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Ⅴ プランの基本的な考え方 

１．基本理念 

  「共に生きる社会の構築」 

 本プランでは、障害者権利条約や整備された国内法等の考え方を基本としながら、差

別の解消及び権利擁護の推進や、障がい者が地域で自立した生活を送るための各種取組

を進めます。 

 また、本プランの基礎となる障害者基本法では、第１条に「全ての国民が、障害の有

無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるも

のであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自

立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体

等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の

基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施

策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。」と規定されています。 

 本プランでも、同様の目的に沿って、障がい者を必要な支援を受けながら自らの決定

に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、障がい者が自らの能力を最

大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、障がい者の活動を制限し、社会への

参加を制約している社会的な障壁を除去するため、鳥取県が取り組むべき障がい者に関

する施策の基本的な方向を定めます。 

 障がい児の支援にあたっては、児童福祉法第２条に「全て国民は、児童が良好な環境

において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応

じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに

育成されるよう努めなければならない。」と規定されています。 

 このため、障がい児及びその家族に対し、幼少期から身近な地域で支援できるように、

障がいの種別にかかわらず、質の高い専門的な発達の支援を行う障害児通所支援事業等

の充実を図るとともに、ライフステージに応じた地域の保健、医療、福祉、保育、教育、

就労支援等の関係機関が連携し、切れ目のない一貫した支援を提供する地域支援体制の

構築を図るため、今後、取り組むべき施策の基本的な方向を定めます。 

 併せて、県では、平成 29年に「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会

づくり条例（愛称：あいサポート条例）」を定めました。この条例では、障がい者が暮ら

しやすい社会づくりのための取組に関する基本的な考え方を明らかにしており、これに

のっとり、本計画で障がい者が暮らしやすい社会づくりを推進する施策を定めることと

しています。 

 共生社会を実現するためには、障がいのない人が障がいを正しく理解するとともに、

具体的な行動に移す必要があり、また、障がい者や家族・支援者等は地域社会に積極的

に参画するとともに、地域に情報を発信し、相互理解を進めていく必要があります。 

 県ではこのような取組を更に進展させるとともに、新たな課題の解決に向けて取り組

むことで、障がい者が、その人格と個性を尊重され、障がいの特性に応じた必要な配慮

や支援を受けながら、障がいのない人と等しく、地域社会の中で自分らしく安心して生

活することができる共生社会の実現を目指します。 
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２．基本目標 

   「共に生きる社会の構築」の実現に向けて、次の３つを基本目標とします。 

(1) 地域で安心して暮らす 

   ○ 障がいのある人がない人と地域で等しく、自分らしく安心して生活することが

できるようにするため、必要なグループホームや在宅サービスなどの障害福祉サ

ービスや相談を身近なところで受けることができるよう相談支援体制を整えます。 

○ 障がい者やその家族等に対する支援体制の充実を図るとともに、専門的な支援

に関する研修を充実させ、また、国の指針を踏まえ、障がい者にも対応した地域

包括ケアシステムの構築を進め、身近なところで支援が受けられるよう環境を整

備します。 

○ 障がい者が適切な障害福祉サービス提供量に基づく質の高いサービスを受けら

れるよう、人材確保とサービスの質の向上を進めます。 

○ 障がい者の高齢化が進んでいることを踏まえ、親亡き後を見据えたグループホ

ーム等の整備、地域生活支援拠点の機能の充実や成年後見制度の利用促進を図り

ます。 

○ 強度行動障がい者や医療的ケアを要する障がい児者など、特に支援を必要とす

る重度の障がいのある方が地域で生活するため必要な障害福祉サービス及び医療

サービスを受けることができるよう環境を整備します。 

○ 道路、施設、交通手段等のバリアフリー化を進め、障がい者が安心して移動・

外出ができる地域をつくります。 

○ 防災対策や防犯対策のほか、近年多発する自然災害や感染症対策を推進し、障

害福祉サービスの継続的な提供等により障がい者が安心・安全に暮らせる地域を

つくります。 

(2) 地域で学び、働き、社会参加を推進する 

   ○ 障がい者の地域での生活に必要不可欠な情報アクセス支援やコミュニケーショ

ン支援の充実を図るととともに、手話言語条例及びあいサポート条例に基づく施

策を推進します。 

○ 障害者権利条約で保障された教育の機会均等の理念を重視し、その構築に向け

て特別支援教育の推進を図ります。 

○ 障がい者の希望及び適性に応じ、能力を十分に発揮して働くことができる環境

を整備します。 

○ 障がい者を雇用する企業や働く障がい者の不安解消のために支援します。 

○ 福祉的就労の底上げを行い、障がい者の収入増を進めるとともに、一般就労可

能な障がい者の一般就労移行を進めます。 

○ 障がいの有無にかかわらず誰もが文化・芸術、スポーツ活動に参加し、共に楽

しめる環境を整備します。 

(3) 共に暮らす社会の実現 

   ○ 障がい者の暮らしやすい社会の実現を目指して、「障がいを知り、共に生きる」

あいサポート運動の更なる普及を図り、県民みんなで取り組む運動として推進し

ます。また、他の地方自治体への普及や企業との連携強化を図るなど全国展開を

進めます。 
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○ 障がいを理由とする差別の解消、虐待防止・権利擁護の推進に取り組むととも

に、県民への普及啓発を進めます。 

   ○ 行政における障がい者に対する対応を再点検し、障がいの特性等に配慮した行

政サービスのあり方を追求します。 

 

３．各分野に共通する横断的視点 

(1) 障がい者の自己決定の尊重及び意思決定の支援 

障がい者を、必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会に参加する主体と

してとらえ、障がい者やその家族等の関係者の意見を聴きながら施策の検討、策定、

実施に当たります。 

(2) 当事者本位の総合的な支援 

 障がい者がライフステージに応じた適切な支援を受けられるよう、保健、医療、

福祉、保育、教育、雇用等の関係分野の連携を強化し、施策を総合的かつ計画的に

実施します。 

(3) 障がい特性等に配慮した支援 

 障がい者施策は、性別、年齢、障がいの特性、状態、生活の実態等に応じた障が

い者の個別的なニーズを踏まえて、策定及び実施します。 

(4)障がいを理由とする差別の解消 

障がいを理由とする差別は、障がい者の自立又は社会参加に深刻な悪影響を与え

るものであり、障害者差別解消法等に基づき、様々な分野で障がいを理由とする差

別の解消に向けた取組を積極的に推進します。 

(5) 障害者の権利に関する条約に基づく国際連合勧告への対応 

  障害者の権利に関する条約に基づく日本の取組に対する国際連合勧告の内容につ

いて、国全体の対応状況等を踏まえながら、県として必要な取組を実施していきま

す。 

(6) 障がいのある女性、子ども及び高齢者に配慮した取組 

  複合的に困難な状況に置かれた障がいのある女性、子ども、高齢者に対するきめ

細かい配慮を念頭に置いた施策の策定や実施をしていきます。 

(7) バリアフリー化の推進と情報アクセシビリティの向上 

障がい者の社会参加を促進し、障がいの有無にかかわらず、その能力を最大限に

発揮しながら安心して生活できるようにするため、障がい者の活動を制限し、社会

参加を制約している事物、制度、慣行、観念等の社会的障壁の除去を進め、ソフト、

ハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進していきます。 

意思疎通支援等においてアクセシビリティに配慮した IＣＴを始めとする技術の

活用等を進めていきます。また、ＩＣＴ機器等の活用を進めていく一方で、障がい

の状態等によりＩＣＴ機器等を使用できない方や、使用に不慣れな方にもきめ細か

く配慮した対応を行っていきます。 

(8) 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現 

  ＳＤＧｓ実施指針に掲げる包摂性・参画型の原則を踏まえ、障がい者、行政機関、

事業者等、関係者が一体となり取り組んでいく共生社会実現に向けた取組を実施し

ていきます。 
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(9) 感染症対策、新たな生活様式等への対応 

  新型コロナウイルス対応の経験を踏まえ、感染症蔓延時の障害福祉サービス事業

継続等の支援や、感染拡大時においてコミュニケーション方法に制約が生じた場合

の情報取得等に係るきめ細かな対応や配慮等の備えを行います。 

(10) 緊急時における対応 

  災害時などの緊急時において、障がい者に配慮した避難所や仮設住宅の確保や、

全ての障がい者が、避難時及び避難所において情報確保ができるよう、ＩＣＴ機器

等の活用を含む様々な手段で、必要な情報を得ることができる体制を確保していき

ます。 

(11) 総合的かつ計画的な取組の推進 

 障がい者が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、市町村等関

係機関との適切な連携及び役割分担の下で、障がい者施策を推進します。 

 また、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、高齢者施策、医療関係施策、

子ども・子育て関係施策等との整合性を確保し、総合的な施策の展開を図ります。 

 更に、ＰＤＣＡサイクル等を通じた各施策の進捗状況の点検の充実等により、継

続的に実効性のある取組の推進を図っていきます。 

(12) 鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例に基づく取組の

推進 

  「鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例」（令和５年１

月制定）の理念に基づき、援助を行う者、援助を受ける者の孤独・孤立を防ぎ、全

ての県民が地域社会の中で互いに支えあう温もりのある社会づくり実現のための取

組を推進していきます。 

 

Ⅵ 分野別施策の基本的方向 

１．生活支援 

【現状と課題】 

   障がい者が地域で安心して暮らすためには、身近なところで相談できる環境を整え

ることが必要であり、地域生活支援センターなどの相談窓口の設置を進めています。 

   平成 24 年４月から計画相談支援がスタートし、平成 27 年４月からは障害福祉サー

ビスを利用する全ての対象者について、原則としてサービス等利用計画の提出が求め

られることとなりました。しかし、計画相談利用者は増加傾向で、サービス利用者に

対し、相談支援専門員が不足している地域もあり、利用者がスムーズにサービス利用

できていない現状もあることから、相談支援専門員の確保・養成とともに、資質向上

を図る必要があります。 

   また、施設入所者、精神科病院に長期間入院している方などを含めた障がい者の地

域移行を進めるにあたり、高齢化、重度化等に伴う多様なニーズに対応できるグルー

プホーム等の住環境を整備するほか、訪問型の在宅サービス等の充実、障がい者の家

族等が休息（レスパイト）できるよう短期入所を充実するなど、障がい者の在宅生活

を支援する体制の充実を図ることが必要です。 

   そして、強度行動障がい者や医療的ケアを要する障がい児者等、特に支援を必要と

する重度の障がいのある方が地域で安心して生活するためには、各関係機関が連携し
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て総合的な支援体制を整備するとともに、在宅生活等を送る上で必要なサービスの拡

充を図っていくなどの対策が必要です。 

   さらに、サービスの充実を図るため、事業者による障がい者と地域住民との交流の

促進や、事業者同士の連携等による取組を進めることが必要です。 

   なお、本県では平成 19年５月に県全域又は広域的な課題を協議・調整するため県地

域自立支援協議会を設置しました。地域の障がい者をとりまく状況やニーズが複雑

化・多様化する中において様々な課題等に取り組んでいくため、５つの専門部会（相

談支援体制、地域移行支援、就労支援、医療的ケアを要する障がい者支援、権利擁護）

を設置し、課題解決等に向けた議論を進めていきます。 

  (1) 相談支援体制の充実・強化等 

○ 障がい者及びその家族等が身近な地域で相談支援を受けることができるよう、

郡部における地域生活支援センターの設置を町に働きかけます。 

○ 障がい者一人ひとりの心身の状況やサービス利用の意向、生活環境等を踏まえ

た適切なサービス等利用計画の作成を促進するため、相談支援専門員の資質向上

を図る研修会等を開催するとともに、市町村と連携して、相談支援事業所数及び

相談支援専門員数を増加する取組を行うなど、障害福祉サービス利用者が計画相

談支援を利用できる環境を整備します。 

○ 基幹相談支援センターの市町村（圏域）への設置を促進し、当該センターを核

とした、地域の相談支援体制の強化及び相談支援の質の向上や評価を促進します。

また、当該センターと、地域の中核的な役割を担う主任相談支援専門員が全県的

に情報共有するスキームを設け、各地域における課題解決に一丸となって取り組

む体制を整備します。 

○ 相談支援に従事する職員に対する研修の実施・情報交換の促進等により、相談

支援の質の向上を図るとともに、児童相談所、福祉事務所、精神科病院等関係機

関との連携を図り、障がい者及びその家族等が身近な地域で専門的な相談を受け

ることができる体制を整えます。 

○ 計画相談におけるモニタリング等の評価を適切に行い、障がい者ケアマネジメ

ントの質を計画的に向上させるため、県地域自立支援協議会の中で相談支援体制

の検討を行います。 

○ 障がいにより、意思決定が難しい状況にあっても、自らの意思を表明でき、ま

たはその意思が適切に汲み取られ、尊厳と権利が尊重されるよう、意思決定支援

ガイドラインの活用や普及を行います。 

   ○ 発達障がい者支援センターによる専門的な相談支援の実施や発達障がい者地域

支援マネージャーの配置をするとともに、発達障がい者及びその家族が可能な限

り身近な地域において必要な支援を受けられるように、市町村等での地域支援体

制の整備を図ります。また、発達障がい支援地域協議会等を活用する等により保

健、医療、福祉、教育、雇用関係機関等との連携・協力を図りながら、発達障が

い者支援体制を充実させ、ライフステージに応じた支援体制を構築するとともに、

県民の理解をさらに深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通

じて、必要な広報その他の発達障がいに関する理解促進・啓発を行います。 

   ○ 高次脳機能障がいについて、支援拠点機関に配置している相談支援コーディネ
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ーターを中心に、相談支援や関係機関との連携・調整等を行うとともに、高次脳

