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第
だい

１ 章
しょう

 計画
けいかく

策定
さ く て い

の趣旨
し ゅ し

等
な ど

 

１．計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 

本県
ほんけん

では、平成
へいせい

７年
７ ね ん

に「長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関する
か ん す る

新長期
しんちょうき

行動
こうどう

計画
けいかく

」を策定後
さくていご

、

そ の 重点
じゅうてん

施策
し さ く

実施
じ っ し

計画
けいかく

と し て 平成
へいせい

９ 年
ねん

に 「 長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

プラン～ノーマライゼーション
ぷ ら ん ～ の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

７か年
７ か ね ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

しました。 

その後
ご

、平成
へいせい

15年
ねん

に「長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」（長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

）を、平成
へいせい

21年
ねん

には、「改訂
かいてい

長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を、平成
へいせい

26年
ねん

には、「長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第二次
だ い に じ

改訂
かいてい

）」（以下
い か

「前計画
ぜんけいかく

」という。）を策定
さくてい

し、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

か

つ計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

に取
と

り組
く

んできました。 

このような中
なか

、本県
ほんけん

においては、平成
へいせい

25年
ねん

５月
がつ

に、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
た い す る

差別
さ べ つ

を

禁止
き ん し

する「障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に生
い

きる平和
へ い わ

な長崎県
ながさきけん

づくり条例
じょうれい

」

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

条例
じょうれい

）を制定
せいてい

（平成
へいせい

26年
ねん

４月
がつ

施行
せ こ う

）しました。 

この間
あいだ

、国
くに

においては、平成
へいせい

19年
ねん

に「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

」に署名
しょめい

以降
い こ う

、

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

」の改正
かいせい

、平成
へいせい

24年
ねん

に「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）」の制定
せいてい

、平成
へいせい

25年
ねん

には、

「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

）」が

制定
せいてい

されました。これらの国
こく

内法
ないほう

の整備
せ い び

を含
ふく

めた一連
いちれん

の取
と

り組
く

みの成果
せ い か

を踏
ふ

まえ

平成
へいせい

26年
ねん

１月
がつ

に条約
じょうやく

が批准
ひじゅん

されました。 

そのような中
なか

、平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

には、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から５年間
ねんかん

を計画
けいかく

期間
き か ん

とする新
あら

た

な、「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

）」が策定
さくてい

されました。国
くに

の基本計画
きほんけいかく

では、各分野
かくぶんや

に

共通
きょうつう

する横断的視点
おうだんてきしてん

として、条約
じょうやく

の理念
り ね ん

の尊重
そんちょう

及
およ

び整合性
せいごうせい

の確保
か く ほ

、社会
しゃかい

のあら

ゆる場面
ば め ん

におけるアクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

の向上
こうじょう

、当事者本位
と う じし ゃほ ん い

の総合的
そうごうてき

かつ分野
ぶ ん や

横断的
おうだんてき

な支援
し え ん

、障害特性等
しょうがいとくせいなど

に配慮
はいりょ

したきめ細
こま

かい支援
し え ん

等
など

を掲
かか

げ、11 の施策
せ さ く

分野
ぶ ん や

ごとに

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

や各種
かくしゅ

施策
せ さ く

が示
しめ

されています。 

このような国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

基本計画
きほんけいかく

や本県
ほんけん

の障害
しょうがい

のある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

の変化
へ ん か

に対応
たいおう

しつつ、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

で終期
しゅうき

を迎
むか

える前計画
ぜんけいかく

の検証
けんしょう

を行
おこな

い、平成
へいせい

31年度
ね ん ど

から

の「長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

基本計画
きほんけいかく

（第
だい

４次
じ

）」を策定
さくてい

するものです。 
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２．基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

  この計画
けいかく

では、基本的
きほんてき

に前計画
ぜんけいかく

を継承
けいしょう

し、「障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが 

住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

り、互
たが

いに優
やさ

しく接
せっ

し合
あ

うことができる社会
しゃかい

 

環境
かんきょう

の中
なか

で、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として、共
とも

に地域
ち い き

を支
ささ

え合
あ

い、あらゆる社会
しゃかい

活動
かつどう

 

に参加
さ ん か

することができる平和
へ い わ

な共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

すこと」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

としま

す。 

 

３．基本的
きほんてき

視点
し て ん

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基
もと

づき、次
つぎ

に掲
かか

げる視点
し て ん

から各種
かくしゅ

施策
せ さ く

を推進
すいしん

します。 

（１）障害者
しょうがいしゃ

の自己決定
じ こ け っ て い

の尊重
そんちょう

及
およ

び意思決定
い し け っ て い

の支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

を施策
せ さ く

の客体
きゃくたい

ではなく、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら、 自
みずか

らの

決定
けってい

に基
もと

づき社会
しゃかい

に参加
さ ん か

する主体
しゅたい

として捉
とら

え、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の策定
さくてい

及
およ

び実施
じ っ し

に

当
あ

たっては、障害
しょうがい

のある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
など

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を聴
き

き、その意見
い け ん

を

尊重
そんちょう

します。 

また、障害
しょうがい

のある人
ひと

の自己決定
じ こ け っ て い

を尊重
そんちょう

する観点
かんてん

から、障害
しょうがい

のある人
ひと

自身
じ し ん

が

適
てき

切
せつ

に意思
い し

決定
けってい

を行
おこな

い、その意思
い し

を表明
ひょうめい

することができるよう、相談
そうだん

の実施
じ っ し

等
など

による意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

とともに、言語
げ ん ご

その他
た

の意思疎通
い し そ つ う

のための手段
しゅだん

を選択
せんたく

する機会
き か い

の提供
ていきょう

を促進
そくしん

します。 

 

（２）当事者本位
と う じし ゃほ ん い

の総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

に当
あ

たっては、教育
きょういく

、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

、スポーツ
す ぽ ー つ

、福祉
ふ く し

、

医療
いりょう

、雇用
こ よ う

等
など

の各分野
かくぶんや

の連携
れんけい

の下
もと

、施策
せ さ く

を総合的
そうごうてき

に展開
てんかい

し切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を

行
おこな

います。 

支援
し え ん

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

が障害
しょうがい

のある人
ひと

が日常
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

で直面
ちょくめん

する困難
こんなん

に着目
ちゃくもく

して講
こう

じられる必要
ひつよう

があること、障害
しょうがい

のある人
ひと

の

自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

という観点
かんてん

に立
た

って行
おこ

われる必要
ひつよう

があること、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の家族
か ぞ く

を始
はじ

めとする関係者
かんけいしゃ

への支援
し え ん

も重要
じゅうよう

であることに留意
りゅうい

します。 

 

（３）障害
しょうがい

特性
とくせい

等
など

に配慮
はいりょ

したきめ細
こま

かい支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する施策
せ さ く

は、性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

、生活
せいかつ

の実態
じったい

等
など

に

応
おう

じた個別的
こべつてき

な支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

を踏
ふ

まえて、策定
さくてい

及
およ

び実施
じ っ し

します。その際
さい

、外見
がいけん

からは分
わ

かりにくい障害
しょうがい

が持
も

つ特有
とくゆう

の事情
じじょう

を考慮
こうりょ

するとともに、状態
じょうたい

が変動
へんどう

する障害
しょうがい

は、症 状
しょうじょう

が多様化
た よ う か

しがちであり、一般
いっぱん

に、障害
しょうがい

の程度
て い ど

を適切
てきせつ

に把握
は あ く
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することが難
むずか

しい点
てん

に留意
りゅうい

する必要
ひつよう

があります。 

 特
とく

に、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

は、さらに複合的
ふくごうてき

に困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

に置
お

かれている場合
ば あ い

があること、障害
しょうがい

のある子
こ

どもには、成人
せいじん

とは異
こと

なる支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

があるこ

とに留意
りゅうい

します。 

さらに、障害
しょうがい

のある高齢者
こうれいしゃ

に係
かか

る施策
せ さ く

については、高齢者
こうれいしゃ

施策
せ さ く

との整合性
せいごうせい

に

留意
りゅうい

する必要
ひつよう

があります。 

 また、発達
はったつ

障害
しょうがい

・難病
なんびょう

・高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

・盲
もう

ろう等
など

について、県民
けんみん

の理解
り か い

の促進
そくしん

に向
む

けた広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を継続
けいぞく

して行
おこな

います。 

 

（４）社会
しゃかい

のあらゆる場面
ば め ん

におけるアクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

の向上
こうじょう

 

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

には、障害
しょうがい

のある人
ひと

が日常
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

において受
う

ける制限
せいげん

は、個人
こ じ ん

の障害
しょうがい

のみに起因
き い ん

するものではなく、社会
しゃかい

にお

ける様々
さまざま

な障壁
しょうへき

と相対
そうたい

することによって 生
しょう

ずるものとしたいわゆる「社会
しゃかい

モデル
も で る

」の考
かんが

え方
かた

が反映
はんえい

されています。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、その能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

に発揮
は っ き

し

ながら、安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるようにするため、障害
しょうがい

のある人
ひと

の活動
かつどう

を制限
せいげん

し、

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を制約
せいやく

している社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

の除去
じょきょ

を進
すす

め、ソフト
そ ふ と

、ハード
は ー ど

の

両面
りょうめん

にわたる社会
しゃかい

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

し、アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

また、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に悪
あく

影響
えいきょう

を与
あた

えるものです。そのため、障害者差別禁止条例
しょうがいしゃさべつきんしじょうれい

や障害者
しょうがいしゃ

差別解消法
さべつかいしょうほう

等
など

に基
もと

づき、市
し

及
およ

び町
まち

や障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
など

をはじめとする様々
さまざま

な主体
しゅたい

の取
と

り組
く

みと連携
れんけい

を図
はか

るとともに、事
じ

業者
ぎょうしゃ

や県民
けんみん

の理解
り か い

のもと障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

します。 

 

（５）総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

な取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

    障害
しょうがい

のある人
ひと

が必要
ひつよう

なときに必要
ひつよう

な場所
ば し ょ

で適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう、

市
し

及
およ

び町
まち

等
など

との適切
てきせつ

な連携
れんけい

及
およ

び役割
やくわり

分担
ぶんたん

の下
もと

で、施策
せ さ く

を立案
りつあん

・実施
じ っ し

します。 

また、効果的
こうかてき

かつ効率的
こうりつてき

に施策
し さ く

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から、高齢者
こうれいしゃ

施策
せ さ く

、医療
いりょう

関係
かんけい

施策
せ さ く

、子
こ

ども・子育
こ そ だ

て関係
かんけい

施策
せ さ く

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

施策
せ さ く

等
など

、障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

に関係
かんけい

す

る他
ほか

の施策
せ さ く

・計画
けいかく

等
など

との整合性
せいごうせい

を確保
か く ほ

し、総合的
そうごうてき

な施策
せ さ く

の展開
てんかい

を図
はか

ります。 
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４．計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け 

この計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11 条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
き て い

する「都道府県
と ど う ふ け ん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」

として、また、「長崎県
ながさきけん

総合
そうごう

計画
けいかく

チャレンジ
ち ゃ れ ん じ

２０２０」及
およ

び「長崎県
ながさきけん

福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

総合
そうごう

計画
けいかく

」（ながさきほっとプラン
ぷ ら ん

）を補完
ほ か ん

する個別
こ べ つ

計画
けいかく

として、本県
ほんけん

が今後
こ ん ご

進
すす

める

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な計画
けいかく

となります。 

 

５．計画
けいかく

の期間
き か ん

 

  この計画
けいかく

の期間
き か ん

は、平成
へいせい

31年度
ね ん ど

から平成
へいせい

35年度
ね ん ど

までの５年間
ねんかん

とします。 

  なお、関係
かんけい

法令
ほうれい

の改正
かいせい

等
など

社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

に的確
てきかく

に対応
たいおう

するため、必要
ひつよう

に応
おう

じて

見直
み な お

しを行
おこな

います。 

  

６．計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

等
など

 

（１）計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

毎年度
まいねんど

、分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

方向
ほうこう

に沿
そ

った各事業
かくじぎょう

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、

内容
ないよう

や成果
せ い か

などについて、各事業
かくじぎょう

実施
じ っ し

部局
ぶきょく

による自己
じ こ

評価
ひょうか

を 行
おこな

うとともに、

その結果
け っ か

を「長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」に報告
ほうこく

し、その意見
い け ん

を踏
ふ

まえて

事業
じぎょう

の見直
み な お

しを 行
おこな

うなど、計画
けいかく

の効果的
こうかてき

な推進
すいしん

を図
はか

ります。 

また、国
くに

の制度
せ い ど

等
など

、障害
しょうがい

のある人
ひと

を取
と

り巻
ま

く環
かん

境
きょう

の変
へん

化
か

に対
たい

応
おう

し、必要
ひつよう

に

応
おう

じて施策
せ さ く

の見直
み な お

しも行
おこな

います。 

（２）市
し

及
およ

び町
まち

との連携
れんけい

 

    市
し

及
およ

び町
まち

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支
ささ

える仕組
し く

みにおいて、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

等
など

を通
とお

して主体的
しゅたいてき

な役割
やくわり

を担
にな

うため、県
けん

と市
し

及
およ

び町
まち

が

連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

を図
はか

りながら、一体的
いったいてき

な障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の推進
すいしん

を図
はか

ります。   

 

 （３）計画
けいかく

を推進
すいしん

するための啓発
けいはつ

・広報
こうほう

 

   ①共生
きょうせい

社会
しゃかい

の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

 

     「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」（12月
がつ

３日
か

から９日
か

まで）を通
つう

じて、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

と連携
れんけい

して広報
こうほう

活動
かつどう

を展開
てんかい

し、「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

を図
はか

ります。 
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②障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

 

     共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

には、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

に関
かん

する社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の理解
り か い

を

深
ふか

めることが重要
じゅうよう

です。 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

条例
じょうれい

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

により、

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する

理解
り か い

を促進
そくしん

させるための取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

さらに、２０２０東京
とうきょう

オリンピック
お り ん ぴ っ く

・パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

に向
む

けて、国
くに

等
など

が行
おこな

う啓発
けいはつ

活動
かつどう

等
など

と連携
れんけい

し障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

の意義
い ぎ

について更
さら

なる理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

り

ます。 

 

（４）計画
けいかく

を推進
すいしん

するためのボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

等
など

の推進
すいしん

 

    児童
じ ど う

、生徒
せ い と

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
など

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、その活動
かつどう

を支援
し え ん

するよう努
つと

めるとともに、企業
きぎょう

等
など

の社会
しゃかい

貢献
こうけん

活動
かつどう

に対
たい

する理解
り か い

と協 力
きょうりょく

を促進
そくしん

します。 

また、県民
けんみん

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

の普及
ふきゅう

、促進
そくしん

及
およ

び健全
けんぜん

な発展
はってん

を図
はか

るため、県
けん

が

中核的
ちゅうかくてき

な活動
かつどう

拠点
きょてん

として設置
せ っ ち

する「県民
けんみん

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」に

おいて、人材
じんざい

の育成
いくせい

や活動
かつどう

の支援
し え ん

を 行
おこな

います。   
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第２章 長崎県
ながさきけん

における障 害
しょうがい

のある人
ひと

の現 状
げんじょう

 

１．障害者数
しょうがいしゃすう

 

（１）身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

（身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

） 

①障害
しょうがい

種類
しゅるい

別
べつ

 

身体障害者手帳所持者
しんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃ

は平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

74,922人
にん

で平成
へいせい

20年
ねん

から

0.4ポイント
ぽ い ん と

増加
ぞ う か

しています。 

障害
しょうがい

種類
しゅるい

別
べつ

にみると、「内部
な い ぶ

障害
しょうがい

」が 10.2ポイント
ぽ い ん と

、「音声
おんせい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害
しょうがい

」が 7.5ポイント
ぽ い ん と

増加
ぞ う か

し、その他
ほか

の障害種類別
しょうがいしゅるいべつ

においては減少
げんしょう

してい

ます。その結果
け っ か

、各障害種類別
かくしょうがいしゅるいべつ

の構成比
こうせいひ

は、「肢体不自由
し た い ふ じ ゆ う

」が 48.6％、

「内部障害
ないぶしょうがい

」が 32.2％、「聴覚
ちょうかく

・平衡機能障害
へいこうきのうしょうがい

」が 10.7％、「視覚障害
しかくしょうがい

」が

7.4％、「音声
おんせい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害
しょうがい

」が 1.1％となっています。 

（単位
た ん い

：人
ひと

、％）

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

総
そう

    数
すう

74,620 100.0% 75,402 100.0% 74,922 100.0% 100.0% 101.0% 100.4%

視覚
し か く

障害
しょうがい

7,149 9.6% 6,211 8.2% 5,528 7.4% 100.0% 86.9% 77.3%

聴覚
ちょうかく

・平衡
へいこう

機能
き の う

障害
しょうがい

8,097 10.9% 7,844 10.4% 8,030 10.7% 100.0% 96.9% 99.2%

音声
おんせい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害
しょうがい

782 1.0% 796 1.1% 841 1.1% 100.0% 101.8% 107.5%

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

36,741 49.2% 37,621 49.9% 36,438 48.6% 100.0% 102.4% 99.2%

内部
な い ぶ

障害
しょうがい

21,851 29.3% 22,930 30.4% 24,085 32.2% 100.0% 104.9% 110.2%

※障害者数
しょうがいしゃすう

は各年
かくねん

３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

指標
しひょう

（対
たい

20年
ねん

比
ひ

）

障害種類別身体障害者手帳所持者数
しょうがいしゅるいべつしんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃすう

と構成
こうせい

割合
わりあい

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

 

②障害
しょうがい

等
とう

級別
きゅうべつ

 

平成
へいせい

30年
ねん

は平成
へいせい

20年
ねん

から「４級
きゅう

」が 14.3ポイント、「１ 級
きゅう

」が 6.8ポイント
ぽ い ん と

増加
ぞ う か

し、その他
た

の等級
とうきゅう

においては減少
げんしょう

しています。構成比
こうせいひ

は、「１級
きゅう

」が

28.5％、「４ 級
きゅう

」が 24.0％、「３級
きゅう

」が 18.2％、「２ 級
きゅう

」が 14.3％、「６級
きゅう

」

が 8.1％、「５級
きゅう

」が 6.9％となっています。 

（単位
た ん い

：人
ひと

、％）

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

総数
そうすう

74,620 100.0% 75,402 100.0% 74,922 100.0% 100.0% 101.0% 100.4%

１級
きゅう

20,015 26.8% 21,111 28.0% 21,384 28.5% 100.0% 105.5% 106.8%

２級
きゅう

12,152 16.3% 11,428 15.2% 10,710 14.3% 100.0% 94.0% 88.1%

３級
きゅう

14,495 19.4% 14,247 18.9% 13,614 18.2% 100.0% 98.3% 93.9%

４級
きゅう

15,728 21.1% 17,597 23.3% 17,974 24.0% 100.0% 111.9% 114.3%

５級
きゅう

6,083 8.2% 5,311 7.0% 5,182 6.9% 100.0% 87.3% 85.2%

６級
きゅう

6,147 8.2% 5,708 7.6% 6,058 8.1% 100.0% 92.9% 98.6%

※障害者数
しょうがいしゃすう

は各年
かくねん

３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

障害等級別身体障害者手帳所持者数
しょうがいとうきゅうべつしんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃすう

と構成
こうせい

割合
わりあい

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

指標
しひょう

（対
たい

20年
ねん

比
ひ

）
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（単位
た ん い

：人
ひと

、％）

74,922 5,528 8,030 841 36,438 24,085

計
けい

32,094 3,662 1,938 74 13,056 13,364

６歳未満
さいみまん

152 7 12 0 91 42

６歳未満
さいみまん

～17歳
さい

510 16 52 1 360 81

18～64歳
さい

8,753 867 631 29 4,426 2,800

65歳
さい

以上
いじょう

22,679 2,772 1,243 44 8,179 10,441

計
けい

42,828 1,866 6,092 767 23,382 10,721

６歳未満
さいみまん

83 1 33 0 20 29

６歳未満
さいみまん

～17歳
さい

354 13 66 6 186 83

18～64歳
さい

8,907 403 640 285 5,453 2,126

65歳
さい

以上
いじょう

33,484 1,449 5,353 476 17,723 8,483

100.00% 7.38% 10.72% 1.12% 48.63% 32.15%

計
けい

42.84% 4.89% 2.59% 0.10% 17.42% 17.84%

６歳未満
さいみまん

0.21% 0.01% 0.02% 0.00% 0.12% 0.06%

６歳未満
さいみまん

～17歳
さい

0.68% 0.02% 0.07% 0.00% 0.48% 0.11%

18～64歳
さい

11.68% 1.16% 0.84% 0.04% 5.91% 3.73%

65歳
さい

以上
いじょう

30.27% 3.70% 1.66% 0.06% 10.91% 13.94%

計
けい

57.16% 2.49% 8.13% 1.02% 31.21% 14.31%

６歳未満
さいみまん

0.11% 0.00% 0.04% 0.00% 0.03% 0.04%

６歳未満
さいみまん

～17歳
さい

0.47% 0.01% 0.09% 0.01% 0.25% 0.11%

18～64歳
さい

11.89% 0.54% 0.85% 0.38% 7.28% 2.84%

65歳
さい

以上
いじょう

44.69% 1.94% 7.15% 0.63% 23.65% 11.32%

※重度
じゅうど

（１～２級
きゅう

）、中
ちゅう

・軽度
け い ど

（３～６級
きゅう

）

構
成
比

こ

う

せ

い

ひ

合計
ごうけい

重
じゅう

度
ど

中
ちゅう

・

軽
けい

度
ど

合計
ごうけい

重
じゅう

度
ど

中
ちゅう

・

軽
けい

度
ど

実
数

じ
っ

す

う

年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

・障害
しょうがい

種類
しゅるい

別
べつ

・障害程度構成
しょうがいていどこうせい

（平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

31日
にち

）

内部
な い ぶ

障害
しょうがい

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う音声

おんせい

･言語
げ ん ご

機能
き の う

障害
しょうがい

聴覚
ちょうかく

･平衡
へいこう

機能
き の う

障害
しょうがい視覚

し か く

障害
しょうがい

合計
ごうけい

③年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

 

平成
へいせい

30年
ねん

は平成
へいせい

20年
ねん

から「65歳
さい

以上
いじょう

」が 8.3ポイント
ぽ い ん と

増加
ぞ う か

しています。

構成比
こうせいひ

は、「65歳
さい

以上
いじょう

」が 75.0％、「18～64歳
さい

」が 23.6％、「６～17歳
さい

」が 1.2％、

「６歳
さい

未満
み ま ん

」が 0.3％となっています。 

（単位
た ん い

：人
ひと

、％）

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

総数
そうすう

74,620 100.0% 75,402 100.0% 74,922 100.0% 100.0% 101.0% 100.4%

６歳
さい

未満
み ま ん

239 0.3% 251 0.3% 235 0.3% 100.0% 105.0% 98.3%

６～17歳
さい

985 1.3% 907 1.2% 864 1.2% 100.0% 92.1% 87.7%

18～64歳
さい

21,535 28.9% 20,794 27.6% 17,660 23.6% 100.0% 96.6% 82.0%

65歳
さい

以上
いじょう

51,861 69.5% 53,450 70.9% 56,163 75.0% 100.0% 103.1% 108.3%

※障害者数
しょうがいしゃすう

は各年
かくねん

３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

年齢階層別身体障害者手帳所持者数と構成割合
ねんれいかいそうべつしんたいしょうがいしゃてちょうしょじしゃすうとこうせいわりあい

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

指標
しひょう

（対
たい

20年
ねん

比
ひ

）

 

④年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

・障害
しょうがい

種類
しゅるい

別
べつ
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（２）療育手帳所持者数
りょういくてちょうしょじしゃすう

（知的障害
ちてきしょうがい

のある人
ひと

） 

①障害
しょうがい

等
とう

級別
きゅうべつ

 

療育手帳所持者
りょういくてちょうしょじしゃ

は平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

15,054人
にん

で、平成
へいせい

20年
ねん

から 27.8

ポイント増
ぽ い ん と ぞ う

加
か

しています。 

障害
しょうがい

程度
て い ど

別
べつ

にみると「重度
じゅうど

」が 17.1ポイント
ぽ い ん と

、「中・軽度
ち ゅ う け い ど

」が 36.8ポイ
ぽ い

ント
ん と

増加
ぞ う か

しています。 

（単位
たんい

：人
ひと

、％）

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

総数
そうすう

11,782 100.0% 13,390 100.0% 15,054 100.0% 100.0% 113.6% 127.8%

重度
じゅうど

計
けい

5,386 45.7% 5,746 42.9% 6,307 41.9% 100.0% 106.7% 117.1%

Ａ 38 0.3% 25 0.2% 18 0.1% 100.0% 65.8% 47.4%

Ａ１ 2,940 25.0% 3,182 23.8% 3,497 23.2% 100.0% 108.2% 118.9%

Ａ２ 2,408 20.4% 2,539 18.9% 2,792 18.6% 100.0% 105.4% 115.9%

中
ちゅう

・軽度
けいど

計
けい

6,396 54.3% 7,644 57.1% 8,747 58.1% 100.0% 119.5% 136.8%

Ｂ 20 0.2% 12 0.1% 8 0.1% 100.0% 60.0% 40.0%

Ｂ１ 3,284 27.9% 3,646 27.2% 3,983 26.4% 100.0% 111.0% 121.3%

Ｂ２ 3,092 26.2% 3,986 29.8% 4,756 31.6% 100.0% 128.9% 153.8%

※障害者
しょうがいしゃ

数
すう

は各年
かくねん

３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

障害等級別療育手帳所持者数
しょうがいとうきゅうべつりょういくてちょうしょじしゃすう

と構成
こうせい

割合
わりあい

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

指標
しひょう

（対
たい

20年
ねん

比
ひ

）

 

②年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

 

平成
へいせい

30年
ねん

は平成
へいせい

20年
ねん

から全
すべ

ての階層
かいそう

が増加
ぞ う か

しており、特
とく

に「65歳
さい

以上
いじょう

」が

93.7ポイント増
ぽ い ん と ぞ う

加
か

しています。 

（単位
たんい

：人
ひと

、％）

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

総数
そうすう

11,782 100.0% 13,390 100.0% 15,054 100.0% 100.0% 113.6% 127.8%

６歳
さい

未満
みまん

175 1.5% 155 1.1% 194 1.3% 100.0% 88.6% 110.9%

６～17歳
さい

1,714 14.5% 2,003 15.0% 2,187 14.5% 100.0% 116.9% 127.6%

18～39歳
さい

4,342 36.9% 4,736 35.4% 5,339 35.5% 100.0% 109.1% 123.0%

40～64歳
さい

4,524 38.4% 5,184 38.7% 5,345 35.5% 100.0% 114.6% 118.1%

65歳
さい

以上
いじょう

1,027 8.7% 1,312 9.8% 1,989 13.2% 100.0% 127.8% 193.7%

※障害者
しょうがいしゃ

数
すう

は各年
かくねん

３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

指標
しひょう

（対
たい

20年
ねん

比
ひ

）

年齢階層別療育手帳所持者数
ねんれいかいそうべつりょういくてちょうしょじしゃすう

と構成
こうせい

割合
わりあい
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③年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

・障害
しょうがい

等
とう

級別
きゅうべつ

 

（単位
たんい

：人
ひと

、％）

合計
ごうけい

重度
じゅうど

計
けい

Ａ Ａ１ Ａ２ 中
ちゅう

・軽度
けいど

Ｂ Ｂ１ Ｂ２

合計
ごうけい

15,054 6,307 18 3,497 2,792 8,747 8 3,983 4,756

６歳未満
さいみまん

194 99 0 37 62 95 0 62 33

６歳未満
さいみまん

～17歳
さい

2,187 739 0 450 289 1,448 0 434 1,014

18～39歳
さい

5,339 2,066 1 1,245 820 3,273 1 1,226 2,046

40～64歳
さい

5,345 2,461 9 1,374 1,078 2,884 6 1,526 1,352

65歳
さい

以上
いじょう

1,989 942 8 391 543 1,047 1 735 311

合計
ごうけい

100.00% 41.90% 0.12% 23.23% 18.54% 58.10% 0.06% 26.45% 31.59%

６歳未満
さいみまん

1.29% 0.66% 0.00% 0.24% 0.41% 0.63% 0.00% 0.41% 0.22%

６歳未満
さいみまん

～17歳
さい

14.53% 4.91% 0.00% 2.99% 1.92% 9.62% 0.00% 2.88% 6.74%

18～39歳
さい

35.46% 13.72% 0.01% 8.27% 5.44% 21.74% 0.01% 8.14% 13.59%

40～64歳
さい

35.51% 16.35% 0.06% 9.13% 7.16% 19.16% 0.04% 10.14% 8.98%

65歳
さい

以上
いじょう

13.21% 6.26% 0.05% 2.60% 3.61% 6.95% 0.01% 4.88% 2.06%

構

成

比

こ

う

せ

い

ひ

実

数

じ

っ

す

う

年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

・障害等級別構成
しょうがいとうきゅうべつこうせい

（平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

31日
にち

）

 

（３）精神障害者数
せいしんしょうがいしゃすう

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

（精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

） 

①精神科
せいしんか

病院
びょういん

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

・公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

通院者数
つういんしゃすう

 

     公費負担通院者
こうひふたんつういんしゃ

は増加
ぞ う か

していますが、入院患者数
にゅういんかんじゃすう

は年々減少
ねんねんげんしょう

しています。 

（単位
たんい

：人
ひと

、％）

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

29年
ねん

12,760 16,255 18,641 100.0% 127.4% 146.1%

7,378 6,990 6,730 100.0% 94.7% 91.2%

※公費負担承認件数
こうひふたんしょうにんけんすう

は、各年
かくねん

３月
がつ

31日
にち

、精神通院入院患者数
せいしんつういんにゅういんかんじゃすう

は、各
かく

年
ねん

６月
がつ

30日
にち

現在
げんざい

精神通院入院患者数
せいしんつういんにゅういんかんじゃすう

公費負担承認件数（通院）
こうひふたんしょうにんけんすう（つういん）

平成
へいせい

29年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

20年
ねん

精神科病院入院患者数・公費負担通院者数
せいしんかびょういんにゅういんかんじゃすう・こうひふたんつういんしゃかず

指標
しひょう

（対
たい

20年
ねん

比
ひ

）

 

②年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

精神科
せいしんか

病院
びょういん

入院
にゅういん

患者数
かんじゃすう

 

     平成
へいせい

29年
ねん

は平成
へいせい

20年
ねん

から、65歳
さい

以上
いじょう

の入院患者数
にゅういんかんじゃすう

は増加
ぞ う か

していますが、 

64歳
さい

以下
い か

の入院
にゅういん

患者
かんじゃ

は全
すべ

ての階層
かいそう

で減少
げんしょう

しています。 

（単位
たんい

：人
ひと

、％）

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

29年
ねん

総数
そうすう

7,378 100.0% 6,990 100.0% 6,730 100.0% 100.0% 94.7% 91.2%

20歳
さい

未満
みまん

51 0.7% 35 0.5% 32 0.5% 100.0% 68.6% 62.7%

20～39歳
さい

520 7.0% 420 6.0% 334 4.9% 100.0% 80.8% 64.2%

40～64歳
さい

3,238 43.9% 2,631 37.6% 2,153 32.0% 100.0% 81.3% 66.5%

65歳
さい

以上
いじょう

3,569 48.4% 3,904 55.9% 4,211 62.6% 100.0% 109.4% 118.0%

※入院患者数
にゅういんかんじゃすう

は、各年
かくねん

６月
がつ

30日
にち

現在
げんざい

年齢階層別精神科病院入院患者数
ねんれいかいそうべつせいしんかびょういんにゅういんかんじゃすう

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

29年
ねん

指標
しひょう

（対
たい

20年
ねん

比
ひ

）
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③障害等級別
しょうがいとうきゅうべつ

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

は平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

10,981人
にん

で､

平成
へいせい

20年
ねん

から 78.6ポイント増
ぽ い ん と ぞ う

加
か

しています。 

障害
しょうがい

の等級別
とうきゅうべつ

にみると、「３ 級
きゅう

」が 160.8ポイント
ぽ い ん と

、「２ 級
きゅう

」が 68.1

ポイント
ぽ い ん と

、「１ 級
きゅう

」が 23.2ポイント
ぽ い ん と

増加
ぞ う か

しています。 

（単位
たんい

：人
ひと

、％）

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

構成比
こうせいひ

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

総数
そうすう

6,149 100.0% 8,245 100.0% 10,981 100.0% 100.0% 134.1% 178.6%

１級
きゅう

925 15.0% 1,071 13.0% 1,140 10.4% 100.0% 115.8% 123.2%

２級
きゅう

4,080 66.4% 5,403 65.5% 6,857 62.4% 100.0% 132.4% 168.1%

３級
きゅう

1,144 18.6% 1,771 21.5% 2,984 27.2% 100.0% 154.8% 260.8%

※障害者数
しょうがいしゃすう

は、各年
かくねん

３月
がつ

31日
にち

現在
げんざい

障害等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数と構成割合
しょうがいとうきゅうべつせいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょうしょじしゃすうとこうせいわりあい

平成
へいせい

20年
ねん

平成
へいせい

25年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

指標
しひょう

（対
たい

20年
ねん

比
ひ

）
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第
だい

３章
しょう

 分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

方向
ほうこう

 

１．生活
せいかつ

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

【基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が必要
ひつよう

なときに必要
ひつよう

な場所
ば し ょ

で、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に即
そく

した適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けるためには、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

・程度
て い ど

や一人
ひ と り

ひとりのニーズ
に ー ず

に応
おう

じたきめ細
こま

かで

多様
た よ う

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

そのため、障害
しょうがい

のある人
ひと

が自
みずか

らの決定
けってい

に基
もと

づき、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で相談
そうだん

支援
し え ん

を受
う

けることができる体制
たいせい

を構築
こうちく

するとともに、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

な者
もの

に対
たい

しては、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

から必要
ひつよう

な

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

特
とく

に、発達障害
はったつしょうがい

・難病
なんびょう

・高次脳機能障害
こうじのうきのうしょうがい

については、県民
けんみん

への理解促進
りかいそくしん

を図
はか

るとともに、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を実施
じ っ し

していきます。 

また、障害福祉
しょうがいふくし

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、長崎県
ながさきけん

障害福祉計画
しょうがいふくしけいかく

に基
もと

づく

障害福祉サービス
し ょ う が い ふ く し さ ー び す

等
など

の計画的
けいかくてき

な提供
ていきょう

を推進
すいしん

します。 
  

 （１）生活支援体制
せいかつしえんたいせい

の整備
せ い び

 

   ①障害福祉サービス
し ょ う が い ふ く し さ ー び す

等
など

の計画的提供
けいかくてきていきょう

の推進
すいしん

 

     長崎県
ながさきけん

障害福祉計画
しょうがいふくしけいかく

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

法
ほう

）に基
もと

づき、地域
ち い き

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

が自立
じ り つ

した日常生活
にちじょうせいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、必要
ひつよう

な

相談
そうだん

支援
し え ん

や障害福祉サービス
し ょ う が い ふ く し さ ー び す

等
など

の計画的
けいかくてき

な提供
ていきょう

を推進
すいしん

します。 

    

   ②地域生活拠点
ちいきせいかつきょてん

等
など

の構築
こうちく

 

     障害
しょうがい

のある人
ひと

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

」を見据
み す

え、居住支援
きょじゅうしえん

のた

めの機能
き の う

（相談
そうだん

、体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

、緊急時
きんきゅうじ

の受入
う け い

れ・対応
たいおう

、専門性
せんもんせい

、地域
ち い き

の

体制
たいせい

づくり）を、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた創意
そ う い

工夫
く ふ う

により整備
せ い び

し、障害
しょうがい

のある

人
ひと

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

えるサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

 

③地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

  障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

において日常生活
にちじょうせいかつ

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、地域
ち い き

の特性
とくせい

や利用者
りようしゃ

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、柔軟
じゅうなん

な形態
けいたい

により地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

しています。 

  県
けん

においては、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

事業
じぎょう

や広域的
こういきてき

な支援
し え ん

事業
じぎょう

などを 行
おこな

うとともに、市
し

及
およ

び町
まち

において実施
じ っ し

する手話通訳者
しゅわつうやくしゃ

などの派遣事業
はけんじぎょう

や

日常生活用具給付等事業
にちじょうせいかつようぐきゅうふとうじぎょう

などへの助成
じょせい

を行
おこな

います。 
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 （２）相談支援体制
そうだんしえんたいせい

の構築
こうちく

 

①自立支援協議会
じりつしえんきょうぎかい

を中心
ちゅうしん

とした相談支援体制
そうだんしえんたいせい

の充実
じゅうじつ

 

    障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

を促進
そくしん

するため、長崎県
ながさきけん

自立支援協議会
じりつしえんきょうぎかい

において、県
けん

全体
ぜんたい

における広域的
こういきてき

な相談支援体制
ぞうだんしえんたいせい

の構築
こうちく

、各市
か く し

及
およ

び町
まち

における自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

への支援
し え ん

を図
はか

ります。また、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターにおいて総合的
そうごうてき

･

専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

うことや、障害者
しょうがいしゃ

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

による質
しつ

の高
たか

い

サービス
さ ー び す

等
など

利用
り よ う

計画
けいかく

作成
さくせい

のための研修
けんしゅう

を 行
おこな

うことで自立
じ り つ

した日常生活
にちじょうせいかつ

を

送
おく

ることができるよう支援
し え ん

します。 

 

   ②発達障害
はったつしょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

 

     「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」において、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）及
およ

びその家族
か ぞ く

か

らの相談
そうだん

に応
おう

じ、適切
てきせつ

な指導
し ど う

・助言
じょげん

を行
おこな

うとともに、地域
ち い き

での支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

のため、関係
かんけい

機関
き か ん

に対
たい

し、発達障害
はったつしょうがい

の理解
り か い

のための啓発
けいはつ

及
およ

び研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

す

るなど、就学前
しゅうがくまえ

から卒業後
そつぎょうご

にわたって発達障害
はったつしょうがい

のある人
ひと

を支援
し え ん

します。 

     また、医療
いりょう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

等
など

の関係者
かんけいしゃ

による長崎県
ながさきけん

発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・

者
しゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

推進
すいしん

会議
か い ぎ

において、情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、総合的
そうごうてき

かつ継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

ります。 

 

③難病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対
たい

する支援
し え ん

 

     地域
ち い き

で生活
せいかつ

する難病患者
なんびょうかんじゃ

やその家族
か ぞ く

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

における相談
そうだん

支援
し え ん

、地域
ち い き

交流
こうりゅう

活動
かつどう

の促進
そくしん

及
およ

び就労
しゅうろう

支援
し え ん

などを 行
おこな

う拠点施設
きょてんしせつ

として、「難病
なんびょう

相談
そうだん

・

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」を設置
せ っ ち

・運営
うんえい

します。 

 

④高次脳機能障害
こうじのうきのうしょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

 

 「高次脳機能障害
こうじのうきのうしょうがい

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」を設置
せ っ ち

し、専門的
せんもんてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

支援
し え ん

に関
かん

する普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

、研修
けんしゅう

等
など

を行
おこな

い、高次脳機能障害
こうじのうきのうしょうがい

のある人
ひと

に

対
たい

する適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

い、在宅
ざいたく

生活
せいかつ

支援
し え ん

や社会
しゃかい

的
てき

自立
じ り つ

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

  

⑤罪
つみ

を犯
おか

した障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

と再犯
さいはん

防止
ぼ う し

の推進
すいしん

 

  罪
つみ

を犯
おか

した障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

について、地域
ち い き

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、司法
し ほ う

機関
き か ん

、保健
ほ け ん

医療
いりょう

福祉
ふ く し

機関
き か ん

等
など

が連携
れんけい

して、相談
そうだん

支援
し え ん

や福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

（障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の発給
はっきゅう

、年金
ねんきん

受給
じゅきゅう

など）につなげる等
など

の生活
せいかつ

支援
し え ん

を 行
おこな

い、再犯
さいはん

防止
ぼ う し

を

図
はか

ります。 
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（３）在宅サービス等
ざ い た く さ ー び す な ど

の充実
じゅうじつ

 

   ①在宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

と地域生活移行
ちいきせいかついこう

への支援
し え ん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

のニーズ
に ー ず

及
およ

び実態
じったい

に応
おう

じて、在宅
ざいたく

の障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する

日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

での居宅
きょたく

介護
か い ご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

、同行
どうこう

援護
え ん ご

、

行動
こうどう

援護
え ん ご

等
など

の支援
し え ん

を 行
おこな

うとともに、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

及
およ

び日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の確保
か く ほ

等
など

により、在宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

の量的
りょうてき

・質的
しつてき

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

については、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する在宅
ざいたく

支援
し え ん

の拠点
きょてん

としてその活用
かつよう

を図
はか

るとともに、入所者
にゅうしょしゃ

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。また、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

の 充実
じゅうじつ

を図
はか

り、入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

）への移行
い こ う

を推進
すいしん

します。 

 

   ②精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

 

     精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをすることが

できるよう、医療
いりょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

、住
す

まい、社会
しゃかい

参加
さ ん か

（就労
しゅうろう

）、教育
きょういく

が

包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

されるよう市
し

及
およ

び町
まち

、圏域
けんいき

、県
けん

単位
た ん い

で保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

を設
もう

け、重層的
じゅうそうてき

な連携
れんけい

による支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

ります。 

 

 （４）障害
しょうがい

のある子
こ

どもに対
たい

する支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

   ①障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

・事業所
じぎょうしょ

の充実
じゅうじつ

 

 障害
しょうがい

のある子
こ

どもに対
たい

して、療育支援
りょういくしえん

を 行
おこな

う児童発達
じどうはったつ

支援
し え ん

等
など

の障害児
しょうがいじ

通所
つうしょ

支援
し え ん

を提供
ていきょう

するとともに、障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

、居宅
きょたく

介護
か い ご

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

等
など

、

障害
しょうがい

のある子
こ

どもが身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられる体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

ります。  

 

   ②障害児
しょうがいじ

等
とう

療育
りょういく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

 障害児施設
しょうがいじしせつ

等
など

の有
ゆう

する機能
き の う

を活用
かつよう

し、在宅
ざいたく

障害児
しょうがいじ

等
など

に早期
そ う き

診断
しんだん

、適切
てきせつ

な

治療
ちりょう

や訓練
くんれん

を実施
じ っ し

し、また、在宅
ざいたく

障害児
しょうがいじ

等
など

やその家族
か ぞ く

に対
たい

して適切
てきせつ

な相談
そうだん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

することにより、障害
しょうがい

の軽減
けいげん

や基本的
きほんてき

な生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

り、地域
ち い き

生活
せいかつ

における療育
りょういく

、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

及
およ

び在宅
ざいたく

障害児
しょうがいじ

等
など

やその

家族
か ぞ く

の福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

   ③在宅重症心身障害児
ざいたくじゅうしょうしんしんしょうがいじ

（者
しゃ

）短期
た ん き

入所
にゅうしょ

サービス
さ ー び す

の支援
し え ん

 

 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）を介助
かいじょ

する家族
か ぞ く

の精神的
せいしんてき

、身体的
しんたいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）を対象
たいしょう

とした短期
た ん き

入所
にゅうしょ

サービス
さ ー び す

を医療
いりょう

機関
き か ん
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において実施
じ っ し

し、それに伴
ともな

う経費
け い ひ

の助成
じょせい

を行
おこな

います。 

 

④在宅
ざいたく

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

の療育
りょういく

支援
し え ん

 

 心身
しんしん

に障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

や、慢性
まんせい

疾患
しっかん

等
など

により長期
ちょうき

療養
りょうよう

の必要
ひつよう

な児童
じ ど う

及
およ

び

その保護者
ほ ご し ゃ

等
など

に対
たい

し、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

に関
かん

するサービス
さ ー び す

の調整
ちょうせい

と日常
にちじょう

生活
せいかつ

についての相談
そうだん

指導
し ど う

を行
おこな

うとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

のため、

地域
ち い き

の関係者
かんけいしゃ

に対
たい

する技術
ぎじゅつ

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

  

   ⑤地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

     障害
しょうがい

のある子
こ

ども一人
ひ と り

ひとりに必要
ひつよう

な医療
いりょう

を提供
ていきょう

するため、県立
けんりつ

こども

医療
いりょう

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

が中核的
ちゅうかくてき

施設
し せ つ

として必要
ひつよう

な医療
いりょう

や療育
りょういく

を提供
ていきょう

します。

また、地域
ち い き

における療育関係機関
りょういくかんけいきかん

への職員派遣
しょくいんはけん

や研修
けんしゅう

、巡回
じゅんかい

による療育
りょういく

相談
そうだん

の実施
じ っ し

など、障害
しょうがい

のある子
こ

ども達
たち

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

します。 

 

   ⑥発達
はったつ

障害
しょうがい

のある子
こ

どもに対
たい

する支援
し え ん

 

     発達
はったつ

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

につなげるための乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

等
とう

従事者
じゅうじしゃ

や

保育士
ほ い く し

・療育
りょういく

機関
き か ん

職員
しょくいん

等
など

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

を一層
いっそう

推進
すいしん

するとともに、就学
しゅうがく

に

関
かん

する相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るなど、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、労働
ろうどう

、教育
きょういく

等
など

の

関係
かんけい

機関
き か ん

が緊密
きんみつ

に連携
れんけい

しながら、乳幼児期
にゅうようじき

から成人期
せいじんき

まで一貫
いっかん

して支援
し え ん

でき

る体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

 

   ⑦乳幼児期
にゅうようじき

における障害
しょうがい

のある子
こ

どもの支援
し え ん

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 障害
しょうがい

のある子
こ

どもを受
う

け入
い

れている幼稚園
ようちえん

、保育所
ほいくじょ

、認定
にんてい

こども園
えん

に対し
た い し

、

専門性
せんもんせい

を持
も

った障害児
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
など

から巡回
じゅんかい

支援
し え ん

を実施
じ っ し

するなど、乳幼児期
にゅうようじき

にお

ける障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

環境
かんきょう

を整備
せ い び

します。 

 

   ⑧保育所
ほいくじょ

等
など

における障害
しょうがい

のある子
こ

どもの受入
う け い

れの推進
すいしん

 

     障害
しょうがい

のある子
こ

どもを受
う

け入
い

れる保育所
ほいくしょ

や継続的
けいぞくてき

に特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を実施
じ っ し

する私
し

立
りつ

幼稚園
ようちえん

に対
たい

し、必要
ひつよう

な経費
け い ひ

を助成
じょせい

します。 

また、障害
しょうがい

のある子
こ

どもを受
う

け入
い

れる放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

において、専門的
せんもんてき

知識
ち し き

等
など

を有
ゆう

する指導員
しどういん

を配置
は い ち

する場合
ば あ い

に必要
ひつよう

な経費
け い ひ

を助成
じょせい

します。 

 

  ⑨医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

の地域
ち い き

での受入
うけいれ

体制
たいせい

の推進
すいしん

 

    医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

の地域
ち い き

での受入
うけいれ

体制
たいせい

を調整
ちょうせい

するキーパーソン
き ー ぱ ー そ ん

として、圏域
けんいき
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ごとにコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

を配置
は い ち

し、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教育
きょういく

等
など

の連携
れんけい

をよ

り一層
いっそう

強化
きょうか

していきます。 

 

 （５）サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

 

   ①福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

に対
たい

する苦情
くじょう

等
など

の解決
かいけつ

 

     長崎県
ながさきけん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

に設置
せ っ ち

された運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

において、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

やその家族
か ぞ く

等
など

からの福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

に関
かん

する苦情
くじょう

について、

必要
ひつよう

な助言
じょげん

、相談
そうだん

等
など

を行
おこな

い福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

・提供
ていきょう

を支援
し え ん

します。 

 

   ②第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

制度
せ い ど

による福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

 

     福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

推進
すいしん

会議
か い ぎ

を運営
うんえい

し、評価
ひょうか

機関
き か ん

の認証
にんしょう

や評価
ひょうか

基準
きじゅん

の作成
さくせい

、評価
ひょうか

調査員
ちょうさいん

の研修
けんしゅう

など、第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

等
など

を行
おこな

い、第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

や評価
ひょうか

結果
け っ か

の公表
こうひょう

をすることで、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、利用者
りようしゃ

へより詳細
しょうさい

な事業所
じぎょうしょ

の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

します。 

 

 （６）人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

 

①相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

の養成
ようせい

と資質
し し つ

向上
こうじょう

 

地域
ち い き

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

への各種
かくしゅ

相談
そうだん

支援
し え ん

にあたる相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

の養成
ようせい

と資質
し し つ

向上
こうじょう

のため、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

を行
おこな

います。なお、その際
さい

は障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた適正
てきせい

なサービス
さ ー び す

等
など

利用
り よ う

計画
けいかく

作成
さくせい

が図
はか

れるよう研修
けんしゅう

内容
ないよう

に留意
りゅうい

します。 

 

   ②社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

 

