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はじめに 

 

（支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチーム設置
せ っ ち

の経緯
け い い

） 

県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

（以下
い か

「園
えん

」という。）は、令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

に設置
せ っ ち

した

「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

における利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

推進
すいしん

検討
けんとう

部会
ぶ か い

」（以下
い か

「検討
けんとう

部会
ぶ か い

」という。）から、「長時間
ちょうじかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

が行
おこな

われている」、「身体
しんたい

拘束
こうそく

の３

要件
ようけん

の検討
けんとう

が不十分
ふじゅうぶん

」などの指摘
し て き

を受
う

け、利用者
りようしゃ

支援
し え ん

の改善
かいぜん

に向
む

けて取
と

り組
く

んできた。 

具体的
ぐたいてき

には、令和
れ い わ

２年
ねん

12月
がつ

から、園
えん

における身体
しんたい

拘束
こうそく

の状 況
じょうきょう

を県
けん

ホーム

ページに掲載
けいさい

し、拘束
こうそく

の廃止
は い し

や時間
じ か ん

短 縮
たんしゅく

に向
む

けた検討
けんとう

を行
おこな

い、令和
れ い わ

３年
ねん

２

月
がつ

には、１日
にち

８時間
じ か ん

以上
いじょう

の身体
しんたい

拘束
こうそく

を行
おこな

っていた 22件
けん

の状 況
じょうきょう

を、第三者
だいさんしゃ

の視点
し て ん

を入
い

れる観点
かんてん

から関係
かんけい

自治体
じ ち た い

に情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

し、市町村
しちょうそん

とともに、支援
し え ん

内容
ないよう

の検 証
けんしょう

を行
おこな

った。 

この改革
かいかく

の取組
とりくみ

をより一層
いっそう

加速
か そ く

させるため、県
けん

は、同年
どうねん

９月
がつ

に、外部
が い ぶ

有識者
ゆうしきしゃ

などによる「県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクト

チーム」（以下
い か

「支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチーム」という。）を設置
せ っ ち

した。 

この支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームでは、身体
しんたい

拘束
こうそく

事案
じ あ ん

に係
かか

る支援
し え ん

内容
ないよう

の

確認
かくにん

などを行
おこな

うとともに、令和
れ い わ

元年
がんねん

７月
がつ

31日
にち

に発生
はっせい

した骨折
こっせつ

事案
じ あ ん

について、

県
けん

が収 集
しゅうしゅう

した当時
と う じ

の記録
き ろ く

などの確認
かくにん

を 行
おこな

い、県
けん

が 行
おこな

う再調査
さいちょうさ

に対
たい

して、

助言
じょげん

をしてきたところである。 

 