機能障がいに関する情報発信の充実を図ります。 

○ てんかんについて、一般啓発研修や人材育成研修を行うことにより、てんかん

に対する理解を促進するとともに、てんかんのある方に対する支援の手法を学び、

てんかんのある方を地域で支える支援体制の整備を図ります。併せて、支援拠点

病院（鳥取大学医学部附属病院）を中心としたてんかん診療ネットワークの構築

を目指します。 

○ 難病について、鳥取県難病相談・支援センター（鳥取大学医学部附属病院）に

おいて、難病患者からの各種相談に応じるとともに、難病患者団体設立時の支援

等を行います。 

○ 小児慢性疾病児童等について、小児慢性特定疾病児童等自立支援相談窓口（鳥

取大学医学部附属病院）において、当事者及びその家族からの相談に応じ、必要

な情報の提供、助言を行うとともに、地域の社会的資源を活用し、利用者の環境

等に応じた支援を行います。 

○ 家族と暮らす障がい者について、情報提供や相談支援等により、その家族を支

援するとともに、障がい者同士が行う援助として有効な当事者による相談活動（ピ

アカウンセリング）の更なる拡充を図ります。 

○ 障害福祉サービスや制度等をまとめた冊子「よりよい暮らしのために」を活用

し、現在サービスを受けていない方等を含めより多くの方に、わかりやすく周知

を図るとともに、市町村に対しても、積極的な情報発信を促すよう努めます。ま

た、鳥取県の障がい福祉関連の主な支援制度を一覧で分かりやすくまとめたリー

フレットを事業者に周知し、支援制度の積極的な活用を促進します。 

○ 情報冊子を作成するなど、広く障がい者等に障がい福祉制度や事業所の情報等

が行き届くよう情報発信を行う市町村に対し支援を行い、現在障害福祉サービス

を利用していない障がい者の必要な支援につなげていきます。 

○ 様々な相談事に対して、当事者や家族の目線に立って相談援助を行う「障害者

相談員」の活動は重要なものであることから、事業主体である市町村に対し相談

員の連携・活用について働きかけを行うなど、地域での相談活動が継続されるよ

う必要な取組を行っていきます。 

(2) 在宅サービス等の充実 

○ 障がい者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障がい児者に対する、居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護等の充実を図るとともに、短期入所及び日中

活動の場の確保等により、在宅サービスの充実を図ります。特に短期入所は、在

宅生活を支援する上で家族の休息（レスパイト）等に必要不可欠なサービスであ

り、利用ニーズも多いことから、環境整備やサービス利用に関する改善点に関し

て、関係機関と協議を行い、受入体制を強化します。 

○ 行動障がいや医療的ケアを必要とするなど、常時介護を必要とする重度の障が

い児者が地域で生活できるよう、日中及び夜間における支援の充実を図るととも

に、医療型・福祉型短期入所、グループホーム、生活介護など在宅サービスの充

実を図るため、必要な支援を行います。 

○ 障がい者が自立した生活を営むことができるよう、身体機能、生活能力の向上
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のために必要なリハビリテーションや訓練の支援の充実を図ります。 

○ 視覚障がい者、聴覚障がい者、音声機能障がい者等に対して、日常生活上必要

なトレーニング・指導等を行い、これらの方の生活の質向上や社会参加の促進を

図ります。 

○ 外出の支援を必要とする障がい者が利用できる居宅介護等事業所（居宅介護、

重度訪問介護、同行援護、行動援護）を増やし、地域間格差なく安心して外出で

きる環境づくりを進めるため、居宅介護等の従事者養成研修を実施し、人材の育

成を図ります。 

○ 地域生活支援事業費補助金の財源確保について、市町村が積極的に事業に取り

組めるよう国に対する政策提案を継続的に行います。 

○ 障害者支援施設について、小規模化を進め、地域で生活する障がい者に対する

在宅支援の拠点としてその活用を図るとともに、施設入所者の生活の質の向上を

図ります。また、障がい者の高齢化、重度化等に伴う多様なニーズに対応できる

グループホームの整備等を促進し、入所者の地域社会での生活への移行を進めま

す。 

○ 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域生活を安心して送る

ことができるよう、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門的人

材の確保・育成、地域の体制づくりなどを行う機能を備えた地域生活支援拠点に

ついて、市町村及び圏域が実施する運用状況の検証・検討を支援し、拠点の各機

能が活用しやすく実効性のあるものとなるよう働きかけを行っていきます。 

○ 障がいのある我が子の支援を段階的に関係機関へ託していくための引継書であ

る「安心サポートファイルとっとり」について、継続して普及員の養成を行うと

ともに、県内での着実な普及促進を図り、親亡き後のサポート体制の構築に努め

ていきます。 

○ 知的障がい者、医療的ケアを要する障がい者、重症心身障がい者、精神障がい

者などが入居可能なグループホームの整備を促進します。 

○ 認知症の方の中には、日常生活に大きな影響を及ぼす方もいることから、認知

症サポーターの養成を推進し、地域の中で、認知症の方を見守る体制を整えます。 

(3) 障がい児支援の充実 

○ 障がい児のライフステージに応じた切れ目の無い一貫した支援（縦の連携）と、

保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携した地域支援体制の確立（横

の連携）を進めます。このため、県と市町村は、障害児通所支援や障害児入所支

援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、緊密な連携を図り、

また、適切な時期に必要な協議が行われるように体制整備を行います。 

○ 障がい特性等から、成人サービスへの円滑な移行が困難と予想されるケースに

ついて、県が移行調整の責任主体として関係機関による協議の場を設け、円滑に

移行できる支援体制を整備します。 

〇 きこえない・きこえにくい子どものサポートセンター『きき』を核とした難聴

児の相談支援や、「新生児聴覚検査と聴覚障がい児支援のための手引き」に基づい

た新生児聴覚検査の実施、支援機関で構成する協議会の設置による連携体制の整

備により、早期発見・早期療育及び切れ目のない支援体制を整備します。 
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○ 障害児通所支援事業所の受入体制の充実と、日中一時支援や短期入所といった

保護者のレスパイトサービスの充実を図ることで、障がい児及びその家族（障が

い児のきょうだいを含む）が地域で安定した生活を送るための基盤を整備します。 

○ 児童発達支援センターを核とした重層的な地域の支援体制を構築し、児童発達

支援センターが行うスーパーバイズ・コンサルテーション等による地域の障がい

児支援の質の底上げや障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）

を推進するため、児童発達支援センターによる地域支援の充実を図ります。 

○ 保育所等訪問支援を活用できるよう市町村による整備を促進し、障害児通所支

援事業所等が保育所や認定こども園、放課後児童クラブ、幼稚園、小学校及び特

別支援学校等の育ちの場での支援に協力できるような体制を構築することにより、

障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進を図ります。 

○ 重症心身障がい児及び医療的ケアを要する障がい児等、重度の障がい児が身近

な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用できるように、地域

における人数やニーズの把握、課題の整理や地域資源の開発等を行うことにより、

支援体制の充実を図ります。 

○ 医療的ケアを要する障がい児が身近な地域で必要な支援が受けられるように、

障がい児支援等を行う社会資源の充実を図ります。また、医療的ケアを要する障

がい児が適切な支援を受けられるように、保健、医療、福祉、保育、教育その他

関連分野の関係機関が連携を図り、支援施策を検討するための協議の場を設置し

ます。 

○ 障がい児が保育所、認定こども園、放課後児童クラブ等を他の児童と同様に利

用できるよう、市町村と連携して受入れ体制の充実を図るとともに、幼稚園にお

ける特別支援教育の充実を図ります。また、保育所、認定こども園等において医

療的ケアを要する障がい児の受入れができるよう体制整備を図ります。 

○ 乳幼児期、小学校就学前、学齢期、卒業後のライフステージごとの支援を行う

ほか、保護者の「気づき」の段階からの支援、保育所等での丁寧なフォローによ

る専門的な支援へのつなぎ、教育委員会や学校等との連携、卒業後を見据えた就

労移行支援事業所等との連携を深めます。 

〇 放課後等デイサービス等の障がい児通所支援実施に当たっては、実施形態を工

夫し、関連施策との緊密な連携を促進します。 

○ 発達障がい児の保護者やきょうだいについて、ペアレントメンターの活用、ペ

アレントプログラムやペアレントトレーニングの推進、ピアサポートの充実など

を通して相談及び家族支援の充実を図ります。 

〇 全ての市町村で５歳児健診（発達相談）を実施し、発達障がいへの早期の適切

な対応や就学への準備等の支援充実を図ります。 

〇 発達障がい児及びその家族が可能な限り身近な地域において必要な支援を受け

られるように、地域での相談支援の充実や、発達障がい児を受け入れる事業所の

拡充を図ります。 

○ 障がい児や同じ病気を持つ子の親の会、関係団体等の一覧を積極的かつわかり

やすく情報提供します。 

○ 難病の子どもと家族の地域生活について、福祉、医療、教育等の連携により、
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子どもの成長に合わせた切れ目のない支援をするため、医師、看護師等の専門人

材の育成と、生活支援の中核を担う地域連携拠点の整備を行います。 

〇 強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい児者に対して、障がい児者

通所支援等において適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整

備を図ります。 

○ 障害児入所支援について、より家庭的な環境での生活の場を提供するためにケ

ア単位小規模化を推進し、小規模なグループによる支援等をするとともに、施設

が地域に開かれたものとするために障がい児の状況に応じた支援体制について検

討します。特に、虐待を受けた障がい児に対しては心理的ケアを提供し、きめ細

やかな支援を行います。また、障害児入所支援から障害福祉サービスへの円滑な

支援の移行を確保するため、市町村をはじめとする関係機関との緊密な連携を図

ります。 

(4) 重度障がい児者（強度行動障がい児者、医療的ケア児者）の支援強化 

 ○ 重度障がい児者（強度行動障がい児者、医療的ケア児者）が、本人やご家族の

希望する形で安心して生活していくためには、手厚い支援や環境整備等が必要で

あることから、以下の取組を実施していきます。 

  ＜強度行動障がい児者＞ 

 ・ 訪問系の障害福祉サービス事業者がサービス提供を行う際の基本報酬に対す

る独自支援や、入所施設やグループホーム等において手厚い人員体制でサービ

ス提供を行う事業所への支援を設けるなど、強度行動障がい者が障害福祉サー

ビスを利用する際の支援体制の整備・強化を図ります。 

 ・ 入所施設やグループホームにおいて強度行動障がい者を受け入れるために必

要な、突起物撤去や壁・窓の補強など、障がいの特性に応じた居室整備や備品

購入に対する支援を行い、受け皿確保のための取組を行います。 

 ・ 強度行動障がい者のサービス利用開始に際しては、安心できる場所としての

本人への認識づけ、施設側の特性理解や関係づくり等のため何度も体験利用等

を繰り返すといった丁寧な調整が必要であるため、短時間でも利用可能なサー

ビス体験を促進するための支援を行います。 

 ・ 在宅で暮らしながら障害福祉サービスの安定的な利用ができていない強度行

動障がい児者が、安心で安定的な生活を送ることができるよう、エール（発達

障がい者支援センター）、市町村、支援事業者を含めた支援体制を構築し、課題

行動軽減のための環境調整、支援事業所のアドバイス体制構築、支援者の養成

強化などを一体的に行い、サービスの安定的な利用につなげる体制を整備して

いきます。 

 ・ 支援者のより高度な支援方法や実践力の更なる向上を図るため、事例検討や

実践を通じて支援技術や専門性を高めていく研修を行い、現場における支援の

中心となる中核的な人材の育成・確保を行っていきます。また、こうした研修

に参加しやすいよう環境整備を行っていきます。 

  ＜医療的ケア児者＞ 

 ・ 医療的ケア児の医療機関等への移動を支援するため、大型福祉タクシー、看

護師派遣に係る経費を助成し、保護者の経済的、身体的負担及び精神的負担の
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軽減を図ります。また、医療的ケア児の在宅生活支援のため、医療的ケア児に