     長崎県
ながさきけん

福祉
ふ く し

人材
じんざい

センター
せ ん た ー

による、無料
むりょう

職 業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

事業
じぎょう

、ハローワーク
は ろ ー わ ー く

で

の出 張
しゅっちょう

相談
そうだん

、広報
こうほう

・啓発
けいはつ

等
など

を実施
じ っ し

するほか、新
あら

たな人材
じんざい

を呼
よ

び込
こ

むための

イメージアップ
い め ー じ あ っ ぷ

事業
じぎょう

や合同
ごうどう

面談会
めんだんかい

の開催
かいさい

、処遇
しょぐう

改善
かいぜん

加算
か さ ん

取得
しゅとく

支援
し え ん

等
など

による

環境
かんきょう

改善
かいぜん

に取
と

り組
く

むとともに、外国人
がいこくじん

の活用
かつよう

を積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

するなど、

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

分野
ぶ ん や

の人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

に必要
ひつよう

な事業
じぎょう

を行
おこな

います。 

     また、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する人材
じんざい

を確保
か く ほ

し、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の安定的
あんていてき

な

供 給
きょうきゅう

と質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

職員
しょくいん

の退職
たいしょく

手当
て あ て

所要
しょよう

額
がく

を

助成
じょせい

します。 
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 （７）福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の利用
り よ う

支援
し え ん

及
およ

び身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の育成
いくせい

等
など

 

   ①福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の利用
り よ う

支援
し え ん

 

 長崎
ながさき

こども・女性
じょせい

・障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

において、福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の相談
そうだん

及
およ

び

展示
て ん じ

を実施
じ っ し

します。 

    

   ②身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の育成
いくせい

の推進
すいしん

 

 重度
じゅうど

の視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

、肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

及
およ

び聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に補助
ほ じ ょ

犬
けん

を貸与
た い よ

する

ことによって、就労
しゅうろう

等
など

の社会
しゃかい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

し、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

を支援
し え ん

するため、補助
ほ じ ょ

犬
けん

育成
いくせい

団体
だんたい

に対
たい

して、補助
ほ じ ょ

犬
けん

の育成
いくせい

に要
よう

する経費
け い ひ

について、

助成
じょせい

します。 

 

   ③軽度
け い ど

・中等度
ちゅうとうど

難聴児
なんちょうじ

補聴器
ほちょうき

購入
こうにゅう

の助成
じょせい

 

     補聴器
ほちょうき

の早期装用
そうきそうよう

により、聴 力
ちょうりょく

、言語
げ ん ご

発達
はったつ

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

障害
しょうがい

、

情緒
じょうちょ

障害
しょうがい

の改善
かいぜん

を図
はか

り、児童
じ ど う

の健
すこ

やかな発達
はったつ

を 促
うなが

すため、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

の対象
たいしょう

とならない軽度
け い ど

・中等度
ちゅうとうど

難聴
なんちょう

の児童
じ ど う

に対
たい

して補聴器
ほちょうき

購入費
こうにゅうひ

の助成
じょせい

を行
おこな

います。 
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２．保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の推進
すいしん

 

【基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の障害
しょうがい

の軽減
けいげん

を図
はか

り、地域
ち い き

において自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るために

は、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

は不可欠
ふ か け つ

であり、障害
しょうがい

のある人
ひと

の住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

におけるサービス
さ ー び す

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。 

特
とく

に、入 院 中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

の早期
そ う き

退院
たいいん

、地域
ち い き

移行
い こ う

を推進
すいしん

するため、精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

の一員
いちいん

として自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしができるよう環境
かんきょう

の整備
せ い び

に

取
と

り組
く

むとともに、難病
なんびょう

に関
かん

する施策
せ さ く

を推進
すいしん

します。 

また、いわゆる「ひきこもり」や「うつ」等
など

、心
こころ

の病
やまい

についても医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

（１）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の充実
じゅうじつ

等
など

 

  ①地域
ち い き

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

が、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

において生
い

き生
い

きとした生活
せいかつ

ができるよう、様々
さまざま

な状態
じょうたい

に応
おう

じたリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

事業
じぎょう

が適切
てきせつ

かつ

円滑
えんかつ

に提供
ていきょう

できる支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るとともに、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の

ネットワーク
ね っ と わ ー く

づくりを推進
すいしん

します。 

 

②自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

の給付
きゅうふ

 

    ［育成
いくせい

医療
いりょう

］ 

      身体
しんたい

障害
しょうがい

のある子
こ

どもに対
たい

して、障害
しょうがい

の予防
よ ぼ う

、軽減
けいげん

を目的
もくてき

とした医療
いりょう

を受
う

けられるよう育成
いくせい

医療
いりょう

による医療費
いりょうひ

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

    ［更生
こうせい

医療
いりょう

］ 

      身体
しんたい

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、手術
しゅじゅつ

等
など

によって障害
しょうがい

の程度
て い ど

の軽減
けいげん

、除去
じょきょ

、

あるいは進行
しんこう

を防
ふせ

ぐことが可能
か の う

な場合
ば あ い

に更生
こうせい

医療
いりょう

による医療費
いりょうひ

支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

［精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

］ 

      精神
せいしん

疾患
しっかん

や障害
しょうがい

のために日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

があり、通院
つういん

による継続的
けいぞくてき

な

精神
せいしん

医療
いりょう

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

に医療費
いりょうひ

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

                        

 ③障害
しょうがい

のある人
ひと

の医療費
いりょうひ

の助成
じょせい

 

     市
し

及
およ

び町
まち

が実施
じ っ し

している心身障害者福祉医療制度
しんしんしょうがいしゃふくしいりょうせいど

に対
たい

し助成
じょせい

を 行
おこな

います。 
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 ④小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

治療
ちりょう

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

 慢性
まんせい

疾患
しっかん

にかかっていることにより、長期
ちょうき

にわたり療養
りょうよう

を必要
ひつよう

とする

児童
じ ど う

等
など

の健全
けんぜん

な育成
いくせい

を図
はか

るために、国
くに

が研究対象
けんきゅうたいしょう

としている難治性疾患
なんちせいしっかん

に

ついて、原因究明
げんいんきゅうめい

、治療方法
ちりょうほうほう

の確立
かくりつ

・普及
ふきゅう

を図
はか

り、このうち治療
ちりょう

が極
きわ

めて困難
こんなん

、

医療費
いりょうひ

も高額
こうがく

となる対象
たいしょう

疾患
しっかん

について、医療費
いりょうひ

の公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

を実施
じ っ し

します。 

 

  ⑤未熟児
みじゅくじ

養育
よういく

医療
いりょう

による支援
し え ん

 

 身体
しんたい

発育
はついく

が未熟
みじゅく

なまま 出 生
しゅっしょう

した乳児
にゅうじ

が、出産
しゅっさん

直後
ちょくご

から適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受
う

けられるよう未熟児
みじゅくじ

養育
よういく

医療
いりょう

による医療費
いりょうひ

支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

  ⑥歯科
し か

保健
ほ け ん

医療
いりょう

の推進
すいしん

 

 一般
いっぱん

歯科
し か

医療
いりょう

施設
し せ つ

での治療
ちりょう

が困難
こんなん

な障害
しょうがい

のある人
ひと

の歯科
し か

診療
しんりょう

について、

口腔
こうくう

保健
ほ け ん

センター
せ ん た ー

を拠点
きょてん

とした障害者
しょうがいしゃ

歯科
し か

診療
しんりょう

及
およ

び歯科
し か

診療車
しんりょうしゃ

による

巡回
じゅんかい

歯科
し か

診療
しんりょう

を行
おこな

います。 

 また、在宅
ざいたく

や障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

施設
し せ つ

の歯科
し か

保健
ほ け ん

ニーズ
に ー ず

を把握
は あ く

するとともに、

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
など

の職員
しょくいん

及
およ

び利用者
りようしゃ

の保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

して歯科
し か

疾患
しっかん

の予防
よ ぼ う

等
など

による口腔
こうくう

の健康
けんこう

保持
ほ じ

・増進
ぞうしん

を図
はか

る必要性
ひつようせい

及
およ

びその状態
じょうたい

に応
おう

じた口腔
こうくう

ケア
け あ

の方法
ほうほう

等
など

を指導
し ど う

し、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

への歯科
し か

保健
ほ け ん

にかかる意識
い し き

向上
こうじょう

を図
はか

り

ます。 

  

   ⑦認知症
にんちしょう

患者
かんじゃ

に対
たい

する支援
し え ん

 

     認知症
にんちしょう

の人
ひと

とその家族
か ぞ く

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるように、

早期
そ う き

診断
しんだん

、早期
そ う き

対応
たいおう

のための体制
たいせい

整備
せ い び

を軸
じく

に、認知症
にんちしょう

の容態
ようだい

の変化
へ ん か

に応
おう

じて、

適時
て き じ

適切
てきせつ

に切
き

れ目
め

なく医療
いりょう

・介護
か い ご

等
など

が提
てい

供
きょう

される仕組
し く

みを実現
じつげん

します。 

また、65歳
さい

未満
み ま ん

で発症
はっしょう

する若年性
じゃくねんせい

認知症
にんちしょう

の理解
り か い

を進
すす

め、専門
せんもん

医療
いりょう

など

適切
てきせつ

なサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

につながるよう支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。   

  

⑧県内
けんない

医療
いりょう

機関
き か ん

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

 

     住民
じゅうみん

・患者
かんじゃ

が医療
いりょう

機関
き か ん

を適切
てきせつ

に選択
せんたく

できるように支援
し え ん

するため、病院
びょういん

・

診療所
しんりょうしょ

及
およ

び助産所
じょさんじょ

に関
かん

する情報
じょうほう

を提供
ていきょう

します。 

 

（２）精神
せいしん

保健
ほ け ん

・医療
いりょう

の提供
ていきょう

等
など

 

   ①精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

  

精神障害
せいしんしょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

の一員
いちいん

として自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをすることがで
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きるよう地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

を推進
すいしん

するとともに地域
ち い き

への円滑
えんかつ

な

移行
い こ う

・定着
ていちゃく

を進
すす

められるよう精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の退院後
たいいんご

の支援
し え ん

に係
かか

る取組
とりくみ

を 行
おこな

います。また、統合
とうごう

失 調 症
しっちょうしょう

をはじめとする入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の減少
げんしょう

及
およ

び地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に向
む

けた支援
し え ん

並
なら

びに地域
ち い き

生活
せいかつ

を継続
けいぞく

するための支援
し え ん

を行
おこな

います。 

  

   ②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

の充実
じゅうじつ

 

精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

に配慮
はいりょ

した適切
てきせつ

な医療
いりょう

の確保充実
かくほじゅうじつ

に努
つと

めるとと

もに、様々
さまざま

な救急ニーズ
きゅうきゅうにーず

に対応
たいおう

できるよう、精神科救急医療体制
せいしんかきゅうきゅういりょうたいせい

を充実
じゅうじつ

し

ます。 

 

   ③精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

相談
そうだん

の充実
じゅうじつ

と市
し

及
およ

び町
まち

への積極的
せっきょくてき

支援
し え ん

 

県立
けんりつ

保健所
ほけんじょ

、長崎
ながさき

こども・女性
じょせい

・障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

において、多様化
た よ う か

す

る精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

相談
そうだん

に適切
てきせつ

に対応
たいおう

するとともに、市
し

及
およ

び町
まち

などへの技術
ぎじゅつ

支援
し え ん

を積極的
せっきょくてき

に 行
おこな

い､精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の早期
そ う き

治療
ちりょう

の促進
そくしん

、社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

及
およ

び自立
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

促進
そくしん

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の精神的
せいしんてき

健康
けんこう

の保持
ほ じ

推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

④子
こ

どもの心
こころ

の問題
もんだい

に対応
たいおう

する関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

構築
こうちく

 

 子
こ

どもの 心
こころ

の様々
さまざま

な問題
もんだい

、被
ひ

虐待児
ぎゃくたいじ

の 心
こころ

のケア
け あ

や発達
はったつ

障害
しょうがい

に対応
たいおう

する

ため、医療
いりょう

機関
き か ん

と関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

関係
かんけい

を構築
こうちく

し、専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

、正
ただ

しい

知識
ち し き

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 

 

  ⑤ひきこもり対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 社会
しゃかい

問題化
もんだいか

しているひきこもりについて、「長崎県
ながさきけん

ひきこもり地域
ち い き

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」を中心
ちゅうしん

に、相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

することで、本人
ほんにん

の自立
じ り つ

を推進
すいしん

し、本人
ほんにん

及
およ

び家族
か ぞ く

等
など

の保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

等
など

の増進
ぞうしん

を図
はか

ります。 

 

  ⑥うつ病
びょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

自殺
じ さ つ

総合
そうごう

対策
たいさく

において、うつ病
びょう

状態
じょうたい

にある人
ひと

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

につ

なげるための正
ただ

しい知識
ち し き

や対応
たいおう

に関
かん

する普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

るとともにメ
め

ン
ん

タ
た

ル
る

ヘ
へ

ル
る

ス
す

相談
そうだん

事業
じぎょう

等
など

の実施
じ っ し

や、かかりつけ医
い

と精神科医
せ い し ん か い

の連携
れんけい

を推進
すいしん

します。 

また、うつ 病
びょう

等
など

の精神科
せいしんか

医療
いりょう

の質
しつ

の向上
こうじょう

のため、医療
いりょう

関係者
かんけいしゃ

の研修
けんしゅう

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。  
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   ⑦依存症
いぞんしょう

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

     ギャンブル
ぎ ゃ ん ぶ る

等
とう

依存症
いぞんしょう

対策
たいさく

基本法
きほんほう

等
など

に基
もと

づき。ギャンブル
ぎ ゃ ん ぶ る

、アルコール
あ る こ ー る

、薬物
やくぶつ

など依存症
いぞんしょう

への県民
けんみん

の理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、依存症
いぞんしょう

患者
かんじゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

が抱
かか

える

多様
た よ う

な問題
もんだい

、課題
か だ い

に対
たい

し、適切
てきせつ

な支援
し え ん

、治療
ちりょう

を受
う

けられる体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

り

ます。 

 

（３）人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

 

  ①看護
か ん ご

職員
しょくいん

の人材
じんざい

育成
いくせい

 

    看護職員修学資金貸与制度
かんごしょくいんしゅうがくしきんたいよせいど

等
など

により、看護職員
かんごしょくいん

の人材育成
じんざいいくせい

、確保
か く ほ

に努
つと

めま

す。また、認定
にんてい

看護師
か ん ご し

や特定
とくてい

行為
こ う い

研修
けんしゅう

修 了 者
しゅうりょうしゃ

の育成
いくせい

を支援
し え ん

し、専門性
せんもんせい

の高
たか

い看護
か ん ご

職員
しょくいん

の育成
いくせい

に努
つと

めます。 

 

  ②リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

専門
せんもん

職
しょく

の人材
じんざい

育成
いくせい

・確保
か く ほ

 

    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

・言語
げ ん ご

聴覚士
ちょうかくし

等
など

のリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

従事者
じゅうじしゃ

につ

いて、医療
いりょう

機関
き か ん

等
など

における専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

を有
ゆう

する人材
じんざい

の確保
か く ほ

と資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

  ③離島
り と う

における医師
い し

確保
か く ほ

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

    医学修学資金
いがくしゅうがくしきん

を貸与
た い よ

するとともに自治
じ ち

医科
い か

大学
だいがく

へ修学生
しゅうがくせい

を派遣
は け ん

すること

により、離島
り と う

の医療
いりょう

機関
き か ん

に勤務
き ん む

する医師
い し

を積極的
せっきょくてき

に養成
ようせい

し、地域
ち い き

医療
いりょう

の確保
か く ほ

に努
つと

めます。 

   

④児童
じ ど う

・青
せい

年期
ね ん き

精神
せいしん

医学
い が く

領域
りょういき

に対応
たいおう

できる医師
い し

の養成
ようせい

 

    「地域
ち い き

連携
れんけい

児童
じ ど う

精神
せいしん

医学
い が く

講座
こ う ざ

開設
かいせつ

事業
じぎょう

」において、長崎
ながさき

大学
だいがく

病院
びょういん

などの

関係
かんけい

医療
いりょう

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、児童
じ ど う

・青
せい

年期
ね ん き

精神
せいしん

医学
い が く

領域
りょういき

に対応
たいおう

できる医師
い し

を養成
ようせい

します。 

 

（４）難病
なんびょう

に関
かん

する施策
せ さ く

の推進
すいしん

 

  ①指定
し て い

難病
なんびょう

対策
たいさく

 