（外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

による調査
ちょうさ

及
およ

び県
けん

による虐 待
ぎゃくたい

通報
つうほう

） 

一方
いっぽう

、県
けん

は、骨折
こっせつ

事案
じ あ ん

を再調査
さいちょうさ

する中
なか

で、「事実
じ じ つ

であれば不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

と思
おも

われる情 報
じょうほう

」を複数
ふくすう

把握
は あ く

したことから、この情 報
じょうほう

の調査
ちょうさ

を行
おこな

うため、令和
れ い わ

４年
ねん

３月
がつ

３日
にち

に、支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームのメンバーを構成員
こうせいいん

とする

「県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

における利用者
りようしゃ

支援
し え ん

外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

」（以下
い か

「外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

」という。）を設置
せ っ ち

した。 

外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

は、３月
がつ

から９月
がつ

までの間
かん

に計
けい

８回
かい

の委員会
いいんかい

を開催
かいさい

して、

同年
どうねん

４月
がつ

26日
にち

に調査
ちょうさ

結果
け っ か

（第一次
だいいちじ

）を、９月
がつ

５日
にち

には調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告書
ほうこくしょ

を公 表
こうひょう

し、県
けん

に対
たい

し「支援
し え ん

職 員
しょくいん

は利用者
りようしゃ

を人間
にんげん

として見
み

られなくなっている」

「人権
じんけん

意識
い し き

が欠如
けつじょ

している」という指摘
し て き

をしたところである。併
あわ

せて、外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

で虐 待
ぎゃくたい

が疑
うたが

われると判断
はんだん

した 25事案
じ あ ん

は、県
けん

から関係
かんけい

市町村
しちょうそん

（11

自治体
じ ち た い

）に関係
かんけい

資料
しりょう

を送付
そ う ふ

するなどし、虐 待
ぎゃくたい

通報
つうほう

が行
おこな

われた。 
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（改革
かいかく

プログラムの作成
さくせい

） 

外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

の調査
ちょうさ

では、事案
じ あ ん

が発生
はっせい

した背景
はいけい

までは分析
ぶんせき

することがで

きなかった。そこで、外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

は、県
けん

に対
たい

し、二度
に ど

と同
おんな

じことを繰
く

り

返
かえ

さなさいために、なぜこうした事案
じ あ ん

が起
お

きたのか、できうる限
かぎ

り 遡
さかのぼ

っ

て、不適切
ふてきせつ

な風土
ふ う ど

が醸 成
じょうせい

された背景
はいけい

を分析
ぶんせき

すること、また、今
いま

もなお、

不適切
ふてきせつ

な対応
たいおう

が続
つづ

いていないのか支援
し え ん

の現場
げ ん ば

を直 接
ちょくせつ

確認
かくにん

すること、こうした

踏
ふ

み込
こ

んだ介 入
かいにゅう

を踏
ふ

まえて、改革
かいかく

プログラムを作成
さくせい

することを提言
ていげん

した。 

この改革
かいかく

プログラムは、こうした一連
いちれん

の経過
け い か

の中
なか

で、令和
れ い わ

４年
ねん

11月
がつ

から支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームを再開
さいかい

し、作成
さくせい

したものである。この改革
かいかく

プログラム

は、外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

からの「支援
し え ん

職 員
しょくいん

は利用者
りようしゃ

を人間
にんげん

として見
み

られなくなっ

ている」「人権
じんけん

意識
い し き

が欠如
けつじょ

している」という指摘
し て き

を「地域
ち い き

社会
しゃかい

から断絶
だんぜつ

された

環 境
かんきょう

の中
なか

で、行動
こうどう

障 害
しょうがい

への対 症
たいしょう

療法的
りょうほうてき

な対応
たいおう

によって、利用者
りようしゃ

の人間性
にんげんせい

や人柄
ひとがら

を読
よ

み取
と

ることがおろそかになっていた」と理解
り か い

して、作成
さくせい

している。 

改革
かいかく

プログラムの内容
ないよう

であるが、Ⅰ部
ぶ

では、障害者
しょうがいしゃ

や施設
し せ つ

を取
と

り巻
ま

く

環 境
かんきょう

の変化
へ ん か

といった時代
じ だ い

背景
はいけい

を整理
せ い り

した。Ⅱ部
ぶ

では、時代
じ だ い

背景
はいけい

を踏
ふ

まえ、

実際
じっさい

の施設
し せ つ

現場
げ ん ば

で、どのような考
かんが

えに基
もと

づき、支援
し え ん

が 行
おこな

われてきたのか、

また、福祉
ふ く し

人材
じんざい

が育成
いくせい

されてきたのかなど振
ふ

り返
かえ

りつつ、現在
げんざい

、既
すで

に 行
おこな

われ

ている園
えん

の改革
かいかく

の状 況 等
じょうきょうなど

を確認
かくにん

した。Ⅲ部
ぶ

では、過去
か こ

の振
ふ

り返
かえ

りや現在
げんざい

の

取組
とりくみ

の分析
ぶんせき

結果
け っ か

、県
けん

が行
おこな

った調査
ちょうさ

結果
け っ か

を踏
ふ

まえ、新
あら

たな改革
かいかく

の方向性
ほうこうせい

となる

改革
かいかく

プログラムを示
しめ

している。 

今回
こんかい

、虐 待
ぎゃくたい

認定
にんてい

されたか、されなかったかにかかわらず、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

へ

の指摘
し て き

を県
けん

として真摯
し ん し