対応できる訪問看護ステーションの充実を図ります。 

 ・ 医療的ケア児等支援センターを核とした医療的ケア児等の相談支援等を行い、

また、医療的ケア児等コーディネーターや関係機関等と連携しながら医療的ケ

ア児の地域生活を支援します。 

 ・ 常時医療的ケアが必要な重度障がい者の在宅生活を支えるため、看護職員を

配置して医療的ケア等を行う生活介護事業所やグループホームに対する支援を

行い、医療的ケアを要する者が、日中サービスを利用しながら地域生活を送る

環境づくりを促進します。 

(5) サービスの質の向上等 

○ 障害福祉サービス等の質の向上を図るため、苦情解決の推進、第三者評価の実

施及び結果公表の促進等に努めます。 

○ 強度行動障がい、重症心身障がい、医療的ケアを要する障がい児者など専門性

が求められるケースに対応するため、必要な研修を実施します。また、困難ケー

スへの対応など支援が難しいケースについてスーパーバイザーを派遣する仕組み

を構築します。 

○ 障害福祉サービスの提供に当たっては、県による市町村への適切な支援等、県

と市町村が協力・連携を図り、地域間におけるサービスの格差の解消を図るとと

もに、障害者総合支援法に基づく総量規制等を含め、サービス提供量の適正化を

図ります。 

○ 障害福祉サービスと医療、地域など関係者間の連携を深め、障がい者が地域で

暮らしていくためのネットワークを構築します。 

○ 鳥取県独自の事業所認定制度を設け、質の高いサービスを提供する障害福祉サ

ービス事業所を認定するなど、質の高い事業所を推奨する仕組みを検討します。 

○ よりよい障害福祉サービスの提供体制を構築するため、障害福祉サービス事業

所に対する指導監査を適切に実施します。 

(6) 人材の育成・確保 

○ 障害福祉サービス、障害児通所支援事業又は相談支援が円滑に実施されるよう、

サービス管理責任者、児童発達管理責任者、相談支援専門員等の人材養成を行い

ます。また、サービス管理責任者、児童発達管理責任者、相談支援専門員等の質

の向上や目指すべき方向性を示した「鳥取県障がい福祉人材育成ビジョン」をも

とに、各種研修をはじめとする人材育成を計画的かつ効果的に実施します。 

○ 社会福祉士、介護福祉士等の福祉専門職に関する奨学金制度を実施します。ま

た、障がいの特性を理解した支援員を養成します。 

○ 強度行動障がいの受入事業所等を増やすことにより、強度行動障がい者の安

心・安全な暮らしを確保するとともに、家族等の休息（レスパイト）にもつなげ

ます。 

○ 強度行動障がい児者の支援に関し、国の研修メニューによる支援人材の育成・

確保を図る他、より高度な支援方法や実践力の更なる向上を図り、地域における

中核的な人材を確保するため、県独自の研修を実施し、専門的人材の養成・確保

を行っていきます。 
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○ 強度行動障がい児者に対する身体拘束などの虐待を未然に防止するため、事業

所職員に対して必要な研修を行うとともに、スーパーバイザーの養成など必要な

事業を実施します。 

○ 障害福祉サービス等を継続的に提供できる支援体制を維持するため、県内外に

向けた障害児通所支援事業等のＰＲや仕事体験ツアーの実施及び福祉人材センタ

ー等における社会福祉事業従事者等への就業援助、研修等を行い、福祉人材を確

保します。 

○ 医療的ケアを要する障がい児者の生活を支援するため、介護職員等による痰の

吸引等の研修を実施し、痰の吸引等を行うことができる介護職員等の養成・確保

を進めます。 

○ 発達障がいや医療的ケアを要する障がい児者などに適切に対応できる人材を育

成するため、事業所職員への研修を行うほか、医療・福祉・教育の連携を進めま

す。 

○ 医療的ケアを要する障がい児者支援のための地域づくりを推進するため、各分

野にまたがる支援を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、

地域課題の整理・問題提起や地域資源の開発を行う等、医療的ケアを要する障が

い児者の支援に関して多岐にわたる役割を担う「医療的ケア児等コーディネータ

ー」を養成します。また、県地域自立支援協議会の専門部会において、人材育成

や養成研修に関する検討を行います。 

(7) 福祉用具の普及及び身体障害者補助犬の育成 

○ 補装具等の福祉用具に関する情報提供を適宜行い、その普及を促進するととも

に、市町村職員へ必要な情報提供を行い、日常生活用具の給付に係る市町村間の

格差解消を図ります。 

○ 身体障害者補助犬法に基づき、身体障害者補助犬（盲導犬等）の育成支援を行

い、また、身体障害者補助犬の受入れに関する普及啓発を行います。 

 

２．保健・医療 

【現状と課題】 

   障がい者が身近な地域において、保健・医療サービス、リハビリテーション等を受

けることにより、地域で安全・安心な生活ができるよう、医師、歯科医師、相談員な

どの支援者の確保を含め、障がい者の年齢に応じた切れ目のない支援を行うための体

制・支援制度等を充実させることが必要です。特に、常時、医療サービスを必要とす

る障がい者が地域で生活していくためには、身近な地域で適切な時期に適切な医療サ

ービスを受けられる体制を整備する必要があります。 

   精神障がい者の１年未満入院者の退院率は全国平均に比べて低い現状にあることか

ら、早期退院及び地域移行を推進するため、国の指針を踏まえて、精神障がい者が地

域の一員として安心して自分らしく暮らせる地域包括ケアシステムの構築を進めるこ

とが必要です。また、精神科救急医療体制の充実、ＡＣＴ（包括型地域生活支援）や

訪問看護等の整備と多職種・多機関による連携の強化を進めることが必要です。 

難病に関する施策として、相談支援の更なる充実や医療相談についての周知、体制

整備を推進することが必要です。 
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(1) 保健・医療の充実等 

 ○ 在宅で生活する障がい児者が増加していることから、病院・診療所、訪問看護

ステーション、相談支援事業所及び障害福祉サービス事業所、行政機関等とのネ

ットワークづくりを進めます。 

○ 在宅医療においては、医療機関同士の連携、更に医療・介護等の多職種連携が

不可欠とされるため、在宅医療連携拠点の確立と在宅医療を支える医療体制を推

進します。 

○ 障がい者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、

地域医療体制等の充実を図ります。その際、特に、高齢化等による障がいの重度

化・重複化の予防及びその対応に留意します。 

○ 医療的ケアを要する障がい児者等の在宅生活を支援するため、医療型短期入所

の確保や、重度障がい者を受け入れ医療的なケアを施す生活介護事業所などの障

害福祉サービス事業所への支援を行います。 

○ 医療行為が常時必要な障がい児者の地域生活を支え、より身近な地域で医療サ

ービスが受けられるようにするため、地域の医療機関と連携して地域での医療体

制の充実を図ります。併せて、難病者や障がい者等に対応できる医療人材（医師

及び看護師等）を養成するとともに、地域生活を支える訪問診療所や訪問看護事

業所の拡充に努めます。 

○ 医療的ケアを要する障がい児等の在宅生活への移行を支援するため、総合療育

センター、鳥取療育園、中部療育園等において、急性期病院入院中からの連携や、

退院後の訓練やリハビリテーション等を行います。また、障がい児者に対するリ

ハビリテーションを行う事業所に対する支援を行います。 

○ 鳥取県歯科医師会と連携し、障がい者の歯科診療等を身近な場所で実施できる

よう人材養成に努めます。 

○ 人工透析を要する腎不全、精神疾患、難治性疾患など障がいに対する継続的な

医療が必要な障がい者に対しては、身近な医療機関等における医療の提供、医学

的相談体制の整備等、適切な保健・医療サービス提供の充実に努めるとともに、

通院にあたっては、市町村とともに既存の支援制度の活用を図ります。 

○ 発達障がいの診療体制について、早期の支援につなげるために、専門医の確保

に加えて、地域の小児科医等が専門医と役割分担を行い、身近な地域でも発達障

がいの診療を可能とする体制づくりを進めます。 

(2) 精神保健・医療の提供等 

○ 精神保健福祉センターの研修会等の開催を通して、精神疾患に関する正しい知

識の普及を図るとともに、精神保健福祉相談等により精神疾患の予防や早期発

見・早期治療を促進します。 

○ 精神保健福祉センター及び保健所において、精神科医及び保健師等による相談

等を実施し、在宅の精神障がい者を支援します。 

○ 国の指針を踏まえ、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を目

指して、各圏域に、保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置し、必要な取

組について検討を進めます。 

○ 県民等に対する正しい知識の普及を図るとともに、偏見・差別や過剰な不安を
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除去する教育・啓発の取組を推進します。 

○ 高次脳機能障がい者の支援拠点機関において、専門的な相談支援、普及啓発、

研修会等を行います。また、市町村や相談支援事業所に対する研修会を開催する

など、高次脳機能障がい者の支援体制の充実を図ります。 

○ 精神科医や精神科医療に関わる専門職員の資質の向上を図るため、精神保健指

定医研修会等を開催するとともに、関係団体へ各種研修会の積極的な開催につい

て働きかけます。 

○ 自死を防ぐため、自死予防の県民運動の推進、自死予防の普及啓発、相談窓口

の整備、かかりつけ医と精神科医の連携、自死遺族へのケア等総合的な対策を講

じます。 

○ 精神障がい者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、

入院中の精神障がい者の早期退院（入院期間の短縮）を進め、以下の取組を通じ

て、精神障がい者が地域で生活できる体制を整備します。 

・ 休日、夜間等における精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化等に対応でき

るように、精神科救急医療体制の整備を行います。 

・ 非自発的入院である措置入院や医療保護入院患者の人権の確保のため、精神

医療審査会の機能の充実を図ります。 

・ 精神医療審査会において医療保護入院患者の医療の適正化に努め、精神疾患

で入院する患者の１年以内での退院を促進します。 

・ 措置入院した精神障がい者について、「鳥取県措置入院解除後の支援体制に係

るマニュアル」に基づき、措置入院解除後、地域で安心して生活を送れるよう

支援体制の構築を図り、地域における関係機関等と連携した対応を行います 。 

・ 警察や矯正施設等から自傷他害の恐れのある者として通報された精神障がい

者が精神保健指定医により医療が必要と判断された場合、適切な医療につなぐ

とともに、入院後は、医療機関と保健所等が連携を図りながら、早期退院を進

めます。 

・ 精神科病院の専門職員や市町村職員等向けの地域移行に関する研修会を開催

するとともに、相談支援事業所等との連携を深めます。 

○ 入院中の精神障がい者の早期退院（入院期間の短縮）を進めつつ、精神障がい

者の地域生活を支えるため、ピアサポーターによる支援や住居確保に向けた支援

等を行うとともに、全県的に多職種・多機関連携体制の構築を推進します。また、

精神障がい者の支援に携わる者の対応力向上を図り、相談支援業務を行う者や医

療従事者（訪問看護に従事する者を含む）等を対象とした研修や意見交換を実施

します。 

○ 精神障害者家族会連合会が実施する研修会など、当事者・家族等が実施する精

神保健福祉施策の取組を推進します。 

○ 市町村、保健所等が中心となり、心の健康づくりのための相談事業や健康教育

を実施します。 

○ 鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、危険ドラッグの製造・販売・

所持・使用等の防止を図ります。 

○ アルコール健康障害・薬物依存症・ギャンブル等依存症について、精神科医等
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による定例相談会の開催、家族教室の開催、ピアカウンセリング等を実施すると