 原因
げんいん

が不明
ふ め い

で治療法
ちりょうほう

が確立
かくりつ

していない、いわゆる難病
なんびょう

と呼
よ

ばれる疾病
しっぺい

の

うち、「難病
なんびょう

の患者
かんじゃ

に対
たい

する医療
いりょう

等
など

に関
かん

する法律
ほうりつ

第
だい

５ 条
じょう

第
だい

１項
こう

」に規定
き て い

す

る指定
し て い

難病
なんびょう

について医療
いりょう

の確立
かくりつ

、普及
ふきゅう

を図
はか

ります。 

 また、指定
し て い

難病
なんびょう

と診断
しんだん

された難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
など

からの申請
しんせい

を受
う

け付
つ

け、認定
にんてい

さ

れた人
ひと

に対
たい

して、「特定
とくてい

医療費
いりょうひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）受給者証
じゅきゅうしゃしょう

」を交付
こ う ふ

し、医療費
いりょうひ

助成
じょせい

を行
おこな

います。 
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  ②難病
なんびょう

患者
かんじゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

 地域
ち い き

で生活
せいかつ

している在宅
ざいたく

の重症難病患者
じゅうしょうなんびょうかんじゃ

等
など

に対
たい

し、地域
ち い き

の医療
いりょう

機関
き か ん

や

市
し

及
およ

び町
まち

の福祉
ふ く し

部門
ぶ も ん

との連携
れんけい

のもとに、在宅
ざいたく

療養
りょうよう

支援
し え ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

と評価
ひょうか

、

訪問
ほうもん

相談
そうだん

、医療
いりょう

相談
そうだん

を実施
じ っ し

して、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

や生活
せいかつ

の質
しつ

の

向上
こうじょう

などを図
はか

ります。 

 

  ③難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の療養
りょうよう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

 ホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

等
など

が難病
なんびょう

患者
かんじゃ

を介護
か い ご

する際
さい

の知識
ち し き

と技能
ぎ の う

を習得
しゅうとく

するた

めの研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の居宅
きょたく

での療養
りょうよう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

します。 

 

   ④難病
なんびょう

支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

 拠点
きょてん

病院
びょういん

を整備
せ い び

し、県内
けんない

の医療
いりょう

機関
き か ん

等
など

との連携
れんけい

を推進
すいしん

することにより、

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

について、早期
そ う き

の正
ただ

しい診断
しんだん

、適切
てきせつ

な疾病
しっぺい

管理
か ん り

のための治療
ちりょう

継続
けいぞく

及
およ

び良質
りょうしつ

な療養
りょうよう

生活
せいかつ

を確保
か く ほ

するための難病
なんびょう

医療
いりょう

提供
ていきょう

体制
たいせい

を構築
こうちく

します。 

   

（５）障害
しょうがい

の原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
など

の予防
よ ぼ う

・治療
ちりょう

 

   ①障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と予防
よ ぼ う

・軽減
けいげん

 

 乳児期
にゅうじき

の先天性
せんてんせい

代謝
たいしゃ

異常
いじょう

等
とう

検査
け ん さ

・タンデムマス
た ん で む ま す

検査
け ん さ

を実施
じ っ し

するとともに、

長崎県
ながさきけん

新生児
しんせいじ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

推進
すいしん

事業
じぎょう

検討協
けんとうきょう

議会
ぎ か い

を開催
かいさい

して、 障害
しょうがい

を持
も

つ

可能性
かのうせい

のある子
こ

どもを早期
そ う き

に発見
はっけん

し、適切
てきせつ

な治療
ちりょう

、療育
りょういく

につなげることに

より、障害
しょうがい

の予防
よ ぼ う

、軽減
けいげん

に努
つと

めます。 

 

   ②乳幼児
にゅうようじ

健
けん

診
しん

実施
じ っ し

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 

     妊婦
に ん ぷ

・乳児
にゅうじ

一般
いっぱん

健
けん

診
しん

、１歳
さい

６か月児
げ つ じ

健
けん

診
しん

、３歳児
さ い じ

健
けん

診
しん

等
など

の実施
じ っ し

により、障害
しょうがい

の原因
げんいん

となる疾病
しっぺい

等
など

を予防
よ ぼ う

し、適切
てきせつ

な治療
ちりょう

や療育
りょういく

につなげるとともに、発達
はったつ

障害
しょうがい

等
など

を早期
そ う き

に発見
はっけん

し必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うため、市
し

及
およ

び町
まち

が実施
じ っ し

する健
けん

診
しん

の

さらなる精度
せ い ど

向上
こうじょう

や健
けん

診後
し ん ご

のフォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

に対
たい

する支援
し え ん

、５歳児
さ い じ

健
けん

診
しん

・

相談
そうだん

事業
じぎょう

の推進
すいしん

に努
つと

めます。 

 

③医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

小児
しょうに

等
など

の支援
し え ん

 

 周産期
しゅうさんき

母子
ぼ し

医療
いりょう

センター
せ ん た ー

を退院後
たいいんご

、引
ひ

き続
つづ

き医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を必要
ひつよう

とする小児
しょうに

などが、可能
か の う

な限
かぎ

り地域
ち い き

で療育
りょういく

・療養
りょうよう

するために、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な小児
しょうに

に対
たい

する在宅
ざいたく

医療
いりょう

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 
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３．教育
きょういく

、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ
す ぽ ー つ

等
など

の振興
しんこう

 

【基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のため、 障害
しょうがい

のある人
ひと

と 障害
しょうがい

のない人
ひと

がともに学
まな

ぶ

インクルーシブ
い ん く る ー じ ぶ

教育
きょういく

システム
し す て む

※1の構築
こうちく

が求
もと

められています。 

そのため、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

のために策定
さくてい

した「長崎県
ながさきけん

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

推進
すいしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」に基
もと

づき、各種
かくしゅ

施策
せ さ く

を推進
すいしん

します。 

また，障害
しょうがい

のある人
ひと

のより積極的
せっきょくてき

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

等
など

のため、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

やスポーツ
す ぽ ー つ

等
など

を行
おこな

うことができる環境
かんきょう

の整備
せ い び

等
など

を推進
すいしん

します。 

 

（１）インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

システム
し す て む

（障害
しょうがい

のある子
こ

どももない子
こ

どもも共
とも

に学
まな

ぶ

仕組
し く み

）の構築
こうちく

 

  ①特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

訪問
ほうもん

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 

    障害
しょうがい

の状態
じょうたい

が重度
じゅうど

又
また

は重複
じゅうふく

しているために通学
つうがく

して教育
きょういく

を受
う

けるこ

とが困難
こんなん

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対して、教員
きょういん

が自宅
じ た く

等
など

へ訪問
ほうもん

して授業
じゅぎょう

を実施
じ っ し

します。 

                           

②障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた指導
し ど う

及
およ

び支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 発達
はったつ

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
など

への障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な指導
し ど う

及
およ

び必要
ひつよう

な支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

するとともに、インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

システム
し す て む

の構築
こうちく

に向
む

けて

推進
すいしん

していきます。 

   

  ③関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した訪問
ほうもん

支援
し え ん

 

    各市
か く し

及
およ

び町
まち

の教育
きょういく

委員会
いいんかい

や県
けん

教育
きょういく

センター
せ ん た ー

が窓口
まどぐち

となり、長崎
ながさき

大学
だいがく

等
など

と

連携
れんけい

して、発達
はったつ

障害
しょうがい

等
など

特別
とくべつ

な配慮
はいりょ

を要
よう

する幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

して、相談者
そうだんしゃ

の

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じた高度
こ う ど

で専門的
せんもんてき

な訪問
ほうもん

による支援
し え ん

を行
おこな

います。 

 

 

 

                         

※1 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

第
だい

24条
じょう

において，「インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

システム
し す て む

」（inclusive  

education system，署名
しょめい

時
じ

仮訳
かりやく

：包容
ほうよう

する教育
きょういく

制度
せ い ど

）とは，人間
にんげん

の多様性
たようせい

の尊重
そんちょう

等
など

の強化
きょうか

，障害者
しょうがいしゃ

が精神的
せいしんてき

及
およ

び身体的
しんたいてき

な能力
のうりょく

等
など

を可能
か の う

な最大
さいだい

限度
げ ん ど

まで発達
はったつ

させ，

自由
じ ゆ う

な社会
しゃかい

に効果的
こうかてき

に参加
さ ん か

することを可能
か の う

とするとの目的
もくてき

の下
もと

，障害
しょうがい

のある者
もの

と

障害
しょうがい

のない者
もの

が共
とも

に学
まな

ぶ仕組
し く

みとされている。 
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④高等
こうとう

学校
がっこう

発達
はったつ

障害
しょうがい

等
とう

生徒
せ い と

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

  高等
こうとう

学校
がっこう

において、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計
けい

画
かく

を作成
さくせい

・活用
かつよう

し、発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む特別
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

とする生徒
せ い と

一人一人
ひ と り ひ と り

の教育的
きょういくてき

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じた

学
まな

びやすい学校
がっこう

づくりに向
む

けた取組
とりくみ

を推進
すいしん

します。 

 

⑤各市
か く し

及
およ

び町
まち

への支援
し え ん

 

 障害
しょうがい

のある子
こ

ども及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

のニーズ
に ー ず

を十分
じゅうぶん

把握
は あ く

した上
うえ

で、各市
か く し

及
およ

び町
まち

の教育
きょういく

委員会
いいんかい

が適切
てきせつ

な就学
しゅうがく

相談
そうだん

を実施
じ っ し

できるよう、教育
きょういく

支援
し え ん

チーム
ち ー む

の

派遣
は け ん

や就学
しゅうがく

相談員
そうだんいん

等
など

養成
ようせい

研修会
けんしゅうかい

を 行
おこな

います。 

 

⑥一貫
いっかん

した相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

     乳幼児
にゅうようじ

から学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

にわたって、教育
きょういく

、福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、労働
ろうどう

等
など

関係
かんけい

機関
き か ん

が一体
いったい

となった、障害
しょうがい

のある子
こ

どもとその保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する一貫
いっかん

した

相談
そうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

う体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

  ⑦自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の推進
すいしん

 

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

、教育
きょういく

委員会
いいんかい

、労働
ろうどう

・福祉
ふ く し

関係
かんけい

機関
き か ん

、企業
きぎょう

等
など

との連携
れんけい

のも

と、職場
しょくば

実習先
じっしゅうさき

や新
あら

たな 職域
しょくいき

の開拓
かいたく

を図
はか

るとともに、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

キャリア
き ゃ り あ

検定
けんてい

を 行
おこな

うなど、障害
しょうがい

のある子
こ

どもの高
こう

等
とう

部
ぶ

卒業後
そつぎょうご

の就 職 率
しゅうしょくりつ

向上
こうじょう

と職 業 的
しょくぎょうてき

自立
じ り つ

の強化
きょうか

を図
はか

ります。 

 

  ⑧就労
しゅうろう

に向
む

けた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

 

 児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人一人
ひ と り ひ と り

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や教育
きょういく

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じて、計画的
けいかくてき

・

組織的
そしきてき

なキャリア
き ゃ り あ

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることや、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

において小学部
しょうがくぶ

から高
こう

等
とう

部
ぶ

までの一貫
いっかん

したキャリア
き ゃ り あ

教育
きょういく

を 行
おこな

うことで、一人一人
ひ と り ひ と り

の社会
しゃかい

的
てき

・職 業 的
しょくぎょうてき

自立
じ り つ

に向
む

けて、必要
ひつよう

な基盤
き ば ん

となる能力
のうりょく

や態度
た い ど

を育
そだ

てるととも

に、就労
しゅうろう

に向
む

けた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 

 

   ⑨障害
しょうがい

のある人
ひと

を理解
り か い

するための教育
きょういく

の推進
すいしん

 

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

及
およ

び高
こう

等
とう

学校
がっこう

における各教科
かくきょうか

、道徳
どうとく

、総合的
そうごうてき

な学習
がくしゅう

の時間
じ か ん

、

特別
とくべつ

活動
かつどう

等
など

教育
きょういく

活動
かつどう

全般
ぜんぱん

を通
とお

して、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

を

深
ふか

め、自分
じ ぶ ん

にできることを 自
みずか

ら考
かんが

え行動
こうどう

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

を 育
はぐく

むための教育
きょういく

の推進
すいしん

を行
おこな

います。 
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   ⑩相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そくしん

 

     障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの理解
り か い

を深
ふか

めるため、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と幼稚園
ようちえん

等
など

、

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高
こう

等
とう

学校
がっこう

及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

及
およ

び共同学習
きょうどうがくしゅう

を推進
すいしん

しま

す。 

 

 （２）教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

   ①公立
こうりつ

学校
がっこう

の施設
し せ つ

整備
せ い び

の推進
すいしん

 

     バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

については、県立
けんりつ

学校
がっこう

（高
こう

等
とう

学校
がっこう

・特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

）におい

て、一層
いっそう

の設備
せ つ び

充実
じゅうじつ

に努
つと

めるとともに、公立
こうりつ

小中学校
しょうちゅうがっこう

については、市
し

及
およ

び

町
まち

における整備
せ い び

促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

   ②特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の適正
てきせい

配置
は い ち

 

 「長崎県
ながさきけん

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

推進
すいしん

基本計画
きほんけいかく

」に基
もと

づき、全県的
ぜんけんてき

な視点
し て ん

に立
た

った

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の適正
てきせい

配置
は い ち

に取
と

り組
く

みます。 

 

③特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の機能
き の う

の充実
じゅうじつ

 

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の地域
ち い き

におけるセンター的
せ ん た ー て き

機能
き の う

を強化
きょうか

し、幼稚園
ようちえん

等
など

、 小
しょう

・

中学校
ちゅうがっこう

、高
こう

等
とう

学校
がっこう

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

 

④ＩＣＴ
あいしーてぃー

を活用
かつよう

した教育
きょういく

の推進
すいしん

 

 タブレット
た ぶ れ っ と

ＰＣ等
など

のＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

を児童
じ ど う

生徒
せ い と

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や発達
はったつ

段階
だんかい

等
など

に応
おう

じて有効
ゆうこう

に活用
かつよう

することにより、学習面
がくしゅうめん

や生活面
せいかつめん

での指導
し ど う

の効果
こ う か

を高
たか

めるとともに、遠隔
えんかく

授業
じゅぎょう

システム
し す て む

を活用
かつよう

して、離島
り と う

地区
ち く

の分
ぶん

教室
きょうしつ

等
など

との

合同
ごうどう

授業
じゅぎょう

や合同
ごうどう

研修会
けんしゅうかい

等
など

を行
おこな

い、教育
きょういく

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を目指
め ざ

します。 

 

   ⑤外部
が い ぶ

専門家
せんもんか

の活用
かつよう

による教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

 

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に外部
が い ぶ

専門家
せんもんか

を派遣
は け ん

し、障害
しょうがい

のある子
こ

どもの実態
じったい

把握
は あ く

や

指導
し ど う

内容
ないよう

及
およ

び手立
て だ

ての工夫
く ふ う

、評価
ひょうか

などについて専門的
せんもんてき

な視点
し て ん

からの助言
じょげん

や

研修
けんしゅう

を通
とお

して、教 職 員
きょうしょくいん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

⑥障害
しょうがい

のある子
こ

どもの医療
いりょう

サポート
さ ぽ ー と

の推進
すいしん

 

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に在籍
ざいせき

する、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を要
よう

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

のために、必要
ひつよう

な

看護師
か ん ご し

を配置
は い ち

するとともに、看護師
か ん ご し

と教員
きょういん

の連携
れんけい

・協働
きょうどう

のもと医療的
いりょうてき

ケア
け あ

を実施
じ っ し

し、安全
あんぜん

で安心
あんしん

できる教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 
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   ⑦特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

 

 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する教員
きょういん

の専門性
せんもんせい

を向上
こうじょう

させるため、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

と小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

との研修
けんしゅう

交流
こうりゅう

人事
じ ん じ

を行
おこな

います。  

 

   ⑧特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

免許状
めんきょじょう

保有率
ほゆうりつ

の向上
こうじょう

 

障害
しょうがい

のある子
こ

ども一人一人
ひ と り ひ と り

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じた専門的
せんもんてき

な指導
し ど う

を 行
おこな

うため、

各種
かくしゅ

教 職 員
きょうしょくいん

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

するとともに、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

教諭
きょうゆ

免許状
めんきょじょう

保有率
ほゆうりつ

の

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

   ⑨生涯
しょうがい

にわたる学習
がくしゅう

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

 

     ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

全体
ぜんたい

に応
おう

じた多様
た よ う

な学習
がくしゅう

活動
かつどう

を支援
し え ん

するため、大学
だいがく

等
など

の

講座
こ う ざ

開設
かいせつ

機関
き か ん

との連携
れんけい

を図
はか

り、様々
さまざま

な講座
こ う ざ

の開設
かいせつ

により、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

を通
つう

じ

た生
い

きがいづくりや、地域
ち い き

とのつながりを推進
すいしん

します。 

 