に受
う

け止
と

め、改善
かいぜん

してくことが最
もっと

も大切
たいせつ

なことであ

り、県
けん

は、被害
ひ が い

にあった利用者
りようしゃ

だけでなく、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

へと追
お

い詰
つ

められ

た職 員
しょくいん

も救
すく

わなければならない。 

居室
きょしつ

施錠
せじょう

は利用者
りようしゃ

だけでなく、職 員
しょくいん

も施設
し せ つ

に閉
と

じ込
こ

めてきたということで

あり、本来
ほんらい

、こうした不適切
ふてきせつ

な環 境
かんきょう

は、マネジメントする側
がわ

の職 員
しょくいん

が指摘
し て き

をして改善
かいぜん

すべきところだが、園
えん

では、そうした指摘
し て き

をする職 員
しょくいん

もいなかっ

た。また、県本庁
けんほんちょう

も、こうした実態
じったい

を知
し

りながらも放置
ほ う ち

してきた等
など

、マネジ

メントの根源的
こんげんてき

な問題
もんだい

を変
か

えなければならない。利用者
りようしゃ

と現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

が一緒
いっしょ

に

なって、当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

で環 境
かんきょう

を変
か

えていく、という考
かんが

え方
かた

に立
た

つことが

重 要
じゅうよう

である。 

この改革
かいかく

プログラムが、園
えん

の真
しん

の改革
かいかく

につながり、持続的
じぞくてき

な取組
とりくみ

につなが

ることを期待
き た い

し、提言
ていげん

する。 
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＜参考
さんこう

＞支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームについて 

〇 メンバー 

（五十音順
ごじゅうおんじゅん

 敬 称 略
けいしょうりゃく

） 

  

〇 開催
かいさい

状 況
じょうきょう

 

〔第
だい

１回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

３年
ねん

10月
がつ

26日
にち

(火
か

) 

議
ぎ

 題
だい

 ・ 園
えん

の現 状
げんじょう

と課題
か だ い

について 

・ 今後
こ ん ご

の進
すす

め方
かた

について 

〔第
だい

２回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

30日
にち

(火
か

) 

議
ぎ

 題
だい

 ・ 改革
かいかく

プログラムについて 

・ 再調査
さいちょうさ

報告
ほうこく

について 

〔第
だい

３回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

３年
ねん

12月
がつ

28日
にち

(火
か

) 

議
ぎ

 題
だい

 ・ 改革
かいかく

プログラム中 間
ちゅうかん

論点
ろんてん

整理
せ い り

について 

・ 再調査
さいちょうさ

の状 況
じょうきょう

について  

〔第
だい

４回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

４年
ねん

２月
がつ

15日
にち

(火
か

) 

区分 氏名 所属等 

施設
し せ つ

関係
かんけい

 大川
おおかわ

 貴志
た か し

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

同愛会
どうあいかい

 てらん広場
ひ ろ ば

 統括
とうかつ

所長
しょちょう

 

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

 小川
お が わ

 陽
あきら

 
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

 かながわ障
しょう

がいケアマネジ

メント従事者
じゅうじしゃ

ネットワーク 理事
り じ

 

当事者
とうじしゃ

関係
かんけい

 小西
こ に し

 勉
つとむ

 ピープルファースト横浜
よこはま

 会長
かいちょう

 

学識
がくしき

関係
かんけい

 佐藤
さ と う

 彰一
しょういち

 國學院
こくがくいん

大学
だいがく

 法
ほう

学部
が く ぶ

 教授
きょうじゅ

 

当事者
とうじしゃ

関係
かんけい

 隅田
す み だ

 真弘
ま ひ ろ

 
足柄上
あしがらかみ

地区
ち く

委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

相談
そうだん

支援
し え ん

センター

りあん ピアサポーターフレンズ 

医療
いりょう

関係
かんけい

 野崎
の ざ き

 秀
ひで

次
つぐ

 
汐見
し お み

台
だい

病院
びょういん

 小児科
しょうにか

、児童
じ ど う

精神科
せいしんか

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

指定医
し て い い

 医師
い し

 

学識
がくしき

関係
かんけい

 渡部
わたなべ

 匡
まさ

隆
たか

 
国立
こくりつ

大学
だいがく

法人
ほうじん

横浜
よこはま

国立
こくりつ

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

教育学
きょういくがく

研究科
けんきゅうか

 

教授
きょうじゅ

 

県 

福祉
ふ く し

子ども
こ   

みらい 局
きょく

総務
そ う む

室長
しつちょう

、福祉
ふ く し

部長
ぶちょう

、障害
しょうがい

サービス課長
かちょう

、  

県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

指導
し ど う

担当
たんとう

課長
かちょう

、中井
な か い

やまゆり園長
えんちょう

、支援
し え ん

改善
かいぜん

アド

バイザーほか 
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議
ぎ

 題
だい

 ・ 改革
かいかく

プログラム最 終
さいしゅう

報告
ほうこく

の方向性
ほうこうせい

について 

・ 再調査
さいちょうさ

の結果
け っ か

について 

〔第
だい

５回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

４年
ねん

２月
がつ

24日
にち

(木
もく

) 