ともに、市町村、相談支援事業所等を対象とする研修会を開催するなど、依存症

対策の効果的な実施を進めます。 

○ アルコール健康障害・薬物依存症・ギャンブル等依存症について正しい知識の

普及啓発を実施し、その予防を進めつつ、薬物依存症リハビリ施設に対する支援

を行い、薬物依存症者の社会復帰の促進を図ります。また、依存症支援拠点機関

（県のアルコール健康障害・薬物依存症・ギャンブル等依存症対策の中心的な役

割を果たす機関）等を設置し、支援の充実を図ります。 

○ 鳥取県アルコール健康障害・依存症対策推進計画に基づき、アルコール健康障

害、薬物依存症及びギャンブル等依存症に関する予防・相談から治療・回復に至

るまでの切れ目のない支援体制の構築を図るとともに、発生・進行・再発の各段

階に応じた対策を実施します。 

(3) 人材の育成・確保 

○ 看護師等の学校・養成所の教育の充実に向け、看護教員・実習指導者の養成、

教員研修等教育の充実を図り、資質の向上に努めます。 

○ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の医学的リハビリテーションに従事す

る者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図りま

す。 

○ うつ病等の精神疾患の早期発見・治療・支援等につなげるため、かかりつけ医

や医療従事者に対する研修を実施します。 

○ 地域において健康相談等を行う福祉保健局等・市町村の担当職員の資質の向上

を図るとともに、地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図ります。 

(4) 難病に関する施策の推進 

○ 障害者総合支援法の施行に伴い、障がい者の範囲に難病患者が追加され、障害

福祉サービスが利用できるようになったことについて周知・広報に努めます。 

○ 難病相談・支援センター（鳥取大学医学部附属病院及び国立病院機構鳥取医療

センター）において、難病患者からの各種相談に応じるとともに、県内の人工呼

吸器等装着患者宅への定期的な訪問や、電話等での現況確認等で継続的な支援を

行います。 

○ 小児期から成人期への円滑な支援の移行を図るため、難病相談・支援センター

と小児慢性特定疾病児童等支援相談窓口（一般社団法人つなぐプロジェクト）と

の連携を推進します。 

○ 難病患者の交流推進と最新の難病支援に関する情報提供を目的とする家族の集

いの開催や患者団体の支援を行います。 

○ 難病の特性や患者・家族の状況について、社会全体の理解を深めるとともに、

難病患者の医療費の負担軽減を図るため、難病患者医療法に基づく医療費助成を

適切に運用します。 

(5) 障がいの原因となる疾病等の予防・治療 

○ 妊産婦健診、乳幼児及び児童に対する健康診査、保健指導の適切な実施、周産

期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機会の活用により、疾

病・障がい等の早期発見及び治療、早期療養を図ります。 
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○ 糖尿病等の生活習慣病を予防するとともに、合併症の発症や症状の進展等を予

防するため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の

健康に関する生活習慣の改善による健康の増進、医療連携体制の推進、健康診査・

保健指導の実施等に取り組みます。 

○ 障がいの原因となる外傷等に対する適切な治療を行うため、救急医療、急性期

医療等の提供体制の充実及び関係機関の連携を促進します。 

 

３．安全・安心 

【現状と課題】 

障がい者が住み慣れた地域で安全に安心して生活できるよう、住民が相互に助け合

う「支え愛の地域づくり」を進めるとともに、地域で障がい当事者を含めた災害時の

避難体制の構築を図る必要があります。本県では、人的・物的支援を目的として、他

県や市町村、各種関係業界団体等と災害応援協定を締結し、被災者支援の体制整備を

進めています。 

災害発生時や避難所において障がい者に適切に必要な情報が伝わるよう、障がいの

特性に応じた情報提供を行うとともに、障がい特性を考慮した福祉避難所の確保・運

営のほか、障がい児者の個別避難計画に基づく対応や支援が重要です。令和３年５月

には、災害対策基本法が改正されて地域防災計画の定めるところにより、避難行動要

支援者ごとの個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされ、計画作成を進めていく

必要があります。 

また、障害福祉サービスは障がい者やその家族の生活に必要不可欠なものであり、

災害や感染症が発生した場合であっても感染対策等を講じながら、利用者に対して必

要なサービスが継続的に提供されるよう、これらの発生に備えた日頃からの備えや業

務継続に向けた取組等を推進することが重要です。 

   さらに、メールやファックスによる警察本部への緊急通報や消費者トラブル相談に

ついて障がい者への周知を図ることが必要です。 

  (1) 防災対策の推進、感染症等への備え 

○ 地域住民が主体となった支え愛マップの作成を通じ、障がい者等の要支援者に

対する災害時の避難体制等の構築や平常時の見守り体制づくり等を行うことによ

り、地域住民誰もが安心・安全に暮らすための取組を支援します。 

○ 災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障

害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、地域内外の他

の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に努めます。 

○ 障がい者の災害時対応に関し、避難体制、避難所運営や障がいの特性に応じた

情報伝達のあり方等について、災害時の市町村等対応マニュアル等を適宜修正す

るとともに、その周知に努めます。 

○ 県内の防災情報等をメール配信する「あんしんトリピーメール」や「あんしん

トリピーなび」について、文章をわかりやすく、伝わりやすい表記となるよう努

めます。 

○ 火事や救急時の消防本部への通報において、ファックスや多様な通信手段によ

る通報の取組を進めます。 
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○ 公共施設等の耐震化を推進するとともに、避難所としての利用が想定される学

校の体育館を中心にトイレの洋式化・スロープ設置等の整備に取り組みます。ま

た、市町村が管轄する学校についても同様の取組が行われるよう、市町村に対す

る働きかけを行います。 

○ 避難所のバリアフリー化を推進するとともに、感染症対策等を講じながら避難

所において障がい者が、必要な物資を含め、障がい特性に応じた支援を受けるこ

とができるよう、市町村における必要な体制整備の支援に努めます。 

○ 法令上スプリンクラーの設置義務がないグループホームに対しても、その設置

費用を補助することにより、施設の防火対策を強化し、障がい者が安心・安全に

暮らすことのできる環境の整備を促進します。 

○ 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障がい者に対する適切な

避難支援や、その後の安否確認を行うことができるよう、避難行動要支援者名簿

等や個別避難計画の作成等、市町村の取組の支援に努めます。 

○ 避難行動や避難所において配慮や支援が必要な障がい者を受け入れる福祉避難

所を設けるにあたり、平時における対象者の把握、住民への周知、施設及び資機

材の確保、運営研修の実施、応援要員の確保体制整備等の支援を市町村に対して

行います。 

○ 県や市町村で実施する防災訓練において、障がい者の参加を促すため、市町村

への働きかけや障害福祉サービス事業所、施設、当事者団体、障がい者支援団体

などと連携し、障がい者などの要支援者に係る災害対策の充実に努めます。 

○ 入所施設や通所施設などの福祉施設は、災害の際に自力避難が困難となる方が

多く利用することから、地域と連携し施設の災害対応力を高めておく必要があり

ます。そのため、福祉施設において、日頃から避難訓練等を実施するなど福祉施

設における避難対策の充実、強化を図ります。 

○ 医療的ケアを必要とする方の避難については、医療機器の搬送、避難所におけ

る電源やスペースの確保、医療機関との連携など、事前の十分な準備や配慮が必

要であることから、市町村が実施する訓練に対し必要な助言を行うなど、対応力

の向上のための支援を行っていきます。 

○ 島根原発の 30km 圏内に入る境港市及び米子市の障害者支援施設などについて、

原子力災害に係る避難計画を策定するとともに、避難訓練を実施するなど必要な

対策を講じます。 

 ○ 障害福祉サービス事業所内における感染症のまん延を防止するため、飛沫感染

や空気感染の予防に有効なマスクの着用、手洗い、手指消毒、換気等の平時から

の基本的な対策の徹底に加え、居住系サービスについては感染拡大対策の観点か

らの個室化を推進する等を進めていきます。 

○ 新型コロナウイルスへの対応の教訓を生かし、今後新たな感染症等が流行した

場合においても必要な事業継続が図られるよう、事業所に対し必要な支援を迅速

に行うことができるよう準備を整えます。 

(2) 防犯対策の推進 

○ 鳥取県警察で運用している、耳や言葉が不自由な方々からの緊急通報を受け付

ける「メール 110 番」、「ファックス 110 番」、「110番アプリシステム」について、
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より使いやすくする取組を進めるとともに、障がい者団体を通じて障がい者に周

知徹底・利用促進を図るほか、県警ホームページ等を利用した広報活動を実施し

ます。 

○ 障がい及び障がい者に対する理解を深め、警察署及び交番・駐在所に配置して

いる「改訂版コミュニケーション支援ボード」の活用等、障がい者とのコミュニ

ケーションを支援するための取組を推進します。 

○ 警察と地域の障がい者団体、福祉施設、行政等との積極的な連携を図り、必要

な情報が双方向で伝達される重層的な防犯ネットワークを整備して有効活用する

ことにより、犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努めます。 

(3) 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

○ 障がい者を含む消費生活上配慮を特に要する者に係る消費者トラブルの未然防

止や適切な解決を図るため、消費者教育・啓発の推進、消費者トラブル情報の提

供、消費生活相談の充実に努めます。 

○ 障がい者団体や福祉関係団体等と連携し、障がい者等を地域で見守るために、

消費者安全法に基づく「消費者安全確保地域協議会」の市町村単位での設置を推

進します。 

○ 障がい者等の消費者トラブルについて、研修などにより相談員のスキルアップ

に努めるとともに、市町村と連携・協力しながら消費者トラブルの解決に取り組

みます。 

 

４．情報アクセシビリティの向上・コミュニケーション支援の充実 

【現状と課題】 

   障がいがある人とない人が共に暮らす社会を構築するためには、障がいの特性に応

じて、障がい者が情報に十分アクセスでき、地域でコミュニケーションが取れること

が何よりも重要です。 

   令和４年５月には、障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進

法が成立し、地方自治体の責務として、地域の実情を踏まえ、障がい者が必要な情報

を取得・利用でき、意思疎通を図ることができるよう施策を実施することとされてお

り、障がいのある方への情報保障の取組を進めていくことが求められています。こう

した中、近年発達の目覚ましいＩＣＴ（情報通信技術）等を活用した、障がいのある

人の情報収集や発信、コミュニケーションのサポート等、多様な社会参加の促進に寄

与することが期待される取組を更に進める必要があります。 

   また、災害に関する情報を障がいのある人に確実に伝えるため、日頃から、障がい

特性に応じた情報伝達体制を整えておく必要があります。 

   なお、ろう者及び手話言語に関する施策に関して、別途「鳥取県手話施策推進計画」

において具体的に定めており、計画的に推進していくこととしています。 

(1) 情報アクセス・コミュニケーション支援の充実 

○ パソコンボランティアを養成・派遣し、障がい者の情報バリアフリーを推進し、

社会参加の促進を図るほか、情報アクセス向上事業等により、ロービジョンを含

む視覚障がい者等が情報にアクセスしやすい環境を整備します。 

○ ＩＣＴ相談窓口を中心としたＩＣＴ機器の利用等に関する支援体制の充実、電
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話リレーサービス、情報支援機器などＩＣＴ機器を活用した情報アクセシビリテ