（３）高等
こうとう

教育
きょういく

における支援
し え ん

の推進
すいしん

 

   ①長崎県
ながさきけん

立
りつ

大学
だいがく

における支援
し え ん

 

     障害
しょうがい

のある受験者
じゅけんしゃ

に対
たい

して、一人一人
ひ と り ひ と り

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じた柔軟
じゅうなん

な対応
たいおう

を

行
おこな

い、安心
あんしん

して受験
じゅけん

できるように努
つと

めるとともに、大学
だいがく

入学後
にゅうがくご

においても

充実
じゅうじつ

した学生
がくせい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

及
およ

び教 職 員
きょうしょくいん

に

対
たい

する研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

 

 （４）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

、スポーツ
す ぽ ー つ

等
など

の振興
しんこう

 

   ①社会
しゃかい

活動
かつどう

への参加
さ ん か

促進
そくしん

 

     障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の推進
すいしん

について中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う「長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

」の運営
うんえい

を助成
じょせい

し、各種
かくしゅ

事業
じぎょう

の円滑
えんかつ

な推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

   ②障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を行
おこな

える環境
かんきょう

づくり 

     障害
しょうがい

のある人
ひと

のニーズ
に ー ず

に応
おう

じた文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に関
かん

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
ね っ と わ ー く

づくり等
など

の取
と

り組
く

みを 行
おこな

い、障害
しょうがい

の

有無
う む

にかかわらず文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を 行
おこな

うことのできる環境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

むとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の優
すぐ

れた芸術
げいじゅつ

作品
さくひん

の展示
て ん じ

等
など

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 
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   ③文化
ぶ ん か

活動
かつどう

への参加
さ ん か

支援
し え ん

 

     「長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

祭
さい

」など、障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

が共
とも

に参加
さ ん か

する

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 

     県
けん

が主催
しゅさい

する文化芸術公演等
ぶんかげいじゅつこうえんなど

の実施
じ っ し

にあたっては、障害
しょうがい

の有無
う む

や程度
て い ど

に

かかわりなく誰
だれ

でも参加
さ ん か

できるよう努
つと

め、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

利用者
りようしゃ

の招待
しょうたい

を

積極的
せっきょくてき

に行
おこな

います。また、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する入 場 料
にゅうじょうりょう

の割引
わりびき

・減免
げんめん

等
など

を講
こう

じます。 

  

   ④児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

する優
すぐ

れた舞台
ぶ た い

芸術
げいじゅつ

鑑賞
かんしょう

機会
き か い

の提供
ていきょう

 

 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

及
およ

び高
こう

等
とう

学校
がっこう

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

を対象
たいしょう

にした音楽
おんがく

や演劇
えんげき

、古典
こ て ん

芸能
げいのう

など優
すぐ

れた舞台
ぶ た い

芸術
げいじゅつ

を鑑賞
かんしょう

する機会
き か い

を提供
ていきょう

します。 

 

   ⑤スポーツ
す ぽ ー つ

の振興
しんこう

 

    平成
へいせい

26年度
ね ん ど

に開催
かいさい

された全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

（長崎
ながさき

がんばらんば

大会
たいかい

）の成果
せ い か

や機運
き う ん

を一過性
いっかせい

のものとせず、今後
こ ん ご

に繋
つな

げていくため、障害者
しょうがいしゃ

スポーツの普及
ふきゅう

及
およ

び活性化
かっせいか

を図
はか

り、県内
けんない

における障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

の

開催
かいさい

や県外
けんがい

における障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

大会
たいかい

への参加
さ ん か

等
など

について引
ひ

き続
つづ

き支援
し え ん

していくことで障害
しょうがい

のある人
ひと

のより積極的
せっきょくてき

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

 

   ⑥スポーツ
す ぽ ー つ

に親
した

しめる環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

障害
しょうがい

のある選手
せんしゅ

が、障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の全国
ぜんこく

祭典
さいてん

である大会
たいかい

に参加
さ ん か

し、

競技
きょうぎ

等
など

を通
つう

じてスポーツ
す ぽ ー つ

の楽
たの

しさを体験
たいけん

するとともに、社会
しゃかい

参加
さ ん か

に寄与
き よ

する

ために、スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

の日常化
にちじょうか

と競技力
きょうぎりょく

向上
こうじょう

を図
はか

ります。また、東京
とうきょう

パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

等
など

に出 場
しゅつじょう

が期待
き た い

される本県
ほんけん

選手
せんしゅ

の重点
じゅうてん

強化
きょうか

を行
おこな

い、多
おお

く

の本県
ほんけん

選手
せんしゅ

を 出 場
しゅつじょう

させることで、障害者
しょうがいしゃ

スポーツ
す ぽ ー つ

の裾野
す そ の

拡大
かくだい

を図
はか

るとと

もに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の国内外
こくないがい

の交流
こうりゅう

を支援
し え ん

します。 
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４．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

 

【基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

障害
がい

のある人
ひと

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るためには、一定
いってい

の 収 入
しゅうにゅう

を得
え

る

必要
ひつよう

があり、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

支援
し え ん

とともに、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

における工賃
こうちん

水準
すいじゅん

の引
ひ

き上
あ

げが重要
じゅうよう

です。 

そのため、障害
しょうがい

のある 就 職
しゅうしょく

困難
こんなん

な人
ひと

に対
たい

する職場
しょくば

適応
てきおう

訓練
くんれん

や、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
せ ん た ー

による就 業 面
しゅうぎょうめん

及
およ

び生活面
せいかつめん

の一体的
いったいてき

な支援
し え ん

を行
おこな

うと

ともに、目標
もくひょう

工賃
こうちん

並
なら

びに官公需
かんこうじゅ

目標値
もくひょうち

を設定
せってい

し、工賃
こうちん

水準
すいじゅん

の引
ひ

き上
あ

げのため

の具体的
ぐたいてき

方策
ほうさく

を定
さだ

めた「長崎県
ながさきけん

工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

」を推進
すいしん

します。 

 

（１）障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

  ①県
けん

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の一層
いっそう

の促進
そくしん

 

県
けん

職員
しょくいん

の採用
さいよう

において、障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とした正規
せ い き

職員
しょくいん

の採用
さいよう

について

は、これまでの身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

に加
くわ

え、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

も対象
たいしょう

と

して県
けん

職員
しょくいん

採用
さいよう

選考
せんこう

試験
し け ん

を実施
じ っ し

します。また、教 職 員
きょうしょくいん

採用
さいよう

試験
し け ん

において、

障害者
しょうがいしゃ

特別
とくべつ

採用
さいよう

選考
せんこう

を実施
じ っ し

し、県
けん

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の一層
いっそう

の促進
そくしん

を図
はか

り

ます。さらに、非常勤
ひじょうきん

職員
しょくいん

等
など

の採用
さいよう

についても、業務
ぎょうむ

等
など

の検討
けんとう

を行
おこな

い、可能
か の う

なものから障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とした採用
さいよう

試験
し け ん

を実施
じ っ し

し、県
けん

における障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の一層
いっそう

の促進
そくしん

を図
はか

ります。なお、採用
さいよう

試験
し け ん

においては、受験者
じゅけんしゃ

からの要望
ようぼう

に応
おう

じて、点字
て ん じ

及
およ

び拡
かく

大文字
だ い も じ

など、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に努
つと

めます。 

 

（２）総合的
そうごうてき

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

   ①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
せ ん た ー

による支援
し え ん

 

     障害
しょうがい

のある人
ひと

の 職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

における自立
じ り つ

を図
はか

るため、 就 職
しゅうしょく

及
およ

び日常
にちじょう

生活
せいかつ

の支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

や関係
かんけい

機関
き か ん

との

連携
れんけい

を図
はか

り、 就 職
しゅうしょく

、職場
しょくば

定着
ていちゃく

を図
はか

ります。 

      

   ②職場
しょくば

適応
てきおう

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

 

     障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

の就 職
しゅうしょく

の困難
こんなん

な人
ひと

に、一定
いってい

期間
き か ん

、事業所
じぎょうしょ

において職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を実施
じ っ し

し、訓練生
くんれんせい

の作業
さぎょう

環境
かんきょう

に対
たい

する適応性
てきおうせい

を高
たか

めた上
うえ

で、訓練
くんれん

終了後
しゅうりょうご

、訓練
くんれん

を実施
じ っ し

した事業所
じぎょうしょ

への 就 職
しゅうしょく

を図
はか

ります。 
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   ③雇用
こ よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

 

     労働局
ろうどうきょく

と連携
れんけい

して、障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

の雇用
こ よ う

支援
し え ん

のつどいや障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

セミナー
せ み な ー

、見
けん

学会
がくかい

等
など

を開
かい

催
さい

するとともに、企業
きぎょう

との情報
じょうほう

交換
こうかん

や面接
めんせつ

機会
き か い

を設
もう

けることにより、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

と雇用
こ よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

 

   ④技能
ぎ の う

向上
こうじょう

に 伴
ともな

う雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

     県
けん

障害者
しょうがいしゃ

技能
ぎ の う

競技
きょうぎ

大会
たいかい

(アビリンピック
あ び り ん ぴ っ く

)を通
つう

じて、障害
しょうがい

のある人
ひと

の

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

向上
こうじょう

を 促
うなが

し、技能
ぎ の う

労働者
ろうどうしゃ

としての 職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

における自立
じ り つ

を

進
すす

めるとともに、広
ひろ

く障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する社会
しゃかい

の理解
り か い

と認識
にんしき

を高
たか

め、雇用
こ よ う

の促進
そくしん

を図
はか

ります。 

 

   ⑤一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

を促進
そくしん

するための支援
し え ん

（就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

） 

     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
など

を利用
り よ う

する障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

社会
しゃかい

において

自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

れるよう、ハローワーク
は ろ ー わ ー く

等
など

の支援
し え ん

機関
き か ん

と連携
れんけい

して、より多
おお

く一般
いっぱん

就労
しゅうろう

できるよう支援
し え ん

します。 

     また、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をした人
ひと

に対
たい

し、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。 

 

 （３）障害
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発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

     発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

は、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）に対
たい

する支援
し え ん

を総合的
そうごうてき

に行
おこな

う拠点
きょてん

として、発達
はったつ

障害
しょうがい

に関
かん

する各般
かくはん

の諸問題
しょもんだい

について、発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）

とその家族
か ぞ く

からの相談
そうだん

に応
おう

じ、適切
てきせつ

な指導
し ど う

・助言
じょげん

を行
おこな

うとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

（施設
し せ つ

）との連携
れんけい

をとりながら、地域
ち い き

における支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

 

   ②多様
た よ う

な職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

 

     企業
きぎょう

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

、特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

、民間
みんかん

教育
きょういく

訓練
くんれん

機関
き か ん

等
など

、地域
ち い き

に

おけるあらゆる機関
き か ん

に障害者
しょうがいしゃ

の職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を委託
い た く

し、個々
こ こ

の障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

や個々
こ こ

の企業
きぎょう

の人材
じんざい

ニーズ
に ー ず

等
など

に合
あ

った多様
た よ う

な内容
ないよう

の訓練
くんれん

を実施
じ っ し

します。 

 

   ③農
のう

福
ふく

連携
れんけい

による障害
しょうがい

のある人
ひと

の就農
しゅうのう

促進
そくしん

 

     農業
のうぎょう

に取
と

り組
く

む障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

や企業
きぎょう

等
など

に対
たい

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

、６次
じ

産業化
さんぎょうか

支援
し え ん

等
など

を通
つう

じて、農業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

での障害
しょうがい

のある人
ひと

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

を推進
すいしん

し

ます。 
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 （４）工賃
こうちん

の引
ひ

き上
あ

げ 

   ①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

等
など

利用者
りようしゃ

の工賃
こうちん

向上
こうじょう

への取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

     長崎県
ながさきけん

工賃
こうちん

向上
こうじょう

計画
けいかく

に基
もと

づき、事業所
じぎょうしょ

商品
しょうひん

・サービス
さ ー び す

のＰＲ
ぴーあーる

や長崎県
ながさきけん

障害者
しょうがいしゃ

共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

センター
せ ん た ー

との協働
きょうどう

による販路
は ん ろ

拡大
かくだい

、経営
けいえい

改善
かいぜん

等
など

の施策
せ さ く

を

推進
すいしん

するとともに、「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

」（障害者
しょうがいしゃ

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

）に基
もと

づく調達
ちょうたつ

方針
ほうしん

を

毎年度
まいねんど

策定
さくてい

し、官公需
かんこうじゅ

の拡大
かくだい

に努
つと

めます。 

  

（５）経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

 

   ①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

 

生活
せいかつ

の安定
あんてい

と福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

に資
し

することを目的
もくてき

として、保護者
ほ ご し ゃ

が生存中
せいぞんちゅう

に

掛金
かけきん

を納入
のうにゅう

し、保護者
ほ ご し ゃ

死亡
し ぼ う

等
など

の場合
ば あ い

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し終身
しゅうしん

年金
ねんきん

を

支給
しきゅう

する共済
きょうさい

制度
せ い ど

の周知
しゅうち

に努
つと

めます。また、生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

等
など

により掛金
かけきん

納入
のうにゅう

が

困難
こんなん

な加入者
かにゅうしゃ

への掛金
かけきん

援助
えんじょ

を行
おこな

います。 

   

   ②特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

等
など

の支給
しきゅう

 

在宅
ざいたく

の重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）に対
たい

し、その重度
じゅうど

の障害
しょうがい

による特別
とくべつ

な負担
ふ た ん

軽減
けいげん

の一助
いちじょ

として手当
て あ て

を支給
しきゅう

します。 

 

   ③特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

の支給
しきゅう

 

     精神
せいしん

または身体
しんたい

に重度
じゅうど

または中度
ちゅうど

以上
いじょう

の障害
しょうがい

状態
じょうたい

にある 20歳
さい

未満
み ま ん

の

児童
じ ど う

を監護
か ん ご

している人
ひと

に、児童
じ ど う

の福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

を図
はか

ることを目的
もくてき

として、手当
て あ て

を支給
しきゅう

します。 
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５．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

 

【基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

誰
だれ

もが快適
かいてき

で暮
く

らしやすい生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

するため、障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

、建築物
けんちくぶつ

、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

等
など

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

やアクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

に配慮
はいりょ

した施設
し せ つ

等
など

の普
ふ

及
きゅう

促進
そくしん

を通
つう

じ、障害
しょうがい

のある人
ひと

の

生活
せいかつ

環境
かんきょう

における社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を進
すす

め、障害
しょうがい

のある人
ひと

に配慮
はいりょ

したまちづ

くりを推進
すいしん

します。 

（１）住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

 

  ①県営
けんえい

住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

や優先
ゆうせん

入居
にゅうきょ

の推進
すいしん

 

    県営
けんえい

住宅
じゅうたく

の建替
た て か

えや既設
き せ つ

住宅
じゅうたく

の改善
かいぜん

において、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

仕様
し よ う

とする

とともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する優先
ゆうせん

入居
にゅうきょ

の措置
そ ち

等
など

を推進
すいしん

します。 

 

   ②障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

した住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

     多数
た す う

が利用
り よ う

する共同
きょうどう

住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

します。 

 

③住宅
じゅうたく

セーフティネット
せ ー ふ て ぃ ね っ と

制度
せ い ど

の推進
すいしん

 

     民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の空
あ

き室
しつ

や空
あ

き家
や

を活用
かつよう

した、障害者
しょうがいしゃ

等
など

の住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要
よう

配慮
はいりょ

者
しゃ

の 入
にゅう

居
きょ

を拒
こば

まない賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の登録
とうろく

制度
せ い ど

等
など

を活用
かつよう

し、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

への円滑
えんかつ

な入居
にゅうきょ

を促進
そくしん

します。 

 

   ④グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の整備
せ い び

等
など

の促進
そくしん

 

     障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

における居住
きょじゅう

の場
ば

の一
ひと

つとして、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の

介護
か い ご

や相談
そうだん

援助
えんじょ

等
など

を受
う

けながら共同
きょうどう

生活
せいかつ

するグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の整備
せ い び

を促進
そくしん

します。また、既設
き せ つ

の県営
けんえい

住宅
じゅうたく

について、必要
ひつよう

に応
おう

じてグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

へ

の活用
かつよう

も促進
そくしん

することとします。 

 