議
ぎ

 題
だい

 ・ 改革
かいかく

プログラムの報告
ほうこく

について 

・ 再調査
さいちょうさ

の結果
け っ か

について 

＜支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームの休止
きゅうし

と再開
さいかい

＞ 

※ 支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームメンバーを構成員
こうせいいん

とする外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

により、支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームを休止
きゅうし

 

※ 令和
れ い わ

４年
ねん

３月
がつ

から９月
がつ

にかけて外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

を８回
かい

開催
かいさい

 

※ 同年
どうねん

９月
がつ

５日
にち

に調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告書
ほうこくしょ

を公表後
こうひょうご

、支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチ

ームを再開
さいかい

 

〔第
だい

６回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

４年
ねん

11月
がつ

８日
にち

(火
か

) 

議
ぎ

 題
だい

 ・ プロジェクトチームの進
すす

め方
かた

 

・ 園
えん

の支援
し え ん

改善
かいぜん

状 況
じょうきょう

 

・ 不適切
ふてきせつ

な事案
じ あ ん

が発生
はっせい

した背景
はいけい

・仮説
か せ つ

 

・ 調査
ちょうさ

継続
けいぞく

事案
じ あ ん

の調査
ちょうさ

状 況
じょうきょう

の報告
ほうこく

 

〔第
だい

７回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

５年
ねん

１月
がつ

11日
にち

(水
すい

) 

議
ぎ

 題
だい

 ・ 調査
ちょうさ

継続
けいぞく

事案
じ あ ん

の調査
ちょうさ

状 況
じょうきょう

の報告
ほうこく

 

・ 園
えん

の支援
し え ん

改善
かいぜん

状 況
じょうきょう

 

・ 改革
かいかく

プログラムの作成
さくせい

に向
む

けて 

〔第
だい

８回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

５年
ねん

２月
がつ

15日
にち

（水
すい

） 

議
ぎ

 題
だい

 ・ 調査
ちょうさ

継続
けいぞく

事案
じ あ ん

の調査
ちょうさ

状 況
じょうきょう

の報告
ほうこく

 

・ 支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザーによる取組
とりくみ

 

・ 改革
かいかく

プログラムに向
む

けた振返
ふりかえ

り 

・ 改革
かいかく

プログラムの論点
ろんてん

整理
せ い り

 

〔第
だい

９回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

15日
にち

（水
すい

） 

議
ぎ

 題
だい

 ・ 調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告書
ほうこくしょ

（たたき台
だい

） 

・ 改革
かいかく

プログラム（素案
そ あ ん

） 

〔第
だ い

10回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

18日
にち

（火
か

） 

議
ぎ

 題
だい

 ・ 調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告書
ほうこくしょ

・改革
かいかく

プログラム（素案
そ あ ん

） 

〔第
だ い

11回
かい

〕開催日
かいさいび

 令和
れ い わ

５年
ねん

５月
がつ

９日
にち

（火
か

） 

議
ぎ

 題
だい

 ・ 調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告書
ほうこくしょ

・改革
かいかく

プログラム（案
あん

）  



7 

Ⅰ部
ぶ

 これまでの経緯
け い い

 

 

（障害者
しょうがいしゃ

や入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を取
と

り巻
ま

く環 境
かんきょう

の変化
へ ん か

と園
えん

の再整備
さいせいび

） 

〇 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

は、平成
へいせい

15年
ねん

４月
がつ

に、支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

が導 入
どうにゅう

され、行 政
ぎょうせい

主体
しゅたい

の措置
そ ち

制度
せ い ど

から利用者
りようしゃ

と事業者
じぎょうしゃ

・施設
し せ つ

が対等
たいとう

な立場
た ち ば

でサービス利用
り よ う

契約
けいやく

を

結
むす

ぶ契約
けいやく

制度
せ い ど

に移行
い こ う

し、更
さら

に、新障害者
しんしょうがいしゃ

プランの中
なか

で、脱施設化
だ つ し せ つ か

が示
しめ

され

た。その後
ご

、平成
へいせい

18年
ねん

４月
がつ

には、身体
しんたい

・知的
ち て き

・精神
せいしん

の３障 害
しょうがい

が一元化
いちげんか

され、

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

が施行
し こ う

された。 

〇 この法律
ほうりつ

では、 

・ 「施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

へ」の移行
い こ う

がより明確
めいかく

になった 

・ 障害者
しょうがいしゃ

の入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、昼間
ひ る ま

と夜間
や か ん

のサービスに分離
ぶ ん り

されるとともに、

平成
へいせい

23年度
ね ん ど

末
まつ

までに、新
あたら

しい法律
ほうりつ

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

への移行
い こ う

が

求
もと

められた 

〇 なお、平成
へいせい

25年
ねん

４月
がつ

には、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に代
か

わり、障害児者
しょうがいじしゃ

の

基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享 有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としての尊厳
そんげん