ィの向上を図ります。 

○ 障がいの特性に合わせた情報支援機器の研究等を行い、意思疎通の困難さを可

能な限り解消するなど、コミュニケーションの促進・情報アクセシビリティの向

上を図ります。 

○ 喉頭摘出者など音声機能障がい者に対して、発声訓練などに係る支援の充実を

図るほか、県民に対する障がいの理解促進に努めます。 

○ 情報やコミュニケーションに関する支援機器に関する情報提供を行い、視聴覚

障がい者に対する利用の支援を行います。 

○ 教育機関において、障がいのある児童生徒がＩＣＴ機器を効果的に活用し、学

びの質を高め、主体的に学習に取り組むための環境整備の充実を図ります。 

(2) 情報提供の充実等 

○ 読書バリアフリー法の趣旨に基づいて、点字や音声などによるアクセシブルな

書籍等、資料の充実を図るほか、外出が困難な状況でも在宅等で読書を楽しめる

ようサピエ図書館等インターネットを利用したサービスを利用できる環境整備を

進めます。 

○ ロービジョンを含む視覚障がい者等に必要な情報が円滑に届けられるよう、文

字サイズを拡大した資料や点字化・音声化並びに代読・代筆サービスの拡大を進

めます。 

○ 老朽化して仮移転中の点字図書館・盲人ホームの在り方を検討します。また、

視覚障がい者支援センター等の設置により、点字図書館の機能強化を行い、視覚

障がい者やその家族の状況・ニーズ、ロービジョン・中途障がいなどの障がいの

状況等に合せて、情報アクセス支援等を行います。 

○ 障がい者の福祉サービスをはじめとする日常生活を送る上で必要な支援に関す

る情報を掲載した冊子等を利用し、障がい者への情報提供に努めます。 

(3) 意思疎通支援の充実 

○ 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等を派遣することにより

意思疎通を支援します。 

○ 聴覚等に障がいのある人とその他の人の意思疎通の支援を図るため、手話通訳

者・要約筆記者養成研修及び盲ろう者向け通訳・介助員養成研修を充実させ、意

思疎通支援を行う者の人材育成を図り、聴覚障がい者等の社会参加を推進します。 

○ 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の処遇改善に努め、これ

らの人材の確保・養成を図ります。また、手話通訳者等の負担軽減や頸肩腕症障

がいについても、関係団体等と協議し、必要な対策を検討の上、取り組みます。 

○ 盲ろう者支援センターを中心に、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業等の支援

を更に充実させるとともに、盲ろう者が必要な情報を取得・発信し、より自由に

行動して、社会参加を行うための環境を整備するため、継続的に関係団体と協議

を進め、引き続き、盲ろう者の立場に立った支援施策の充実を図ります。 

○ 失語症者とその他の人の意思疎通の支援を図るため、失語症者向け意思疎通支

援者養成研修を充実させ、意思疎通支援を行う者の人材育成を図り、失語症者の

社会参加を推進します。 
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(4) 行政情報の配慮 

○ 障がい者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充

実に取り組むとともに、ウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進し

ます。 

○ 音声コードの添付、ＦＡＸ番号の明示、誰でも見やすい資料の作成など障がい

者に配慮し、適切な情報提供のできる行政文書の作成を行います。 

○ 県民生活に直結する大きな制度改正やお知らせ事項について、点字版・音声版

の資料の作成・配付や手話言語による説明動画のホームページ掲載などを行いま

す。 

○ 点字又は音声による候補者情報の提供等、障がい特性に応じた選挙等に関する

情報の提供に努めます。 

○ 県主催のイベントなどにおける手話通訳・要約筆記等の配置、資料の点字化・

音声化等の状況について、定期的に点検し結果を公表します。 

  (5) 手話言語条例に基づく施策の展開 

   ○ きこえる人のろう者及び手話言語に対する理解を深める活動等を進め、地域、

職場等における手話言語の普及を進めます。また、手話パフォーマンス甲子園を

含む手話フェス等の取組を通じた手話言語に関する情報発信を継続するとともに、

難聴者・中途失聴者も手話言語が学べる機会づくりの検討等を通じて、誰もが手

話言語に触れ、学べる環境づくりを進めます。 

   ○ 小中学校・高等学校・特別支援学校において、手話言語の普及を進めます。手

話普及支援員派遣制度の充実を図るなどし、各学校における手話の取組を進め、

将来的には全学校で手話言語を学ぶ機会をつくります。 

   ○ 手話対応が可能な行政職員の増加に努めます。 

   ○ 確かな手話通訳技術を持ち、ろう者の歴史・文化を理解した手話通訳者の養成・

派遣を推進するとともに、通訳技術の向上を図ります。併せて、手話通訳業務の

意義・魅力を発信し人材確保につなげるとともに、手話通訳者等の健康管理、手

話通訳者の指導者養成方法等の検討を進めます。    

   ○ 聴覚障がい者センターを中心として、聴覚障がい者の相談ニーズを積極的に把

握し、課題解決を目指す相談事業を推進します。また、福祉施設入所・独居高齢

のろう者等の交流機会の創出についても検討します。 

   ○ 鳥取聾学校・難聴学級において、教職員の手話技術の向上等を通じてろう児が

授業内容を理解しやすい環境等を整備します。また、同年代の仲間との交流や共

同学習等を通じて、ろう児の社会性や豊かな人間性を育みます。そして、ろう児

の保護者に対しては、医療機関等と連携して、早期から聾学校が関与し、聴覚障

がいに対する理解の促進や手話言語学習機会を提供します。 

   ○ 遠隔手話サービス、電話リレーサービスの利用促進、定着化等を通じて、ＩＣ

Ｔを通じたろう者の新しい手話言語によるコミュニケーション環境の創出を目指

します。 

   ○ 地域における新しい手話言語表現の創出、古い地域手話の保存・伝承を通じて、

鳥取県内の手話言語の文化的発展を促進します。 
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５．生活環境 

【現状と課題】 

   障がい者の自立と社会参加を促進するためには、障がい者が安心して生活できる住

宅の確保、建築物、公共交通機関等のバリアフリー化やユニバーサル化を推進するこ

とで、誰にとっても生活しやすく、活動しやすい環境にすることが必要です。このた

め、令和４年 10月には、鳥取県福祉のまちづくり条例の一部改正が行われ、高齢者や

障がい者がより利用しやすい施設等の整備基準等が拡充されたところです。 

 ハートフル駐車場の整備が進むなど障がい者が外出しやすい環境は整ってきていま

すが、まだ、外出の際の駐車場や障がい者が使いやすいトイレの整備は充分とは言え

ないため、引き続き整備していく必要があります。また、誰もが自由に移動でき、行

きたいところに行けるよう、交通手段が限られがちな障がい者の日常生活の移動支援

の確保が必要です。 

(1) 住宅の確保 

○ 既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し、障がい者が住みやすい公共賃

貸住宅の供給を推進します。 

○ 鳥取県居住支援協議会によるあんしん賃貸支援事業を通じ、賃貸人、障がい者

双方に対する情報提供等の支援、必要な相談体制の整備等を行うとともに、家賃

債務保証制度の活用を促進し、障がい者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進し

ます。 

○ 民間賃貸住宅の改修費や家賃等の補助を行う「新たな住宅セーフティネット制

度」の活用を推進し、障がい者の住宅確保の支援を行います。 

○ 障がい者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具給付等事業により住宅

改修に対する支援を行います。 

○ 住まいの場であるグループホームの整備を推進するため、新規開設に必要な施

設整備経費を支援します。また、重度の障がいがあっても、住み慣れた地域で共

同生活ができるよう、日中・夜間を問わずサービス提供が可能なグループホーム

の整備と体制強化を図ります。 

(2) 公共交通機関のバリアフリー化の推進 

○ 障がい者が障がいのない者と等しく安全かつ円滑に移動できるよう公共交通タ

ーミナル、公共交通機関のバリアフリー化を働きかけます。 

○ 障がい者等が日常生活に必要なバスを安全かつ円滑に利用できるよう、低床型

バスの導入を促進します。また、タクシー、鉄道等においてもバリアフリー化、

ユニバーサル化が進むよう、交通事業者に働きかけます。 

○ ＵＤ（ユニバーサルデザイン）タクシーの県内での普及に伴い、ＵＤタクシー

による障がい者のスポーツ教室への参加など、ＵＤタクシーを活用した地域づく

りの取組を進めます。 

(3) 公共的施設等のバリアフリー化の推進 

○ 鳥取県福祉のまちづくり条例に基づき、事業者や県民等に対して福祉のまちづ

くりに関する広報活動を積極的に行います。 

○ 多数の人が利用する民間の公共的な施設（ホテル、旅館、レストラン、スーパ

ーマーケット等）に対する補助制度について、活用状況を点検し、必要な見直し
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を行うことにより、障がい者等が利用しやすい施設整備の促進に努めます。 

○ 県内外の障がい者が観光・行楽が楽しめるよう、宿泊・観光施設等における入

浴用車いすなど設備整備に対する支援を行うとともに、従業者向けの実践的な接

遇研修、刻み食等の講習会を開催するなど必要な取組を行います。 

○ 県の補助制度を含むとっとりＵＤプログラムの周知を図るため、パンフレット

やＳＮＳ等を活用した広報を実施します。このうち、施設整備及び運営・サービ

スに関し、利用者、専門家の立場で助言し、反映していただくことを目的とした

ＵＤアドバイザー制度において、アドバイザーの登録者数を増加させるため、福

祉関係団体等を通じて養成講習会の受講と登録を働きかけます。 

(4) 福祉のまちづくりの推進 

○ 施設を利用する障がい者団体、施設の設置者等から意見を募り、福祉のまちづ

くり条例の問題点等を点検した上で、必要な見直しを行います。また、市町村に

対して福祉のまちづくりの推進に向けた協議の場の設置を促します。 

○ 主要な生活関連経路における歩きやすい歩道の整備、視覚障がい者誘導用ブロ

ックの設置及び管理、利用しやすいバス停の整備等により、障がい者が移動しや

すい環境整備に取り組みます。 

○ 歩行者・自転車と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、音で歩行者

を誘導する視覚障がい者用付加装置付信号機等のバリアフリー対応型信号機、エ

スコートゾーン、見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進します。 

○ 障がい者が安全に自動車を運転できるよう、信号灯器のＬＥＤ化、道路標識の

高輝度化・大型化等を推進します。 

○ ハートフル駐車場を公共施設に積極的に設置するほか、民間に働きかけを行う

とともに、必要な支援を行い、ハートフル駐車場の設置箇所の増加や適正な利用

を促すなど、制度の充実を図ります。 

○ バリアフリーマップについて、適宜更新を行うとともに、施設の対応状況をホ

ームページ等で公表します。 

○ 地域における障がい者等交通弱者の移動手段を確保するため、路線バスに加え、

市町村有償運送や過疎地有償運送、乗合タクシーなど生活交通確保に関する様々

な市町村等の取組を支援します。 

 

６．雇用・就業等 

 【現状と課題】 

民間事業所における雇用は着実に増えていますが、まだ多くの障がい者が仕事を求

めています。 

  障がい者が地域で自立した生活を送るためには、就労が重要であり、働く意欲のあ

る障がい者がその適性に応じて能力を十分に発揮することが求められます。また、一

般就労を希望する人にはできる限り一般就労ができるように、就労移行支援サービス

等の利用を促進するとともに、就労を希望する障がい者のニーズや社会情勢が多様化

する中で、障がい者が働きやすい社会を実現するため、本人の希望や能力に沿った、

よりきめ細かい就労支援を提供することが必要です。 

  さらに、一般就労が困難で就労継続支援事業所等で働く人には、工賃の水準が向上
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するように、各事業所の工賃や就労の状況に応じた特徴を考慮し、それぞれの事業所

の特徴に応じた効果的な支援を行うなど、総合的な支援を進める必要があります。 

  障害者優先調達推進法に基づき、国や県をはじめとする地方公共団体等における障

がい者就労施設等からの物品等の優先的な調達も引き続き取り組む必要があります。 

 (1) 障がい者雇用の促進 

○ 障害者雇用促進法に基づき、障がいの有無にかかわらず均等な機会及び待遇の

確保を図り、就職を希望する障がい者がその適性に応じて能力を十分に発揮でき

るよう、企業や鳥取労働局など関係機関との連携を強化します。 

○ 障がい者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し，障が

い者を雇用する企業に対する支援を行うとともに、障がい者が働きやすい職場づ

くりのためのガイドブックや障がい者雇用の取組事例紹介動画などにより、障が

い者雇用に関するノウハウの提供等に努めます。 

 ○ 障がい者の大量雇用が見込める特例子会社を支援する制度により、障がい者の

雇用促進、職域の拡大を図ります。 

 ○ 法定雇用率を達成していない民間企業については、個別に伴走支援を行うとと

もに、ハローワークと連携した働きかけにより、法定雇用率の達成に向けた取組

を進めます。 

 ○ 使用者による障がい者虐待の防止など、労働者である障がい者の適切な権利擁

護のため、個別相談等に丁寧な対応を行うとともに、企業に対し、関係法令の遵

守に向けた指導、啓発等を行います。 

 ○ 企業研修会、良好な雇用環境にある企業の見学会などを行うとともに、障がい

者が働きやすい職場づくりのためのガイドブックや障がい者雇用の取組事例紹介

動画などにより、企業に対し障がい者雇用の啓発を行い、職場環境の改善を図り

ます。 

 ○ 聴覚障がい者の就労支援のため、手話通訳者等の派遣を行います。 

 (2) 特別支援学校における企業等と連携した職業教育の推進 

 ○ 企業等と連携して、特別支援学校に在籍する生徒が作業学習等で身に付けた知

識、技能、態度等を一定の基準により評価することにより、「働く力」「働く意欲」

等の一層の向上を図り、卒業後の職業的自立と社会参加を目指します。 

 ○ 特別支援学校に在籍する児童生徒の自立や社会参加を促進するため、ふるさと

キャリア教育、進路指導の充実を図るとともに、就労・定着支援員、進路指導主

事等を中心として職場開拓、障がい者雇用を一層推進し、就職や実習の受け入れ

企業等との連携を強化します。 

 ○ 特別支援学校生徒が卒業後に職場等に定着することを目指し、各特別支援学校

及び障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、障がい者職場定着推

進センター及びハローワーク等の関係機関との連携を図り、フォローアップ体制

を強化します。 

 (3) 総合的な就労支援 

 ○ ジョブコーチの更なる養成に加え、県内に３か所ある障害者就業・生活支援セ

ンターとの連携強化を図るとともに、労働、福祉、教育等の関係機関との連携の

下、障がい者の就業面と生活面での支援を一体的に行い、企業に対しても助言を
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行うほか、職場内で障がい者に寄り添うとっとり障がい者仕事サポーターの養成