（２）公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

 ①旅客
りょかく

施設
し せ つ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

１日
にち

当
あ

たりの平均
へいきん

利用者数
りようしゃすう

が 3,000 人
にん

以上
いじょう

の鉄道
てつどう

駅
えき

、バスターミナル
ば す た ー み な る

にお

いて、段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック
ぶ ろ っ く

の整備
せ い び

、障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

に

対応
たいおう

したトイレ
と い れ

の設置
せ っ ち

を推進
すいしん

します。また、これ以外
い が い

の鉄道
てつどう

駅
えき

についても、

地域
ち い き

の 実情
じつじょう

に応
おう

じ、 障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

の利用
り よ う

の実態
じったい

を踏
ふ

まえて、

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

します。 
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   ②車両
しゃりょう

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

車椅子
くるまいす

利用者
りようしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

等
など

が乗
の

り降
お

りしやすい、低床化
ていしょうか

（ノンステップ
の ん す て っ ぷ

、

ワンステップ
わ ん す て っ ぷ

）された車両
しゃりょう

の導入
どうにゅう

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

における障害
しょうがい

のある人
ひと

への配慮
はいりょ

 

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

や車両内
しゃりょうない

において、障害
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

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。 

 

 （３）公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

   ①県
けん

有
ゆう

施設
し せ つ

等
など

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

     県
けん

が所有
しょゆう

・管理
か ん り

する施設
し せ つ

について、障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

等
など

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

したバリアフリー
ば り あ ふ り ー

の施設
し せ つ

整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

     また、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
など

にあたり、障害
しょうがい

のある人
ひと

の利用料
りようりょう

等
など

に対する割引
わりびき

・減免
げんめん

等
など

の措置
そ ち

を講
こう

じます。 

 

②自然
し ぜ ん

公園
こうえん

等
など

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

     自然
し ぜ ん

公園
こうえん

において、地形
ち け い

条件
じょうけん

を考慮
こうりょ

しながら自然
し ぜ ん

の魅力
みりょく

を損
そこ

なわない形
かたち

で、多機能
た き の う

トイレ
と い れ

の設置
せ っ ち

や園
えん

路
ろ

のスロープ化
す ろ ー ぷ か

等
など

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

し、

より多
おお

くの人
ひと

が県内
けんない

の優
すぐ

れた自然
し ぜ ん

の魅力
みりょく

を楽
たの

しめるような県
けん

有
ゆう

公園
こうえん

施設
し せ つ

の

整備
せ い び

及
およ

び改善
かいぜん

を図
はか

ります。 

  

 （４）障害
しょうがい

のある人
ひと

に配慮
はいりょ

したまちづくりの総合的
そうごうてき

な推進
すいしん

 

   ①身障者用
しんしょうしゃよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の適正
てきせい

利用
り よ う

等
など

（パーキング
ぱ ー き ん ぐ

・パーミット
ぱ ー み っ と

制度
せ い ど

） 

     公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

等
など

の身障者用
しんしょうしゃよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

について、歩行
ほ こ う

困難
こんなん

な利用
り よ う

対象者
たいしょうしゃ

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

・高齢者
こうれいしゃ

・妊産婦
にんさんぷ

等
など

）に身障者用
しんしょうしゃよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

利用証
りようしょう

を交
こう

付
ふ

し、

利用
り よ う

できる人
ひと

を明確
めいかく

にすることで、身障者用
しんしょうしゃよう

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

の適正
てきせい

利用
り よ う

を図
はか

りま

す。 

 

   ②特定
とくてい

生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

 

     百貨店
ひゃっかてん

、病院
びょういん

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

等
など

の特定
とくてい

生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

について、

長崎県
ながさきけん

福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

の整備
せ い び

基準
きじゅん

に適合
てきごう

させ、高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
など

が

円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるようバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を推進
すいしん

します。 
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③あんしん歩行
ほ こ う

エリア
え り あ

形成
けいせい

の推進
すいしん

 

     人口
じんこう

集 中
しゅうちゅう

地区
ち く

のうち、交通
こうつう

事故
じ こ

が多発
た は つ

している住宅
じゅうたく

や 商 業
しょうぎょう

地区
ち く

にお

いて、歩
ほ

行者
こうしゃ

及
およ

び自転車
じてんしゃ

利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

な通行
つうこう

を確保
か く ほ

するため、交差点
こうさてん

改良
かいりょう

や

歩道
ほ ど う

等
など

の整備
せ い び

を実施
じ っ し

します。 

 

   ④道路
ど う ろ

特定
とくてい

事業
じぎょう

の推進
すいしん

 

     生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
け い ろ

において 行
おこな

う、バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

のための歩道
ほ ど う

設置
せ っ ち

や拡幅
かくふく

、

路面
ろ め ん

構造
こうぞう

の改善
かいぜん

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック
ぶ ろ っ く

の設置
せ っ ち

や案内
あんない

標識
ひょうしき

の改善
かいぜん

を

実施
じ っ し

します。 

 

   ⑤バリアフリー
ば り あ ふ り ー

対応型
たいおうがた

信号機
しんごうき

等
など

の整備
せ い び

促進
そくしん

 

     バリアフリー
ば り あ ふ り ー

対応型
たいおうがた

信号機
しんごうき

や「ゾーン
ぞ ー ん

30」※2等
など

、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

し

た交通
こうつう

安全
あんぜん

施設
し せ つ

の整備
せ い び

を推進
すいしん

するとともに、既整備
き せ い び

の交通
こうつう

安全
あんぜん

施設
し せ つ

を適切
てきせつ

に

維持
い じ

管理
か ん り

することにより、交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼ う し

に努
つと

めます。 

 

   ⑥安全
あんぜん

な交通
こうつう

確保
か く ほ

 

     歩道上
ほどうじょう

における違法
い ほ う

駐車
ちゅうしゃ

や危険
き け ん

な運転
うんてん

行為
こ う い

の取締
とりしま

りを強化
きょうか

するとともに、

不法
ふ ほ う

放置
ほ う ち

物件
ぶっけん

等
など

に対
たい

する是正
ぜ せ い

措置
そ ち

を 行
おこな

います。また、地域
ち い き

交通
こうつう

安全
あんぜん

活動
かつどう

推進
すいしん

委員
い い ん

と連携
れんけい

して、道路
ど う ろ

における適正
てきせい

な車両
しゃりょう

の駐車
ちゅうしゃ

及
およ

び道路
ど う ろ

の使用
し よ う

方法
ほうほう

につ

いて、住民
じゅうみん

の理解
り か い

を深
ふか

めるための運動
うんどう

を推進
すいしん

します。 

 

                         

※2 生活
せいかつ

道路
ど う ろ

における歩行者
ほこうしゃ

・自転車
じてんしゃ

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

を図
はか

るために、ゾーン内
ぞ ー ん な い

の最高
さいこう

速度
そ く ど

30

k m
きろめーとる

/
まい

h
じ

の区域
く い き

規制
き せ い

、路側帯
ろそくたい

の設置
せ っ ち

・拡幅
かくふく

と車線
しゃせん

中央
ちゅうおう

線
せん

の抹消
まっしょう

を前提
ぜんてい

とした生活
せいかつ

道路
ど う ろ

における安全
あんぜん

対策
たいさく

。 
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 ６．情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

と意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

【基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が 自
みずか

らの権利
け ん り

を実現
じつげん

するためには、障害
しょうがい

のある人
ひと

が様々
さまざま

な

情報
じょうほう

へアクセス
あ く せ す

することができる社会
しゃかい

環境
かんきょう

の整備
せ い び

等
など

が重要
じゅうよう

です。 

そのため、障害
しょうがい

のある人
ひと

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を円滑
えんかつ

に情報
じょうほう

を取得
しゅとく

・利用
り よ う

し、意思
い し

表示
ひょうじ

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を行
おこな

うことができるように、情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

、

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

等
など

、情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

※3の向上
こうじょう

を図
はか

りま

す。 

 

（１）情報
じょうほう

通信
つうしん

における情報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

（利用
り よ う

しやすさ）の向上
こうじょう

 

  ①ＩＣＴ
あいしーてぃー

利
り

活用
かつよう

の機会
き か い

拡大
かくだい

 

    障害
しょうがい

のある人
ひと

にパソコン
ぱ そ こ ん

操作
そ う さ

や文書
ぶんしょ

作成
さくせい

、インターネット
い ん た ー ね っ と

等
など

の利用
り よ う

を行
おこな

えるようＩＣＴ
あいしーてぃー

講習会
こうしゅうかい

を行い
おこない

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

します。 

    また、視覚
し か く

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し、パソコン
ぱ そ こ ん

等
など

の使用
し よ う

に関する
か ん す る

支援
し え ん

を行
おこな

うパソコンボランティア
ぱ そ こ ん ぼ ら ん て ぃ あ

を養成
ようせい

するとともに、視覚
し か く

に障害
しょうがい

のある人
ひと

のもと

へ派遣
は け ん

させることにより、ＩＣＴ
あいしーてぃー

利
り

活用
かつよう

の機会
き か い

を充実
じゅうじつ

させ、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。 

 

（２）情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

等
など

 

  ①県政
けんせい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

 

    [インターネット
い ん た ー ね っ と

広報
こうほう

の充実
じゅうじつ

] 

      長崎県
ながさきけん

ウェブサイト
う ぇ ぶ さ い と

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づき、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

に配慮
はいりょ

したわかりやすいウェブサイト
う ぇ ぶ さ い と

の構築
こうちく

及
およ

び運営を実施
じ っ し

しま

す。   

    [広報誌
こうほうし

点字版
てんじばん

の制作
せいさく

・配布
は い ふ

] 

      全世帯
ぜんせたい

広報誌
こうほうし

及
およ

び情報誌
じょうほうし

の点字
て ん じ

・音訳版
おんやくばん

をそれぞれ毎号
まいごう

制作
せいさく

し、配布
は い ふ

し

ます。 

[広報
こうほう

テレビ
て れ び

番組
ばんぐみ

（県政
けんせい

番組
ばんぐみ

）等
など

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

] 

広報
こうほう

テレビ
て れ び

番組
ばんぐみ

を字幕
じ ま く

放送
ほうそう

とするほか、字幕
じ ま く

・手話
し ゅ わ

挿入版
そうにゅうばん

の作成
さくせい

・配布
は い ふ

及
およ

びインターネット
い ん た ー ね っ と

配信
はいしん

を行
おこな

うとともに、長崎県
ながさきけん

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

センター
せ ん た ー

のビデオライブラリー
び で お ら い ぶ ら り ー

に備
そな

え置
お

きます。 

 

                         

※3 施設
し せ つ

・設備
せ つ び

、サービス
さ ー び す

、制度
せ い ど

等
など

の利用
り よ う

しやすさのこと。 
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   ②視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

センター
せ ん た ー

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

センター
せ ん た ー

における情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

     視覚
し か く

に障害
しょうがい

のある人
ひと

の情報受
じょうほうじゅ

発信
はっしん

拠点
きょてん

である「長崎県
ながさきけん

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

センター
せ ん た ー

」において、点字
て ん じ

刊行物
かんこうぶつ

・音訳
おんやく

図書
と し ょ

等
など

を貸
か

し出
だ

します。 

また、聴覚
ちょうかく

に障害
しょうがい

のある人
ひと

の情報受
じょうほうじゅ

発信
はっしん

拠点
きょてん

である「長崎県
ながさきけん

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

センター
せ ん た ー

」において、字幕
じ ま く

・手話
し ゅ わ

入
い

り映像
えいぞう

ライブラリー
ら い ぶ ら り ー

を貸
か

し

出
だ

し、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の必要
ひつよう

な視覚
し か く

・聴覚
ちょうかく

に障害
しょうがい

のある人
ひと

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

   ③ユニバーサルツーリズム
ゆ に ば ー さ る つ ー り ず む

の普
ふ

及
きゅう

推進
すいしん

 

     障害
しょうがい

のある方々
かたがた

が、長崎県
ながさきけん

内
うち

の観光
かんこう

情報
じょうほう

や、観光
かんこう

施設
し せ つ

等
など

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

情報
じょうほう

を閲覧
えつらん

できる環境
かんきょう

整備
せ い び

に努
つと

めるとともに、障害
しょうがい

等
など

の有無
う む

に関
かか

わらず、

どんな方
かた

にも「安心
あんしん

・安全
あんぜん

」に、本県
ほんけん

での豊
ゆた

かな旅
たび

の時間
じ か ん

を提供
ていきょう

するため

に、ユニバーサルツーリズム
ゆ に ば ー さ る つ ー り ず む

を普
ふ

及
きゅう

推進
すいしん

します。 

  

（３）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

   ①手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・音
おん

訳者
やくしゃ

等
など

の養成
ようせい

 

     視聴覚
しちょうかく

に障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させるために、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

及
およ

び盲
もう

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つうやく

・介助者
かいじょしゃ

、点訳
てんやく

・音訳
おんやく

奉仕員
ほうしいん

の養成
ようせい

を図
はか

り

ます。 

 

   ②コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

     県民
けんみん

が障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じたコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

を利用
り よ う

することが

認識
にんしき

できるよう、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じ、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点字
て ん じ

、触覚
しょっかく

を使
つか

っ

た意思
い し

疎通
そ つ う

、人工
じんこう

内耳
な い じ

の装用
そうよう

等
など

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

を図
はか

ります。 

 

   ③意思
い し

疎通
そ つ う

が困難
こんなん

な人
ひと

への理解
り か い

促進
そくしん

 

     意思
い し

疎通
そ つ う

が困難
こんなん

な人
ひと

への正
ただ

しい理解
り か い

を促進
そくしん

するため、耳
みみ

マーク
ま ー く

、手話
し ゅ わ

マーク
ま ー く

等
など

の普
ふ

及
きゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

り、正
ただ

しい理解
り か い

を促進
そくしん

します。 
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７．防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

等
など

の推進
すいしん

 

【基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が地域
ち い き

社会
しゃかい

において、安全
あんぜん

に安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができるよ

う、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した適切
てきせつ

な防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

、消費者
しょうひしゃ

トラブル
と ら ぶ る

からの

保護
ほ ご

等
など

を図
はか

るための取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

 

（１）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

 

  ①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

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

    障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

（以下
い か

、「要支援者
ようしえんしゃ

」という）に対
たい

し

て、防災
ぼうさい

意識
い し き

の普及
ふきゅう

、地震
じ し ん

等
など

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

、避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

、救護
きゅうご

対策
たいさく

等
など

のため、

平常
へいじょう

時
じ

から地域
ち い き

における要支援者
ようしえんしゃ

の安全
あんぜん

対策
たいさく

を推進
すいしん

します。 

    特
とく

に、市
し

及
およ

び町
まち

において作成
さくせい

されている要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

の更新
こうしん

、要支援者
ようしえんしゃ

個人
こ じ ん

ごとに避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

や経路
け い ろ

、避難
ひ な ん

支援者
しえんしゃ

などを定
さだ

めた個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に

ついて、要支援者
ようしえんしゃ

本人
ほんにん

の同意
ど う い

取得
しゅとく

等
など

の課題
か だ い

解決
かいけつ

手法
しゅほう

について、先進
せんしん

事例
じ れ い

を

紹介
しょうかい

するなど、市
し

及
およ

び町
まち

に働
はたら

きかけ、より実効性
じっこうせい

のある要支援者
ようしえんしゃ

への災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

対策
たいさく

の取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

    また、障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

を受
う

け入
い

れる福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

をさらに確保
か く ほ

するととも

に、一般
いっぱん

の避難所
ひなんじょ

においてもソフト
そ ふ と

・ハード
は ー ど

両面
りょうめん

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

の推進
すいしん

に

努
つと

めます。 

 

   ②障害
しょうがい

のある人
ひと

の緊急
きんきゅう

通報
つうほう

の受理
じ ゅ り

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

     ファックス
ふ ぁ っ く す

による緊急
きんきゅう

通報
つうほう

受理
じ ゅ り

（ＦＡＸ
ふぁっくす

1 1 0
ひゃくとお

番
ばん

）、Ｅ
いー

メール
め ー る

による緊急
きんきゅう

通報
つうほう

受理
じ ゅ り

（メール
め ー る

1 1 0
ひゃくとお

番
ばん

）を引
ひ

き続
つづ

き運用
うんよう

します。 

     また、メール
め ー る

1 1 0
ひゃくとお

番
ばん

については県外
けんがい

でも対応
たいおう

を可能
か の う

とするため、全
ぜん

国
こく

統一
とういつ

のシステム
し す て む

へ整備
せ い び

を行
おこな

います。 

    

