 

③ 県立
けんりつ

図書館
と し ょ か ん

において、引
ひ

き続
つづ

き施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

に努
つと

めるとともに、障
しょう

がい

の特性
とくせい

やニーズに応
おう

じたアクセシブルな書籍
しょせき

等
とう

のコーナーの設置
せ っ ち

のほか、拡大
かくだい

読書器
ど く し ょ き

等
とう

の読書
どくしょ

支援
し え ん

機器
き き

の整備
せ い び

拡充
かくじゅう

に努
つと

めます。（再掲
さいけい

） 

④ アクセシブルな書籍
しょせき

等
とう

を制作
せいさく

する点訳
てんやく

奉仕員
ほうしいん

や音訳
おんやく

奉仕員
ほうしいん

の確保
か く ほ

に取
と

り組
く

むと

ともに、技術
ぎじゅつ

向上
こうじょう

に向
む

けた研修
けんしゅう

等
とう

を行
おこな

います。（再掲
さいけい

） 
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第
だい

11節
せつ

 国際
こくさい

交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

 

国際化
こ くさいか

の進
すす

む今日
こんにち

、国際
こくさい

交流
こうりゅう

・国際
こくさい

協 力
きょうりょく

は、障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

し、生活
せいかつ

の

質
しつ

を高
たか

めるために、重要
じゅうよう

なものであることから、障
しょう

がい者
しゃ

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

の推進
すいしん

、地域
ち い き

に

住
す

む外国人
がいこくじん

との交流
こうりゅう

の促進
そくしん

等
とう

に努
つと

めます。 

 

現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

 昭和
しょうわ

56年
ねん

の「国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

」を契機
け い き

として、「国連
こくれん

・障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

（1983～1992

年
ねん

）」に続
つづ

く取組
と り く

みとして、「アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

（当初
とうしょ

1993～2002年
ねん

、二度
に ど

の延長
えんちょう

により現在
げんざい

は2013～2022年
ねん

）」や、平成
へいせい

27年
ねん

に国連
こくれん

で採択
さいたく

された「持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

のための2030アジェンダ」とその17の「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）」など、

国際的
こくさいてき

な取組
と り く

みが相次
あ い つ

いで実施
じ っ し

され、障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

においても、国際
こくさい

交流
こうりゅう

・国際
こくさい

協 力
きょうりょく

の推進
すいしん

が求
もと

められております。 

 障
しょう

がい者
しゃ

をはじめ県民
けんみん

全
すべ

てが、国際
こくさい

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、国際的
こくさいてき

な視野
し や

を持
も

って障
しょう

が

い者
しゃ

を取
と

り巻
ま

く様々
さまざま

な問題
もんだい

に取
と

り組
く

み、また、国際性
こくさいせい

豊
ゆた

かな人
ひと

づくりを進
すす

めるために、

なお一層
いっそう

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

・国際
こくさい

協 力
きょうりょく

の推進
すいしん

が必要
ひつよう

です。 

 

具体的
ぐたいてき

取組
と り く

み 

１ 障
しょう

がい者
しゃ

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

 国
くに

の施策
し さ く

との連携
れんけい

を図
はか

りつつ、障
しょう

がいに関
かん

する国際
こくさい

会議
か い ぎ

、パラリンピック、デフリン

ピック、スペシャルオリンピックスなどの障
しょう

がい者
しゃ

の国際
こくさい

スポーツ大会
たいかい

への参加
さ ん か

など

を通
つう

じて、障
しょう

がい者
しゃ

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

・国際
こくさい

協 力
きょうりょく

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

 

２ 地域
ち い き

に住
す

む外国人
がいこくじん

との交流
こうりゅう

の促進
そくしん

等
とう

 

 障
しょう

がいのある外国人
がいこくじん

に対
たい

しては、適切
てきせつ

な保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

に努
つと

めるととも

に、障
しょう

がい者
しゃ

と地域
ち い き

に住
す

む留
りゅう

学生
がくせい

をはじめとする外国人
がいこくじん

との交流会
こうりゅうかい

の開催
かいさい

など、

地域
ち い き

における相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

のため、民間
みんかん

の国際
こくさい

交流
こうりゅう

団体
だんたい

の活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

  