や職場の相談員研修会などを通じて、職場への定着に向けた支援を実施します。 

 ○ 障がい者の職業能力開発を推進するため、障害者職業センターや隣県の国立の

障害者職業能力開発校と連携し、県立の職業能力開発校において、障がい者の態

様に応じた訓練を設定し、職業訓練を実施します。 

 ○ 障害者就業・生活支援センターの登録者、就労移行支援事業等の利用者、特別

支援学校の生徒等の職業訓練機会の充実を図るため、多様な地域の委託訓練先を

開拓し、障がい者の態様に応じた多様な委託訓練を実施します。 

 ○ 障がい者職場定着推進センターを設置（米子と倉吉）し、障害者職業センター

と連携し、県内全域に質の高いジョブコーチ支援を提供していきます。 

 ○ 障がい者雇用にあたって、職場実習（原則２週間）や試行的雇用であるトライ

アル雇用（最長３か月）など、企業と障がい者相互の理解を深め常用雇用に結び

つける支援策を周知することにより、事業主の障がい者雇用への不安の解消と理

解の促進を図ります。 

 ○ 福祉施設から一般就労への移行を促進するため、就労移行支援事業所、就労継

続支援事業所の就労系サービスの充実を図ります。 

 ○ 就労移行支援事業所等における一般就労移行を促進するため、積極的な企業等

での実習や事業所が取組むスキルアップ研修の支援を図ります。 

 (4) 障がいの特性に応じた就労支援 

   ○ 難病患者の雇用の促進のため、難病相談・支援センターを中心にハローワーク

等関係機関と連携を図り、相談、援助、情報提供等を行います。 

 ○ 通勤や職場等における支援により重度障がい者等の雇用や自営を含む就労が広

がるよう、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の実施を市町

村に働きかけるとともに、（独法）高齢・障害・求職者雇用支援機構や鳥取労働局

等と連携し、重度障がい者を雇用する企業への関連助成金制度の活用促進、普及

啓発・相談対応を行います。 

 ○ 障がい者の能力や特性に応じた働き方を支援するため、障がい者のニーズを踏

まえつつ、短時間労働やテレワークなど、多様な働き方の実現に向けた就労環境

の整備を進めます。 

 ○ 在宅での就業やＩＣＴ（情報通信技術）を活用した就業など、多様で柔軟な働

き方を進めるうえで、支援機関等による相談、コーチングや技術的支援などアウ

トリーチ対応も含めた支援環境づくりに努めます。 

 ○ 発達障がい者を支援するためのネットワークを構築するとともに、鳥取労働局、

県等が加わった県レベルでの発達障がい者就労支援ネットワークを構築し、発達

障がい者の就労促進のための体制を整備します。 

 ○ 農業分野等における障がい者雇用を推進するため、関係機関と連携しながら、

障害福祉サービス事業所及び農業法人等に、障がい者雇用のノウハウ、福祉農園

の開設・整備や福祉・農業関係者を対象とした研修会の開催等に係る交付金など

の関連情報等の提供を行います。 

 (5) 工賃向上に向けた取組（鳥取県工賃３倍計画を統合） 

障がい者が地域で経済的に自立した質の高い生活をするために必要な所得を確保
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できるように、工賃水準の向上を図るため、平成 19年度から鳥取県工賃３倍計画を

策定してきました。 

計画に沿って、工賃向上に向けた取組を進めてきた結果、工賃支払総額は大きく

増加し、第３期計画期間中に当初の３倍を達成しました。（H19：２億 1,919 万円→ 

R４:６億 9,932万円） 

工賃向上に係る計画を鳥取県障がい者プランに統合するにあたり、以下のとおり

「魅力ある就労 B 型実現目標」を定め、その実現に向けて各種支援策に取り組んで

いきます。 

  「魅力ある就労 B 型実現目標」 

   ① 工賃の向上に関する全体目標 

・工賃支払総額について、計画策定当初（H19）と比較して、４倍以上の水準

を目指します。（令和１１年度の工賃支払総額 ８億７，６７６万円以上を目指

すもの） 

・就労継続支援 B型事業所の平均工賃月額について、年 2.2％以上の伸びを確

保することを目指します。（令和 11年度の平均工賃月額 23,731 円以上を目指す

もの） 

   ② 就労時間の向上に関する全体目標 

就労継続支援 B 型事業所の利用者の一人当たり月平均就労時間を上昇傾向に

転換させることを目指します。（平成 24 年度から令和４年度の間に、一人当た

り月平均就労時間が約１割の減少傾向にあり、これを上昇傾向に転換させるこ

とを目指すもの） 

   ③ 満足度の向上に関する全体目標 

就労継続支援 B型事業所の利用者の満足度が限りなく 100％に近づくよう、利

用環境の充実を目指します。（利用者の満足度のモニタリングのため、定期的に

満足度アンケート調査を実施するもの） 

    ※ 本目標は、県全体として目指すべき水準を示すものであり、利用者それぞ

れの工賃や就労時間は、個々の就労状況や個別支援計画の内容等を踏まえて

決定されるものであって、一律に工賃・時間増を求めるものではない点に留

意が必要。 

  ○ 県と市町村はそれぞれの障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定し、調

達方針で定める目標が達成できるよう、事業所の製品・サービスの調達に取り組

みます。県がこの法律に基づく措置を行うことはもちろんのこと、全市町村にお

いてこの法律に基づく調達方針の作成・実績公表等を着実に行っていただくよう

働きかけます。また、ＮＰО法人鳥取県障害者就労事業振興センターに「共同受

注窓口」を設置し、行政機関や民間企業等からの受注を行い、事業所との調整を

行います。 

  ○ 工賃向上に積極的に取り組む事業所に対して、事業所の商品・サービスの販売

促進のため、NPO 法人鳥取県障害者就労事業振興センターを通じ、専門家の派遣、

事業所の商品・サービス情報の収集、商談会参加支援等を行います。また、複数

の事業所が連携協力して行う取組（作業の分担実施や商品・サービスの共同開発
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等）についても、関連団体の協力を得ながら必要な支援を行います。 

  ○ 事業所が工賃向上のために新商品・新サービス等を開発するための経費の助成

を行います。また、工賃向上のためには、企業と連携することが重要であること

から、あらかじめ事業所と共同連携して新商品の開発等を行う企業に対し、開発

経費等の助成を行います。 

  ○ 東中西部の各県域に農福連携推進コーディネーターを配置し、仕事を求める事

業所と人手を求める農家との農作業受託のマッチングを進めるとともに、農業を

自主事業とする事業所の育成を進めるため、生産拡大のための農耕機具等の経費

の助成を行います。また、NPO法人鳥取県障害者就労事業振興センターを通じて、

農業を自主事業とする事業所等へコーディネーターや専門家を派遣するとともに、

栽培された農作物や農産加工品等を販売する農福マルシェの開催、他県マルシェ

への出店支援を行います。  

  ○ 共同作業場であるワークコーポとっとりについて、高単価作業獲得のための営

業努力、生産管理体制の強化を図り、より多くの事業所が参加し高い水準の工賃

を獲得できるよう引き続き進めていきます。また、事業所の支援員が少ないこと

や障がい特性により、ワークコーポとっとりでの施設外就労が難しい事業所につ

いては、ワークコーポとっとりからの外注案件の調整を行い、事業所内で行う作

業を高単価作業に転換していきます。  

  ○ 事業所の職員の支援の質の向上のため、NPO 法人鳥取県障害者就労事業振興セ

ンターを通じて、職員の経験年数や職位に合わせた人材育成研修を行い、事業所

の「人づくり」の支援を行います。また、ＩＣＴ活用による業務の効率化等を進

めることで、職員の業務負担軽減、人材確保等を図ります。 

  ○ 利用者の満足度や就労意欲の向上を目的として、事業所が行う職場環境の整備

や生産活動以外の利用者の意欲向上に繋がる主体的活動等の取組を支援します。

また、利用者の満足度を把握するアンケート調査を定期的に実施します。 

  (6) 年金・手当等 

 ○ 障がい者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業

の促進に関する施策との適切な組合せの下、障害基礎年金や特別障害者手当等の

充実について、必要に応じて国に要望していきます。また、受給資格を有する障

がい者が確実に障害年金等を受け取ることができるよう、制度の周知に取り組み

ます。 

 ○ 知的障がい及び精神障がいのある人における障害基礎年金などの個人財産につ

いては、成年後見制度の利用により、適切に管理されるよう支援します。 

 

７．教育、スポーツ 

【現状と課題】 

 学校卒業後においても、障がいの有無にかかわらず共に学ぶ場が広がるよう、地域

等で開催される各種研修、講演、講義やイベント開催において、主催者へのＵＤ（ユ

ニバーサルデザイン）タクシーの活用支援や手話通訳者や要約筆記者の派遣を通じた

情報保障、意思疎通支援に取り組むほか、図書館利用に障がいがある方を対象として、

大活字本や録音図書の提供、希望の図書を代わりに読む対面音訳、図書の郵送貸出な
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どの「はーとふるサービス」を提供してきました。今後も、障がい者の生涯を通じた

多様な学習活動の充実を進めていくことが必要です。 

 スポーツ分野では、障がい者が身近なところで気軽にスポーツに参加できる場所や

指導する人材が必ずしも十分ではありませんでしたが、令和２年７月のユニバーサル

スポーツセンター「ノバリア」（布勢総合運動公園内）のオープンなどに伴い、活動

場所の確保や指導者確保に向けた取組を進めているところです。 

 また、全国ろうあ者体育大会（令和元年）、東京パラリンピックの開催を通じた障

がい者スポーツ機運の醸成を図ってきました。今後とも、障がいの有無にかかわらず、

共に学び、楽しめる場づくりと障がい者が個性を発揮、表現でき、地域でいきいきと

暮らすための環境づくりを進めることが必要です。 

(1) 教育 

 ○ 障害者の権利に関する条約に基づき、共生社会の実現に向けてインクルーシブ教

育システムの構築を目指し、特別な支援を必要とする幼児児童生徒一人の教育的ニ

ーズに応じた「多様な学びの場」の整備や、合理的配慮の提供、教職員の指導力向

上により、障がいのある子どもとない子どもが共に学ぶ仕組みを構築します。 

 ○ 発達障がいを含めた障がいのある全ての児童生徒等に対して適切な教育を行うと

ともに、早期から一貫した切れ目ない指導及び関係機関と連携した支援を行う仕組

みを整備します。 

 ○ 特別支援学校、特別支援学級及び通常の学級に在籍する「特別な支援を必要とす

る」児童生徒等一人一人の可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することがで

きるよう、必要な支援を行う環境を整え、全ての教職員における特別支援教育に関

する指導の充実を図ります。 

 ○ 各地域において教育資源の組合せ（スクールクラスター）による、特別支援体制

の構築を促進します。 

 ○ 障がいや障がい者に対する県民一人ひとりの理解を深めるため、学校、地域、企

業など多様な対象に向けて障がい者等への配慮や理解を深める講座を開催するなど、

多様な機会を捉えてあいサポート運動を推進します。 

 ○ 各種研修、講演、講義やイベント開催おいては、情報保障、意思疎通支援など合

理的配慮により、障がいの有無にかかわらず共に学ぶ場を拡大します。 

 ○ 県立図書館において、図書館利用に障がいがある方を対象とした「はーとふるサ

ービス」を充実するほか、視覚障がい等により、読書に困難を抱える方が身近に読

書を楽しめるよう、ライトハウス点字図書館や市町村立図書館等と連携し読書バリ

アフリーに向けた環境整備を図ります。 

(2) スポーツ等の推進 

○ パリパラリンピックや 2025東京デフリンピック等を見据え、県内の障がい者アス

リートのうち有望な選手や団体を強化指定し、トレーニング、合宿、大会への参加

等に必要な支援を行います。 

○ 2025デフリンピック東京大会は、日本で初めて開催され、世界中から聴覚障がい

のある方を含め多くの方が訪れ、デフスポーツを広めるよい機会であるため、アス

リート、自治体、スポーツ関係団体等と連携を図りながら、県内の様々なイベント

で周知を行うなど、大会の認知度向上に向けた取組を積極的に行っていきます。 
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○ 障がい者スポーツにおける全国レベルの指導者を招へいし、県内の障がい者アス

リートを指導する合宿を開催するなど、指導面での充実を図ります。 

○ 障がい者スポーツにおいて、メンタル、栄養、ドーピングをはじめとする医科学

サポートの充実に取り組みます。 

○ 障がい者が楽しみながらスポーツを継続できる環境の整備や、障がい者スポーツ

を推進する指導人材の育成、県内各地での活躍の場の確保に取り組みます。 

○ 障がい者の各種スポーツ大会等の開催を通じて、障がい者のスポーツの普及を図

るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支援します。また、障が

い者スポーツ大会等に協力するボランティア等の参加拡大、障がい者と健常者が参

加するスポーツ大会の開催など、障がい者と健常者の交流の場を設けていきます。 

○ 全国障がい者スポーツ大会等への参加支援等、スポーツ等における障がい者の国

内外の交流を支援します。 

○ 年少期から高齢期を通じて、身近な地域で障がい者が、障がいの特性や程度に応

じて、スポーツに触れる機会を増やすため、市町村との連携を強化します。 

○ 障がい者スポーツに係る大規模大会や合宿誘致に向け、競技団体や市町村と協力

し、誘致活動の取組を推進します。 

 