を明記
め い き

した障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

が施行
し こ う

された。 

〇 一方
いっぽう

、園
えん

は、昭和
しょうわ

47年
ねん

４月
がつ

、障 害
しょうがい

程度
て い ど

が最重度
さいじゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

の受皿
うけざら

となる、

１寮
りょう

50名
めい

といった大舎制
だいしゃせい

で、定員
ていいん

は３寮合計
りょうごうけい

で 150名
めい

の大規模
だ い き ぼ

収容型
しゅうようがた

の精神
せいしん

薄弱者
はくじゃくしゃ

援護
え ん ご

施設
し せ つ

として、現在地
げんざいち

に設置
せ っ ち

された。 

〇 平成
へいせい

９年
ねん

４月
がつ

、県
けん

は、園
えん

の再整備
さいせいび

に着 手
ちゃくしゅ

し、措置
そ ち

制度
せ い ど

の下
もと

で、20名
めい

を１

ホームとする小規模化
し ょ う き ぼ か

や、個室化
こ し つ か

が図
はか

られたものの、定員
ていいん

規模
き ぼ

は 132名
めい

と

大規模
だ い き ぼ

収容型
しゅうようがた

の施設
し せ つ

のままであった。平成
へいせい

14年
ねん

４月
がつ

には、８名
めい

を１ユニッ

トとする強度
きょうど

行動
こうどう

障害者
しょうがいしゃ

専用
せんよう

の棟
とう

（泉 寮
いずみりょう

）が再整備
さいせいび

された。 

〇 園
えん

を含
ふく

む県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（以下
い か

「県立
けんりつ

施設
し せ つ

」という。）は、平成
へいせい

20

年
ねん

に障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく新体系
しんたいけい

である障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

へ移行
い こ う

し

たが、支援
し え ん

の内容
ないよう

や施設
し せ つ

のあり方
かた

の見直
み な お

しがされてこなかった。 
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（再整備前
さいせいびまえ

と再整備後
さ い せ い び ご

の施設
し せ つ

） 

項目
こうもく

 再整備前
さいせいびまえ

 再整備後
さ い せ い び ご

（平成
へいせい

14年
ねん

以降
い こ う

） 

定員
ていいん

 150名
めい

 140名
めい

 

寮
りょう

体制
たいせい

 ３寮
りょう

 

（50名
めい

×３寮
りょう

） 

７寮
りょう

 

（22名
めい

×６寮
りょう

、８名
めい

×１ 寮
りょう

） 

特 徴
とくちょう

 

男性寮
だんせいりょう

 

１寮
りょう

 

重度
じゅうど

の身体
しんたい

障 害
しょうがい

と 知的
ちてき

障 害
しょうがい

が

重 複
ちょうふく

する方
かた

 

泉 寮
いずみりょう

 強度
きょうど

行動
こうどう

障害者
しょうがいしゃ

の

方
かた

 

海 寮
うみりょう

 自閉症
じへいしょう

及び
お よ び

自閉的
じへいてき

な

傾向
けいこう

を有する
ゆう    

方
かた

 

２寮
りょう

 
重度
じゅうど

の知的
ち て き

障 害
しょうがい

の方
かた

 

山 寮
やまりょう

 医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な

方
かた

、 車
くるま

いす利用
り よ う

・

転倒
てんとう

の恐れ
お そ  

がある方
かた

 

空 寮
そらりょう

 比較的
ひかくてき

高齢
こうれい

の方
かた

で、

内科的
ないかてき

疾患
しっかん

のある方
かた

 

星 寮
ほしりょう

 比較的
ひかくてき

若く
わ か  

、様々
さまざま

な

特 徴
とくちょう

のある方
かた

 

女性寮
じょせいりょう

 ３寮
りょう

 

重度
じゅうど

から中度
ちゅうど

、

若い
わ か  

方
かた

から高齢
こうれい

の方
かた

等
など

、様々
さまざま

な

方
かた

が一緒
いっしょ

に生活
せいかつ

 