   ③Ｎｅｔ
ね っ と

１１９緊急
きんきゅう

通報
つうほう

システム
し す て む

の導入
どうにゅう

 

     音声
おんせい

による１１９番
ばん

通報
つうほう

が困難
こんなん

な聴覚
ちょうかく

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

が円滑
えんかつ

に消防
しょうぼう

への通報
つうほう

を 行
おこな

えるようにシステム
し す て む

の導入
どうにゅう

を図
はか

ります。 

 

   ④福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の防災
ぼうさい

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

     指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、防災
ぼうさい

意識
い し き

の向上
こうじょう

を図
はか

るととも

に、設備
せ つ び

等
など

の安全
あんぜん

対策
たいさく

を推進
すいしん

します。 
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   ⑤交番
こうばん

における障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

への配慮
はいりょ

 

     交番
こうばん

等
など

に備
そな

え付
つ

けた「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

ボード
ぼ ー ど

」を活用
かつよう

し、交番
こうばん

等
など

における障害
しょうがい

のある人
ひと

等
など

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

した活動
かつどう

を引
ひ

き続
つづ

き推進
すいしん

します。 

 

   ⑥福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の推進
すいしん

 

     平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

に発生
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
など

を利用
り よ う

する障害
しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、

防犯
ぼうはん

に 係
かかわ

る施設
し せ つ

整備
せ い び

や安全
あんぜん

確保
か く ほ

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

る等
など

、防犯
ぼうはん

対策
たいさく

の取
と

り組
く

み

を推進
すいしん

します。 

 

 （２）消費者
しょうひしゃ

トラブル
と ら ぶ る

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消費者
しょうひしゃ

トラブル
と ら ぶ る

の防止
ぼ う し

等
など

 

国
こく

民
みん

生活
せいかつ

センター
せ ん た ー

や県内
けんない

の消費
しょうひ

生活
せいかつ

センター
せ ん た ー

等
など

消費
しょうひ

生活
せいかつ

相談
そうだん

の現場
げ ん ば

で

把握
は あ く

された警戒
けいかい

を要
よう

すると思
おも

われる悪質
あくしつ

商法
しょうほう

や製品
せいひん

事故
じ こ

に関
かん

する情報
じょうほう

を、

長崎県
ながさきけん

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

連合会
れんごうかい

などの関係
かんけい

団体
だんたい

に迅速
じんそく

に届
とど

ける

ネットワーク
ね っ と わ ー く

を活用
かつよう

し、地域
ち い き

の見守
み ま も

り力
りょく

を高
たか

める動
うご

きを支援
し え ん

します。 

 

   ②消費
しょうひ

生活
せいかつ

向上
こうじょう

の支援
し え ん

 

     複雑
ふくざつ

・多様化
た よ う か

する消費
しょうひ

生活
せいかつ

環境
かんきょう

の中
なか

で、障害
しょうがい

のある人
ひと

や高齢者
こうれいしゃ

等
など

の

消費者
しょうひしゃ

自
みずか

らが判断
はんだん

する確
たし

かな目
め

を持
も

ち、主体性
しゅたいせい

を持
も

って 考
かんが

え、行動
こうどう

する

消費者
しょうひしゃ

となるよう、消費
しょうひ

生活
せいかつ

向上
こうじょう

の施策
せ さ く

の一環
いっかん

として、要請
ようせい

に応
おう

じて消費
しょうひ

生活
せいかつ

支援
し え ん

講座
こ う ざ

等
など

へ講師
こ う し

を派遣
は け ん

します。 

 

   ③障害
しょうがい

のある人
ひと

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

消費
しょうひ

生活
せいかつ

センター
せ ん た ー

等
など

におけるＥ
いー

メール
め ー る

等
など

での相談
そうだん

受付
うけつけ

を実施
じ っ し

することによ

り、障害
しょうがい

のある人
ひと

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 
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８．差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

【基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のためには、障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

の実現
じつげん

を阻
はば

む社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

は必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

です。 

そのため、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

条例
じょうれい

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

に基
もと

づき、障害
しょうがい

を

理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくすとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

が日常
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

む上
うえ

での制約
せいやく

となっている社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

の解消
かいしょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みを推進
すいしん

し

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
など

に関
かん

する法律
ほうりつ

」

の適正
てきせい

な運用
うんよう

を通
つう

じて、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための取
と

り組
く

みを推進
すいしん

します。 

 

（１）障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

 

  ①「障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に生
い

きる平和
へ い わ

な長崎県
ながさきけん

づくり条例
じょうれい

」の推進
すいしん

 

    障害
しょうがい

のある人
ひと

への差別
さ べ つ

をなくすため、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

条例
じょうれい

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の普
ふ

及
きゅう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

により、障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する県民
けんみん

の理解
り か い

を促進
そくしん

するとともに、調整
ちょうせい

機関
き か ん

の設置
せ っ ち

及
およ

び相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を 行
おこな

い、

差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

を図
はか

ります。 

また、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

条例
じょうれい

に基
もと

づき設置
せ っ ち

される「障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に生
い

きる平和
へ い わ

な長崎県
ながさきけん

づくり推進
すいしん

会議
か い ぎ

」の運営
うんえい

を通
つう

じて、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

の原因
げんいん

・背景
はいけい

となっている社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

の排除
はいじょ

に向
む

けた取
と

り組
く

みや、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

条例
じょうれい

の適切
てきせつ

な施行
せ こ う

に努
つと

めます。 

 

   ②市
し

及
およ

び町
まち

の取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

     地域
ち い き

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

するため、市
し

及
およ

び町
まち

に

おける対応
たいおう

要領
ようりょう

の策定
さくてい

及
およ

び障害者
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

の設置
せ っ ち

を 促
うなが

します。 

 

   ③ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

・ヘルプカード
へ る ぷ か ー ど

の普
ふ

及
きゅう

促進
そくしん

 

     援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としていることが外見
がいけん

からは分
わ

からない人が、配慮
はいりょ

を

必要
ひつよう

としていることを周囲
しゅうい

の人
ひと

に知
し

らせる「ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

」や、困
こま

っている

ことや支援
し え ん

が必要
ひつよう

なことをうまく伝
つた

えられない障害
しょうがい

のある人
ひと

が、周囲
しゅうい

に

支援
し え ん

を求
もと

める「ヘルプカード
へ る ぷ か ー ど

」の普
ふ

及
きゅう

拡大
かくだい

に取
と

り組
く

みます。 



- 38 - 

 

（２）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

及
およ

び意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

①障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

     障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や早期
そ う き

発見
はっけん

、迅速
じんそく

な対応
たいおう

、その後
ご

の適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

うための 協 力
きょうりょく

体制
たいせい

の整備
せ い び

や支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を実施
じ っ し

します。 

   

②成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

支援
し え ん

 

    成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

することが適当
てきとう

である知的
ち て き

又
また

は精神
せいしん

に障害
しょうがい

のある人
ひと

が成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

を開始
か い し

するための市
し

及
およ

び町
まち

の事業
じぎょう

に対
たい

し助成
じょせい

を 行
おこな

い

ます。 

 

  ③意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

 

    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

において、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

や、意思
い し

決定
けってい

を 促
うなが

す

研修
けんしゅう

を 行
おこな

うことで、障害
しょうがい

のある方
かた

が 自
みずか

らの意思
い し

を反映
はんえい

させた日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるように理解
り か い

を促進
そくしん

します。 

    

   ④日常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

     知的
ち て き

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

等
など

があって自分
じ ぶ ん

で判断
はんだん

することが 難
むずか

しい人
ひと

が、

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

ることができるよう、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

が

利用者
りようしゃ

との契約
けいやく

に基
もと

づき、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

援助
えんじょ

や金銭
きんせん

管理
か ん り

等
など

の支援
し え ん

を

行
おこな

います。 
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 ９．行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

等
など

における配慮
はいりょ

 

【基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

】 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が 自
みずか

らの権利
け ん り

を円滑
えんかつ

に行使
こ う し

するためには障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

が求
もと

められます。 

そのため、行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

等
など

に際
さい

しては、適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を 行
おこな

うとともに、

行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の提供者
ていきょうしゃ

である県
けん

職員
しょくいん

の障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

をさらに促進
そくしん

するための

研修
けんしゅう

等
など

を積極的
せっきょくてき

に実施
じ っ し

します。 

 

（１）行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
など

における配慮
はいりょ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

等
など

 

 ①職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

による障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

 

    県民
けんみん

に対
たい

する行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の提供者
ていきょうしゃ

である県
けん

職員
しょくいん

に対
たい

し、障害
しょうがい

及
およ

び

障害
しょうがい

のある人
ひと

の理解
り か い

を促進
そくしん

するため、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

条例
じょうれい

や障害
しょうがい

の特性
とくせい

、

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

等
など

について研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

が

できる職員
しょくいん

を育成
いくせい

します。 

 

  ②行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

等
など

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

 

    障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する 障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

に関
かん

する

ガイドライン
が い ど ら い ん

として、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
など

の協 力
きょうりょく

のもと作成
さくせい

した「障害
しょうがい

のある

人
ひと

への応対
おうたい

のしおり」や、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

等
とう

事例集
じれいしゅう

等
など

について、県
けん

庁内
ちょうない

はもとより市
し

及
およ

び町
まち

へ情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うこと等
など

により、

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

    ○一般
いっぱん

県民
けんみん

を対象
たいしょう

とした行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

における適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

 

     ・ 資料
しりょう

等
など

への「拡大
かくだい

文字
も じ

」「振
ふ

り仮名
が な

」の使用
し よ う

 

     ・ 講演会
こうえんかい

等
など

における「手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

」「要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

」の配置
は い ち

 

・ 窓口
まどぐち

説明
せつめい

にあたっての障害
しょうがい

種別
しゅべつ

ごとに対応
たいおう

した資料
しりょう

の準備
じゅんび

 など 

 

    ○一般
いっぱん

県民
けんみん

からの行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の申
もう

し込
こ

み等
など

における適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

 

     ・ 申
もう

し込
こ

み方法
ほうほう

をメール
め ー る

や電話
で ん わ

、ＦＡＸ
ふぁっくす

、郵送
ゆうそう

等
など

、複数
ふくすう

の方法
ほうほう

を準備
じゅんび

する など  
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（２）選挙
せんきょ

等
など

における配慮
はいりょ

等
など

   

   ①選挙
せんきょ

公報
こうほう

の充実
じゅうじつ

 

  視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

向
む

けの点字
て ん じ

・音訳
おんやく

・拡大
かくだい

文字
も じ

の広報誌
こうほうし

を引
ひ

き続
つづ

き発行
はっこう

すると

ともに、広報
こうほう

媒体
ばいたい

の特性
とくせい

等
など

に応
おう

じて可能
か の う

なものについては、音声
おんせい

コード
こ ー ど

の

活用
かつよう

に配慮
はいりょ

します。 
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（附表
ふひょう

） 数値
す う ち

目 標
もくひょう

 

現
げん

　　状
じょう

（年度
ねんど

）

最終
さいしゅうもくひょう

目標

（年度
ねんど

）
備
び

　　考
こう

457人
にん

（18～28年度
ねんど

）

674人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

2,384人
にん

（29年度
ねんど

）

2,362人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

50,256時間
じかん

（29年度
ねんど

）

57,537時間
じかん

（32年
ねん

度
ど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

206,133日
にち

（29年度
ねんど

）

229,717日
にち

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

510人
にん

（29年度
ねんど

）

528人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

4,590日
にち

（29年度
ねんど

）

5,664日
にち

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

 計画
けいかくそうだんしえん

相談支援
2,136人

にん

（29年度
ねんど

）

2,257人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

 地域
ちいき

移行
い こう

支援
しえん 50人

にん

（29年度
ねんど

）

42人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

 地域
ちいきていちゃくしえん

定着支援
47人
にん

（29年度
ねんど

）

48人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

55.0％

（29年度
ねんど

）

69.0％

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

83.8％

（29年度
ねんど

）

90.0％

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

4,647人
にん

（29年度
ねんど

）

3,974人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

84.7％

（29年度
ねんど

）

95%  第三期長崎県教育振興基本計画
だいさんきながさきけんきょういくしんこうきほんけいかく

95.7％

（29年度
ねんど

）
95％以上

いじょう

を維持
い じ

 第三期長崎県教育振興基本計画
だいさんきながさきけんきょういくしんこうきほんけいかく

 療養介護事業
りょうようかいごじぎょう

の利用者数
りようしゃすう

 短期入所事業
たんきにゅうしょじぎょう

のサービス提供
さーびすていきょう

量
りょう

 相談支援事業
そうだんしえんじぎょう

 の利用者数
りようしゃすう

 ２．保健・医療
ほけ ん・いり ょう

の推進
すいしん

 入院
にゅういんご

後３ヶ
か

月
げつじてん

時点の退院
たいいんりつ

率

 入院
にゅういんご

後１年
ねんじてん

時点の退院
たいいんりつ

率

 精神
せいしんびょうしょう

病床における入院
にゅういんちゅう　せいしん

中の精神

 障害者
しょうがいしゃ

のうち、１年以上入院者
ねんいじょうにゅういんしゃ

 数
すう

 ３．教育
きょういく

、文化芸術活動
ぶんかげいじゅつかつどう

・スポーツ等
す ぽ ー つ と う

の振興
しんこう

 公立
こうりつ

の幼
よう

・小
しょう

・中
ちゅう

・高等
こうとう

学校
がっこう

に

 おける個別
こべつ

の教育支援計画
きょういくしえんけいかく

の作
さく

 成率
せいりつ

 特別支援
とくべつしえん

学校
がっこう

高等部
こうとうぶ

及
およ

び専攻
せんこう

科
か

 卒業者
そつぎょうしゃ

の進路
しんろ

希望
き ぼう

に添
そ

った進路
しんろ

 実現率
じつげんりつ

 日中活動系サービス
にっちゅうかつどうけいさーびす

のサービ
さー び す

ス

 提供
ていきょうりょう

量

事
じ

　　項
こう

 １．生活支援
せいかつしえん

の推進
すいしん

 福祉施設入所者
ふくししせつにゅうしょしゃ

の地域生活
ちいきせいかつ

への

 移行者数
いこうしゃすう

（累計
るいけい

）

 福祉施設入所者数
ふくししせつにゅうしょしゃすう

 訪問系サービス
ほうもんけいさー びす

の利用時間数
りよ うじかんすう
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現
げん

　　状
じょう

（年度
ねんど

）

最終
さいしゅうもくひょう

目標

（年度
ねんど

）
備
び

　　考
こう

139人
にん

（29年度
ねんど

）

230人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

ー
80％

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

16,388円
えん

（29年度
ねんど

）

18,200円
えん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんそうごうけいかくちゃれんじ

総合計画チャレンジ2020

7,537日
にち

（29年度
ねんど

）

9,494日
にち

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

18,519日
にち

（29年度
ねんど

）

23,016日
にち

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

38人
にん

（29年度
ねんど

）

68人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

2,508人
にん

（29年度
ねんど

）

2,964人
にん

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんしょうがいふくしけいかく

障害福祉計画（第
だい

５期
き

）

52％

（29年度
ねんど

）

56％

（32年度
ねんど

）
 長崎県
ながさきけんそうごうけいかくちゃれんじ

総合計画チャレンジ2020

 ５．安全
あんぜん

・安心
あんしん

な生活環境
せいかつかんきょう

の整備
せいび

 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の

 月間
げっかん

の利用者数
りようしゃすう

 県営
けんえいじゅうたく

住宅のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

率
りつ

 一般就労
いっぱんしゅうろう

への年間移行者数
ねんかんいこうしゃすう

 就労
しゅうろうていちゃくしえん

定着支援による支援
しえん

開始
かいし

か

 ら１年後
ねんご

の職場
しょくばていちゃくりつ

定着率

 就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

Ｂ型等
がたとう

の平均工
へいきんこうちん

賃

 月額
げつがく

 就労移行支援
しゅうろういこうしえん

事業
じぎょう

のサービス
さ ー び す

提
てい

 供
きょうりょう

量

 就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

Ａ型事業
がたじぎょう

のサー
さーび

ビ

 ス
す

提供
ていきょうりょう

量

 福祉
ふ く し

施設
しせつ

から一般
いっぱんしゅうろう

就労へ移行
い こう

す

 る者
もの

のうち、障害者就業
しょうがいしゃしゅうぎょうせいかつ

・生活

 支援
しえんせんたー

センターの支援
しえんたいしょうしゃすう

対象者数

 ４．雇用
　こよう　　しゅうぎょう　　けいざいてきじりつ

・就業、経済的自立の支援
し えん

事
じ

　　項
こう

 
 

 

 

 