８．文化・芸術活動（鳥取県障がい者による文化芸術活動推進計画(第２期)） 

【現状と課題】 

本県では、平成 26 年度に開催し、障がいのある人の社会参加意識の向上や障がい理

解の促進など大きな成果を生んだ「第 14回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会」

や、平成 28年に発足した障がい者の芸術文化活動推進知事連盟のキックオフイベント

として開催した「東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者アートフェス

タ 2016」などを契機として広がった障がいのある人の文化芸術活動の推進に向けた取

組を更に発展させるため、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成 30年

法律第 47号。以下「障害者文化芸術推進法」という。）第８条第１項の規定に基づき、

平成 30年 10月に「鳥取県障がい者による文化芸術活動推進計画」（以下「第１期計画」

という。）を策定しました。 

障がいのある人の文化芸術活動拠点「あいサポート・アートセンター」（以下「アー

トセンター」という。）の設置（平成 30年度）をはじめ、「日本博を契機とした障がい

者の文化芸術フェスティバル in 中国・四国ブロック」の開催（令和２年度）、障がい

のある人の文化芸術作品に特化したバーチャル美術館「鳥取県立バリアフリー美術館」

の創設（令和４年度）など、これまでの取組により、障がいのある人の文化芸術活動

を推進するための環境づくりは着実に進んでおり、県内の障がいのある人が創造する

美術作品や公演等の中には、全国的に高い評価を受け、県内外へ幅広い発信力を持つ

ものも生まれています。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大により、文化芸術活動の鑑

賞機会や発表機会が失われるなど、大きな影響を受けました。また、福祉施設等にお

ける芸術文化活動に関するノウハウの共有や指導者の確保、障がいのある人の芸術文

化活動に関わる人（支援者や鑑賞者等）の裾野拡大、公演等における合理的配慮の推

進による文化芸術へのアクセシビリティの向上、並びにこれらの課題に対応するため
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の福祉施設や文化芸術施設等をはじめとした関係団体・機関等との連携強化など、様々

な課題も存在しています。 

（第２期計画において目指す姿） 

本来、文化芸術は、障がいの有無にかかわらず、誰もが対等に享受・創造する権利

があり、その作品等は、芸術上の価値に応じて適切に評価され、取り扱われるべきも

のですが、現状では障壁や制限，それによる負担も生じているため，これらを解消し，

障がいのある人とない人が共に参加し，楽しめるようにするための具体的な対応が必

要となっています。 

障がいのある人による文化芸術活動の推進は，現在生じている文化芸術活動への参

加や創造における物理的・心理的障壁を取り除き，誰もが多様な選択肢を持ち得る社

会を構築するためのものであり，文化芸術活動全般の推進や向上に貢献し，社会に新

しい価値の提案をもたらすと同時に，共生社会の実現に寄与するものです。また、一

人一人の多様な幸せであり，社会全体の幸せでもあるウェルビーイング（We11-being）

の理念の実現にとっても重要な意義を持っています。 

第２期計画の期間においては、第１期計画における取組の成果や課題等を踏まえつ

つ、東京オリンピック・パラリンピックのレガシーを受け継ぎ、2025 年の大阪・関西

万博やその後の更なる発展も見通して取組を推進することが重要となります。 

障害者文化芸術推進法の理念を踏まえ、あいサポート条例で示した考え方を具体化

するため、引き続き、障がいのある人が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれ

を創造する活動を促進するとともに、障がいの有無にかかわらず文化芸術を通じて共

に交流する機会を創出することで、障がい理解を深め、共に、お互いの人格と個性を

認め合いながら生き生きと暮らしていける社会の実現に向け、県民のみなさんと一緒

に推進していきます。  

（推進体制） 

 県、市町村、障がい福祉関係団体等で一丸となって、アートセンターと共に、次の

(1)～(7)に示す取組により、障がいのある人の文化芸術活動を推進していきます。 

（推進方針） 

(1) 文化芸術の鑑賞の機会の拡大（法第 9 条関係） 

文化芸術は、人々の創造性を育み、その表現力を高めるとともに、人々の心のつな

がりや相互理解、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであ

り、文化芸術はそれ自体が固有の意義と価値を有し、特に本物の文化芸術の鑑賞は、

豊かな人間性や創造性を涵養し、感動や共感、心身の健康など、人々に多様な恩恵を

もたらすものであることから、障がいの有無にかかわらず、文化芸術に触れ、鑑賞す

る機会を拡大することが重要です。 

＜今後の取組の方向性＞ 

〇 文化芸術の公演等において、ロービジョンを含む視覚に障がいのある人等に対し

てはプログラムやパンフレットの音声コード化や音声ガイドの導入、対話による共

同鑑賞等に、聴覚に障がいのある人に対しては手話通訳や要約筆記の設置等に取り

組むとともに、視覚や聴覚に障がいのある人等が映画を楽しむことができるよう、

バリアフリー映画の普及に取り組みます。また、知的障がい・発達障がいのある人

やその家族も参加しやすい公演の開催を促進するなど、障がい特性にかかわらず、
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障がいのある人等が文化芸術に親しめる環境づくりを進めます。 

〇 読書バリアフリー法の趣旨に基づいて、点字図書館や県立図書館等において、ア

クセシブルな書籍等を貸し出すとともに、聴覚障がい者センターにおける字幕入り

ＤＶＤの貸出により、ロービジョンを含む視覚障がい者等、聴覚障がい者が日常的

に文化・芸術に親しめる環境づくりを進めます。 

〇 障がいのある人が文化芸術施設等を円滑に利用できるように、公共の文化芸術施

設等のバリアフリー化を推進するとともに、「鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助

金」等により、民間の文化芸術施設等の構造及び設備の整備を進めます。また、文

化芸術施設等と連携し、公演等における情報保障をはじめとした鑑賞サポートの充

実を図ります。 

〇 鳥取県障がい者舞台芸術祭「あいサポート・アートとっとり祭」（以下「とっとり

祭」という。）、鳥取県障がい者芸術・文化作品展「あいサポート・アートとっとり

展」（以下「とっとり展」という。）、「障がいのある人とない人が共につくる劇団『じ

ゆう劇場』による公演」等の開催により、障がいの有無にかかわらず文化芸術を共

に楽しみ、県民の障がいへの理解を進めるための環境づくりを進めます。 

〇 手話パフォーマンス甲子園を含む手話フェス等では、大型モニターでの手話通訳

や要約筆記の一体表示や音声ガイドの導入をはじめとする、情報保障の充実を図り、

文化芸術活動を鑑賞しやすい環境を整備します。 

〇 インターネット上のバーチャル美術館「鳥取県立バリアフリー美術館」の運営や

「とっとり祭」等のオンライン配信など、デジタル技術を活用した文化芸術へのア

クセシビリティ向上を進めます。 

(2) 文化芸術の創造の機会の拡大（法第 10 条関係） 

文化芸術は、活発で意欲的な創造活動により生み出されるものであることを踏まえ、

障がいの有無にかかわらず、文化芸術を行う者の創造性が十分に発揮されるとともに、

その地位の向上が図られ、その能力を十分に発揮されるよう、文化芸術活動を創造す

る機会を拡大することが重要です。 

＜今後の取組の方向性＞ 

〇 「鳥取県障がい者アート活動支援事業補助金（以下「アート補助金」という。）（文

化芸術活動促進事業）」により、社会福祉施設、学校等において障がいのある人が取

り組む文化芸術活動を支援し、障がいのある人が必要な支援を受けつつ、より幅広

い分野の文化芸術を創造することができる環境の整備を進めます。 

〇 アートセンターを中心に、福祉施設等へのスタートアップ支援（アート補助金の

活用促進、企画支援、出張ワークショップ等）を行い、障がいのある人による文化

芸術活動の裾野を拡大します。 

〇 幅広い分野の参加体験（ワークショップなど）を行うことで、これまで文化芸術

活動に取り組んできた障がいのある人もこれから新たに文化芸術活動に取り組む障

がいのある人も、幅広い分野の選択肢の中から自分に合った分野に取り組むことが

できるよう支援します。 

(3) 文化芸術の作品等の発表の機会の確保（法第 11 条関係） 

自らが創造した文化芸術の作品等を多くの人に見てもらうことは、文化芸術活動を

行う者の生きがいにつながり、また、その功績が社会から評価され、一層尊敬、尊重
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されることで更なる文化芸術の発展へつながるような、持続可能性のある社会を築く

ことが必要であることから、障がいのある人による文化芸術の作品等の発表の機会を

確保することが重要です。 

＜今後の取組の方向性＞ 

〇 「とっとり祭」「とっとり展」を開催し、障がいのある人の作品等の発表機会を確

保します。 

〇 アート補助金（個展等開催事業）により、障がいのある人の文化芸術の作品等を

発表する機会の創出を進めます。 

〇 本県の障がい者文化芸術の発信や水準向上、共生社会の実現に向けた牽引力とな

ることが期待される優れた文化芸術活動を支援します。 

〇 障がい者アートを積極的に展示する「鳥取県はーとふるアートギャラリー」の認

定を促進し、県民が気軽に障がい者アートを楽しむ機会を創出します。 

〇 国や障がいのある人の文化芸術を通じた国際交流事業を実施する団体等と連携し、

又は本県の国際交流事業を活用し、障がいのある人の優れた文化芸術活動の成果を

海外に発信します。 

〇 障がいのある人の文化芸術活動の取組等について、インターネットや県広報物等

で情報発信していますが、県民へ充分浸透しているとは言いきれないことから、よ

り多くの方に障がいのある人の優れた芸術作品に触れていただき、障がいのある人

による文化芸術への理解を深めるため、更なる情報発信を実施します。 

〇 令和７年に開館予定の鳥取県立美術館をはじめとした文化芸術施設や企業等との

連携、県・市町村等が行う様々な催しとの連携を更に進め、県内各地域における発

表機会の拡大を図ります。 

〇 2025年大阪・関西万博を、障がいのある人による文化芸術を含めた、本県の文化

芸術による共生社会の実現に向けた取組を積極的に発信する機会とします。 

(4) 作品等の評価、販売、権利保護等の推進、相談体制の整備（法第 12 条～14 条、16 条

関係） 

自らの作品等が適切に評価され、その評価に見合った適切な取扱いが受けられるこ

とは、障がいの有無にかかわらず、当然の権利であり、著作者の権利及びこれに隣接

する権利は、思想又は感情の創作的な表現物である著作物等の<創作－流通－利用>の

サイクルの維持・発展を担う法的なインフラとして、文化芸術の振興の基盤をなすも

のです。このため、作品等の実情の調査及び専門的な評価、芸術上価値の高い作品等

の適切な記録及び保存、販売等の支援、並びに所有権、著作権その他の権利の保護を

図るとともに、文化芸術活動についての相談体制を整備し、障がいのある人やその支

援者をサポートすることが重要です。 

また、評価の高い作品等を創作する障がいのある人については、その才能を伸ばす

とともに、その活動が持続可能なものとなるよう、作品等の販売ルートの紹介・開拓

や所有権、著作権その他の権利の保護等について支援することが重要です。 

＜今後の取組の方向性＞ 

〇 アートセンターを中心に、障がいのある人の作品等についての実情を調査し、優

れた作品をデジタルアーカイブ化するとともに、アートセンターが行う作品展示や、

「鳥取県はーとふるアートギャラリー」、インターネット上に常設している鳥取県立
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バリアフリー美術館で紹介します。 