春 寮
はるりょう

 50歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

、車
くるま

い

すの方
かた

 

秋 寮
あきりょう

 比較的
ひかくてき

若く
わか  

、自閉的
じへいてき

傾向
けいこう

を 有する
ゆう    

方
かた

が

多い
おお  

 

※再整備後
さ い せ い び ご

の記録
き ろ く

による。 

なお、令和
れ い わ

４年
ねん

６月
がつ

に、海 寮
うみりょう

と山 寮
やまりょう

を再編
さいへん

統合
とうごう

し、６寮体制
りょうたいせい

となってい

る。 
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（園
えん

における強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対応
たいおう

） 

〇 国
くに

の強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

に関
かん

する施策
し さ く

は、昭和
しょうわ

63年
ねん

にスタートした強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

に関
かん

する研 究
けんきゅう

を受
う

け、平成
へいせい

５年
ねん

４月
がつ

に、強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

特別
とくべつ

処遇
しょぐう

事業
じぎょう

が、平成
へいせい

10年
ねん

７月
がつ

には、強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

特別
とくべつ

処遇
しょぐう

加算費
か さ ん ひ

が創設
そうせつ

された。

県
けん

はこれを受
う

けて、当時
と う じ

の国
くに

の基準
きじゅん

で強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

と判定
はんてい

された障害者
しょうがいしゃ

を３年間
ねんかん

で、行動
こうどう

障 害
しょうがい

を軽減
けいげん

して、地域
ち い き

に戻
もど

れるようにするという目 標
もくひょう

のもと支援
し え ん

がはじまった。 

〇 しかし、現実
げんじつ

には、園内
えんない

での強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

とする３年間
ねんかん

を超
こ

えても、事業
じぎょう

対 象
たいしょう

として支援
し え ん

が継続
けいぞく

された。また、園
えん

の過度
か ど

に刺激
し げ き

を排除
はいじょ

した環 境
かんきょう

の中
なか

では、行動
こうどう

障 害
しょうがい

の指標
しひょう

となる点数
てんすう

は下
さ

がっても、地域
ち い き

生活
せいかつ

に戻
もど

れる障害者
しょうがいしゃ

はいなかった。 

〇 なお、国
くに

の強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

特別
とくべつ

処遇
しょぐう

加算費
か さ ん ひ

が終 了
しゅうりょう

し、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

加算
か さ ん

に移行
い こ う

する中
なか

でも、県
けん

の強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対策
たいさく

は、従 前
じゅうぜん

の国
くに

の基準
きじゅん

に則
のっと

っ

た運用
うんよう

がなされ、見直
み な お

しがなされてこなかった。 

＜参考
さんこう

：平成
へいせい

20年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

までの強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

※１対象者
たいしょうしゃ

の 状 況
じょうきょう

＞ 

 強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

対象者
たいしょうしゃ

（10点
てん

以上
いじょう

※２） 

対象者
たいしょうしゃ

 27名
めい

 

事業
じぎょう

対象
たいしょう

期間
き か ん

（平均
へいきん

） 9.0年
ねん

 

基準表
きじゅんひょう

による点数
てんすう

の減
げん

 

（事業
じぎょう

開始
か い し

時
じ

と終 了
しゅうりょう

時
じ

の比較
ひ か く

） 
26名

めい

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

 0名
めい

 

※１ 平成
へいせい

19年
ねん

以前
い ぜ ん

の状 況
じょうきょう

について、文書
ぶんしょ

の保存
ほ ぞ ん

期間
き か ん

を満了
まんりょう

しており、確認
かくにん

で

きなかった。なお、県
けん

は、神奈川県
か な が わ け ん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条例
じょうれい

～ともに

生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して～（以下
い か

「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

条例
じょうれい

」という。）の施行
し こ う

に伴
ともな

い、

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

末
まつ

をもって県独自
けんどくじ

の強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

を終 了
しゅうりょう

している。 

※２ 当時
と う じ

の国
くに

の基準
きじゅん

に基
もと

づき、作成
さくせい

された強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

判定基
はんていもと

準 表
じゅんひょう

による

点数
てんすう

 

 