〇 「とっとり展」で、障がいのある人の文化芸術作品を募り、県が設置する審査会

において芸術上価値が高い作品を審査・表彰することにより、作品を専門的な見地

から評価する機会を設けます。 

〇 アートセンターを中心に、障がい福祉サービス事業所の職員、文化芸術関係者等

を対象に、芸術上価値の高い作品等の適切な記録、保存方法、販売等の支援、及び

所有権、著作権その他の権利の保護等について学ぶ研修会を開催するとともに、当

該研修会の開催について更なる周知と内容の充実を図り、支援の質の向上を図りま

す。 

〇 評価の高い作品等を創作する障がいのある人については、必要に応じて、作品等

の適切な記録、保存方法、販売等の支援や所有権、著作権その他の権利の保護等に

ついて指導・助言ができる専門家を招聘するなど、支援体制を整備します。 

〇 アートセンターを中心に、積極的な訪問による対応を含め、障がいのある人の文

化芸術活動全般についての相談を受け付け、アドバイスを行うとともに、必要に応

じて専門家や関係機関の紹介を行います。また、必要な支援が、福祉施設等へ所属

していない人も含めて幅広く届くよう、アートセンターの認知度向上を図ります。 

〇 障がいのある人による芸術文化活動が多様な経済活動へとつながるよう、企業等

と連携して取り組みます。 

(5) 文化芸術活動を通じた交流の促進（法第 15 条関係） 

文化芸術活動を通し、障がいの有無にかかわらず住民が心豊かに暮らすことができ

る住みよい地域社会を実現するために、文化芸術活動を通じた交流の促進が重要です。 

＜今後の取組の方向性＞ 

〇 参加体験（ワークショップなど）の機会を提供し、障がいの有無にかかわらず共

に文化・芸術活動を行い相互に交流する場を提供します。 

〇 特別支援学校の取組を支援する「共生社会をめざす文化芸術・スポーツ活動推進

事業」等により、文化芸術活動を通じて、特別支援学校の生徒等と、他の学校の生

徒等との交流を支援します。 

〇 学校への訪問公演等により、子どもの頃から、障がいのある人による文化芸術活

動に触れる機会や、障がいのある人と交流する機会を広げます。 

〇 国や障がい者の文化芸術を通じた国際交流事業を実施する団体等と連携し、又は、

本県の国際交流事業を活用し、文化芸術に係る国際的な催しへの障がい者の参加を

進めます。 

〇 障がいのある人が、文化芸術活動を通じて、子どもや高齢者、幅広い活動分野の

人たちと共に文化芸術活動を行い、交流する機会の創出を支援することで、障がい

のある人の社会参加の推進及び障がいや障がいのある人に対する理解を進めます。 

(6) 人材の育成（第 17 条関係） 

(1)～(5)の取組を進めていくため、障がいのある人による文化芸術活動の推進に寄

与する人材の育成が重要です。 

＜今後の取組の方向性＞ 

〇 アートセンターを中心に、障がい福祉サービス事業所の職員、文化芸術関係者等

を対象に、芸術上価値の高い作品等の適切な記録、保存方法、販売の支援、及び所
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有権、著作権その他の権利の保護、鑑賞サポート等について学ぶ研修会を開催しま

す。また、研修の開催にあたっては、オンラインでの参加も可能とするなど、参加

しやすい環境を整え、受講機会の拡大を図ります。 

〇 アートセンターで開催する、障がい福祉サービス事業所の職員等を対象とした美

術や舞台芸術等の幅広い分野の参加体験（ワークショップなど）により、新たな分

野の芸術文化活動を学ぶ機会を提供します。 

〇 障がいのある人の芸術文化活動には、自己肯定感の向上やコミュニケーション能

力の拡大といった効果があるとともに、その作品の中には高い評価を受け、既存の

文化芸術に対して新たな価値観を投げかけるものも多く存在することについて、身

近な支援者であるご家族や福祉施設の職員等への理解促進を図ります。 

〇 障がいのある人の文化芸術活動を支援する県内アート人材等のリスト化やネット

ワークづくりを進めます。 

(7) 関係者（国・地方公共団体、関係団体、大学、産業界等）の連携協力（第 19 条関係） 

(1)～(6)の取組を円滑かつ効果的に推進するため、関係者の連携協力に取り組むこと

が重要です。 

＜今後の取組の方向性＞ 

〇 県内の障がい福祉関係団体、文化芸術関係団体、障がい福祉サービス事業所、行

政機関等で構成する「鳥取県障がい者・芸術文化活動推進委員会」において、本県

の障がいのある人の文化芸術活動の推進のための施策を審議し、構成委員相互で連

携していきます。 

〇 2025年大阪・関西万博やその後の更なる発展も見通して、47都道府県が加盟する

「共生社会の実現を目指す障がい者の芸術文化活動推進知事連盟」を中心に、障が

いのある人の文化芸術活動を促進する取組を、他の都道府県と連携して展開します。 

 

９．差別の解消及び権利擁護の推進 

【現状と課題】 

   全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、平成 25年に障害者差別解消法が制定

（平成 28 年４月施行）されました。これにより、国において、施策の基本的な方向

や対応要領・対応指針の基本となる「基本方針」を策定し、県は当該指針に即して職

員対応要領などを作成し、障がいを理由とする差別の解消の推進に取り組むこととな

りました。令和３年５月には同法が改正（令和６年４月施行）され、事業者による「合

理的配慮の提供」が義務化されたことから、より一層、合理的配慮の提供等の内容に

ついて周知を進めていく必要があります。 

   また、障がい者虐待防止に関して、平成 24 年 10 月に障害者虐待の防止、障害者の

養護者に対する支援等に関する法律が施行され、障がい者の虐待防止と障がい者の養

護者に対する様々な支援に向けた取組が求められています。障害福祉サービス事業所

の職員や行政職員への研修会等を実施するなど、障がい者虐待の防止等、障がい者の

権利擁護に対する意識啓発が必要です。さらに、養護者の一時休息（レスパイト）な

どの支援も充実していく必要があります。 

(1) 障がいを理由とする差別解消の推進 
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○ 障がい者差別解消支援地域協議会等において、県内で発生した差別事象や解消事

例等について共有し、差別解消に向けた必要な取り組みを検討します。 

○ 障がい者差別解消相談支援センターの設置により、障がいを理由とする差別に関

する相談に応じ、専門的知見を活用した相談者への助言を行うとともに、関係機関

の紹介など、必要な支援を行います。 

○ 令和６年４月からの改正障害者差別解消法施行により、民間事業者による合理的

配慮の提供が義務化されることから、法の趣旨・目的や法で定める「合理的配慮の

提供」について理解を進めるため、効果的な広報・啓発活動、説明会の開催等につ

いてより一層取り組んでいきます。また、基本方針等に基づき、障がいを理由とす

る差別の解消に向け、社会的障壁の除去・合理的配慮の提供に関する事業者が行う

取組を支援するなど具体的な取組を実施します。 

○ 雇用分野における障がい者に対する差別の禁止及び障がい者が職場で働くに当た

っての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）が規定された障害者雇

用促進法に基づき、障がい者と障がい者でない者との均等な雇用機会及び待遇の確

保並びに就職を希望する障がい者がその適性に応じて能力を十分に発揮できるよう

支援します。 

(2) 障がい者虐待防止の促進 

○ 虐待通報等に適切に対応できるよう、市町村虐待防止センター、県権利擁護セン

ター等の職員研修を実施し、さらにその内容を充実させます。また、市町村虐待防

止センター等に対して専門的助言・支援を行う支援チーム（弁護士、司法書士及び

社会福祉士等で組織する団体）を東・中・西各圏域に設置し、支援体制を整備しま

す。 

○ 障害者虐待防止法に基づき、障がい者虐待の未然防止、早期発見・早期解決を図

るための取組を推進します。また、障害者虐待防止法施行からこれまでの県内の障

がい者虐待に関する検証を行い、必要な措置を検討します。 

○ 障害福祉サービス事業所の管理者及び従事者、医療機関・学校・保育所等関係者

への虐待防止・権利擁護に関する研修会を開催するとともに、実地指導において体

制の整備状況及び支援現場の確認を徹底します。また、市町村担当者及び相談支援

事業所の職員への虐待防止・権利擁護に関する研修会を開催し、虐待の予防、早期

発見等についての理解を深めます。 

○ 強度行動障がい児者に対する身体拘束などの虐待を未然に防止するため、事業所

職員に対して強度行動障がい者の支援に特化した研修会を実施し、強度行動障がい

に対応できる事業所職員の養成のほか、支援の質を高めます。 

○ 強度行動障がい者を受け入れる事業所を支援することにより、強度行動障がい者

の受入事業所等を増やし、養護者の休息（レスパイト）にもつなげます。 

○ 「不適切な身体拘束を防止するための手引き」等により、障害者虐待防止法に関

する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、同法の適切な運用を通じ、障がい者

虐待の防止及び養護者に対する支援に取り組みます。 

○ 障がい者への性的虐待について、鳥取県性暴力被害者支援協議会と連携を図りな

がら迅速な被害者救済につなげていくなど、必要な対応や啓発に取り組みます。 

(3) 権利擁護の推進 



91 

 

 ○ 障がい者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、必要な支援を検討するた

め、県地域自立支援協議会の権利擁護部会において、課題解決等に向けた横断的な

議論を行っていきます。 

○ 障がい者本人が自ら意思決定するという原則を最大限尊重し、支援者等が本人の

「意思」あるいは「思い」や「気持ち」の表明を支援するなど障がい特性に応じた

適切な意思決定支援ができるよう配慮します。また、制度周知や適切な運用の確保

の取り組みを今後も継続する必要があることから、東部・中部・西部にある各成年

後見支援センターと市町村を中心とした圏域の連携を深めるとともに、更なる情報

共有や、協議の場の設置を通じて各センター及び市町村等への支援を行っていきま

す。 

(4) 行政機関等における配慮及び障がい者理解の促進等 

○ 各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法に基づ

き、障がいの状態などに考慮したサービスの提供を行います。 

○ 行政職員、教職員、警察職員、保健・医療関係者、福祉関係者、消防職員等に対

する障がい者に関する理解を促進するため必要な研修を実施し、窓口等における障

がい者への配慮を徹底します。 

 

１０．あいサポート運動の推進等 

【現状と課題】 

障がいや障がい者に対する県民一人ひとりの理解を深めていくとともに、障がいの

有無にかかわらず、地域で共に暮らしていける社会をつくることが必要です。 

平成 21年に鳥取県で始まったあいサポート運動は、令和５年現在で国内８県１６市

６町や韓国江原道と連携し、あいサポーターは全国で 64万人を突破するなど、全国等

へ展開していますが、これを更に拡大していきます。 

(1) あいサポート運動の推進 

  ○ 令和６年度に迎えるあいサポート運動 15周年を契機に、あいサポーター研修資材

の刷新等にも取り組み、県民に対するあいサポート運動の周知・広報をより一層進

め、県内のあいサポーターの更なる増加に努めます。 

○ 次代の担い手である児童・生徒が、障がいの正しい理解を深め、お互いが助け合

う「あいサポート」の心を持って行動することができるよう、学ぶ機会の提供に努

めます。 

○ あいサポート運動を全国に広げるため、他の地方自治体への働きかけを強めると

ともに、企業と連携するなど必要な取組を推進します。 

○ あいサポート運動をより実践的なものとし、公共交通機関、宿泊・観光・商業施

設等の従業者が実践的な接遇研修を受けられるよう必要な検討を進めます。 

(2) 障がい及び障がい者理解の促進 

○ 外見では配慮や支援の必要性が分からない障がい者等のため、配慮や支援が必要

であることを周囲に知らせる「ヘルプマーク」について、各種研修会やイベント開

催時等、機会を捉えて幅広くチラシを配布するなど、県内での普及を図ります。 

○ あいサポート条例に基づき、県民や事業者による障がい者に対する理解を根付か

せていくため、障がいのある当事者による障がいの特性等の理解を目的とした学習
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会の実施など、県民の障がい者に対する理解をさらに深める取組を積極的に進めま

す。 

○ 県民に対して、障がい者が利用する視覚障がい者誘導用ブロックや車椅子使用者

用トイレ、ハートフル駐車場等についての周知を図り、その円滑な利活用に必要な

配慮等についての理解を促進します。 

  また、施設整備及び運営・サービスに関し、利用者、専門家の立場で助言し、反

映していただくことを目的としたＵＤアドバイザー制度において、障がい者分野の

アドバイザーの登録者数を増加させるとともに、制度自体の利用を促進します。 

○ 障がいのある幼児、児童、生徒と障がいのない幼児、児童、生徒との相互理解を

深めるための活動を促進するとともに、特別支援学校と小中学校等との交流を進め、

障がいに対する理解と認識を深めます。 

○ 身体障がい、知的障がい、精神障がい、てんかん、高次脳機能障がい、発達障が

い等の障がいの特性や必要な配慮等に関し、住民に対する正しい知識の普及・啓発

を推進します。 

    また、地域社会における障がい者への理解を促進するため、障害者支援施設、障

害福祉サービス事業所、教育機関等と地域住民との日常的な交流を促進します。 

○ 障がい者との出会い、ふれあい等をテーマとした「心の輪を広げる体験作文」及

び｢障害者週間のポスター｣の募集等を通じ、障がいや障がい者に対する理解を促進

します。 

○ 障がいのない児童生徒等に、障がいのある児者生徒等や家族、支援者等との交流

やふれあいを通して、共に生きていこうとする態度を育てます。 

(3) ボランティア活動等の推進 

○ 地域の人々が積極的に社会貢献活動に参加することができる気運づくりや環境づ

くりを進めます。 

 