（県立
けんりつ

施設
し せ つ

の機能
き の う

特化
と っ か

と現場
げ ん ば

の実態
じったい

が乖離
か い り

） 

〇 こうした中
なか

、県本庁
けんほんちょう

においては、行 政
ぎょうせい

改革
かいかく

の流
なが

れの下
した

、民間
みんかん

にできる

ことは、民間
みんかん

に委
ゆだ

ねるという方針
ほうしん

で、県立
けんりつ

施設
し せ つ

においても運営
うんえい

の見直
み な お

しが

進
すす

められた。この見直
み な お

しにより、平成
へいせい

12年
ねん

４月
がつ

には愛名
あ い な

やまゆり園
えん

が、平成
へいせい
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17年
ねん

４月
がつ

には津久井
つ く い

やまゆり園
えん

が、県立
けんりつ

直 営
ちょくえい

施設
し せ つ

から、県立
けんりつ

民営
みんえい

の施設
し せ つ

へ

移行
い こ う

した。 

〇 一方
いっぽう

で、県立
けんりつ

直 営
ちょくえい

として運営
うんえい

を継続
けいぞく

することとされた園
えん

は、強度
きょうど

行動
こうどう

障害者
しょうがいしゃ

など、民間
みんかん

では特
とく

に対応
たいおう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

に特化
と っ か

する施設
し せ つ

に

位置
い ち

づけられた。こうした背景
はいけい

において施設
し せ つ

現場
げ ん ば

では、既
すで

に入 所
にゅうしょ

している

強度
きょうど

行動
こうどう

障害者
しょうがいしゃ

の移行
い こ う

が進
すす

まない中
なか

においても、新規
し ん き

に強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

の

ある方
かた

を受
う

け入
い

れ続
つづ

け、その結果
け っ か

、園内
えんない

には、対応
たいおう

が難
むずか

しい利用者
りようしゃ

が多数
た す う

滞 留
たいりゅう

することになった。 

〇 平成
へいせい

14年
ねん

４月
がつ

の再整備
さいせいび

直後
ちょくご

から、泉 寮
いずみりょう

だけでなく、海 寮
うみりょう

には国
くに

・県
けん

の強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

対象者
たいしょうしゃ

、 秋 寮
あきりょう

には県
けん

の強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

対象者
たいしょうしゃ

が生活
せいかつ

していた。平成
へいせい

15年度
ね ん ど

の途中
とちゅう

から、海 寮
うみりょう

から山 寮
やまりょう

に

強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

の対象者
たいしょうしゃ

ではないが、自閉症
じへいしょう

・自閉的
じへいてき

傾向
けいこう

のある

３名
めい

の利用者
りようしゃ

が移寮
いりょう

し、強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

を行
おこな

っていた寮以外
りょういがい

でも

自閉症
じへいしょう

の方
かた

の支援
し え ん

を行
おこな

うようになった。 

 

（津久井
つ く い

やまゆり園
えん

の利用者
りようしゃ

支援
し え ん

の検 証
けんしょう

） 

〇 平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

26日
にち

、県立
けんりつ

施設
し せ つ

である津久井
つ く い

やまゆり園
えん

において、突然
とつぜん

の

凶 行
きょうこう

により、19人
にん

の尊
とうと

い生命
せいめい

が奪
うば

われ、27人
にん

が負傷
ふしょう

するという大変
たいへん

痛
いた

ま

しい事件
じ け ん

が発生
はっせい

した。 

〇 県
けん

は、同年
どうねん

10月
がつ

14日
にち

、神奈川県
か な が わ け ん

議会
ぎ か い

とともに「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かなが

わ憲 章
けんしょう

」を策定
さくてい

し、平成
へいせい

29年
ねん

10月
がつ

には「津久井
つ く い

やまゆり園再生
えんさいせい

基本
き ほ ん

構想
こうそう

」

を策定
さくてい

し、これに基
もと

づき、利用者
りようしゃ

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

や津久井
つ く い

やまゆり園
えん

、芹
せり

が谷
や

やまゆり園
えん

という二
ふた

つのやまゆり園
えん

の整備
せ い び

に取
と

り組
く

んできた。 

〇 ところが、かつての津久井
つ く い

やまゆり園
えん

の利用者
りようしゃ

支援
し え ん

に関
かん

し、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が 行
おこな

われてきたと指摘
し て き

する情 報
じょうほう

が県
けん

に寄
よ

せられた。そのため、県
けん

は

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

などの専門家
せんもんか

の視点
し て ん

から深
ふか

く調査
ちょうさ

する必要
ひつよう

がある

と判断
はんだん

し、令和
れ い わ

２年
ねん

１月
がつ

に「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

利用者
りようしゃ

支援
し え ん

検 証
けんしょう

委員会
いいんかい

」

（以下
い か

「検 証
けんしょう

委員会
いいんかい

」という。）を設置
せ っ ち

した。 

〇 同年
どうねん

５月
がつ

に公 表
こうひょう

した中 間
ちゅうかん

報告書
ほうこくしょ

では、検 証
けんしょう

によって明
あき

らかになった

課題
か だ い

は他
た

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

にもあてはまる横断的
おうだんてき

な課題
か だ い

であると 考
かんが

えられ、

検 証
けんしょう

の対 象
たいしょう

を他
た

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

に拡大
かくだい

し、身体
しんたい

拘束
こうそく

への対応
たいおう

も含
ふく

め、利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

の支援等
しえんなど

について、更
さら

なる検 証
けんしょう

が必要
ひつよう

であるとされた。 
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（県立
けんりつ

施設
し せ つ

の検証等
けんしょうとう

） 

○ このことを受
う

けて、同年
どうねん

７月
がつ

、県
けん

は、検 証
けんしょう

委員会
いいんかい

を発展的
はってんてき

改組
か い そ

した「検討
けんとう

部会
ぶ か い

」を設置
せ っ ち

した。 

〇 令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

に公 表
こうひょう

された報告書
ほうこくしょ

では、「身体
しんたい

拘束
こうそく

に対
たい

する認識
にんしき

が低
ひく

く、現場
げ ん ば

では漫然
まんぜん

と身体
しんたい

拘束
こうそく

を継続
けいぞく

している」、「人権
じんけん

擁護
よ う ご

や障害者
しょうがいしゃ

の

尊厳
そんげん

を尊 重
そんちょう

するといった理念
り ね ん

が十 分
じゅうぶん

に浸透
しんとう

していない」、「本人
ほんにん

の願
ねが

い

や希望
き ぼ う

を第一
だいいち

に考
かんが

え、本人
ほんにん

の望
のぞ

む暮
く

らしを実現
じつげん

するため、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の役割
やくわり

を見直
み な お

していく必要
ひつよう

がある」など指摘
し て き

を受
う

けた。 

〇 この指摘
し て き

に対
たい

し、県
けん

は、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の身体
しんたい

拘束
こうそく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

について、県
けん

ホームページによる見
み

える化
か

を図
はか

りつつ、利用者
りようしゃ

支援
し え ん

の改善
かいぜん

を進
すす

め、令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

には「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

に係
かか

る将 来
しょうらい

展望
てんぼう

検討
けんとう

委員会
いいんかい

」を

設置
せ っ ち

した。この委員会
いいんかい

では、大規模
だ い き ぼ

施設
し せ つ

である県立
けんりつ

施設
し せ つ

について、「行動
こうどう

障 害
しょうがい

のある人
ひと

に集 団
しゅうだん

生活
せいかつ

を強
し

いるため不向
ふ む

き」、「閉鎖的
へいさてき

管理的
かんりてき

な支援
し え ん

に陥
おちい

り、身体
しんたい

拘束
こうそく

に頼
たよ

った支援
し え ん

になりやすい」、「利用者
りようしゃ

の状態像
じょうたいぞう

を重 篤
じゅうとく

なものに変容
へんよう

させていく構造的
こうぞうてき

な課題
か だ い

がある」などの課題
か だ い

が指摘
し て き

され、併
あわ

せて「施設
し せ つ

の小規模化
し ょ う き ぼ か

」といった方向性
ほうこうせい

が提言
ていげん

された。 

 

（園
えん

の支援
し え ん

改革
かいかく

の着手等
ちゃくしゅなど

） 

〇 さらに、県
けん

は、令和
れ い わ

３年
ねん

９月
がつ

、外部
が い ぶ

有識者
ゆうしきしゃ

などによる支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェ

クトチームを設置
せ っ ち

し、県直営
けんちょくえい

の園
えん

における身体
しんたい

拘束
こうそく

ゼロの実現
じつげん

に向
む

けた

取組
とりくみ

のより一層
いっそう

の加速化
か そ く か

と、通過型
つうかがた

施設
し せ つ

など県立
けんりつ

施設
し せ つ

の当面
とうめん

の役割
やくわり

を見据
み す

えた施策
し さ く

の検討
けんとう

を開始
か い し

した。 

〇 併
あわ

せて、令和
れ い わ

３年
ねん

９月
がつ

に職 員
しょくいん

による虐 待
ぎゃくたい

と組織
そ し き

による隠蔽
いんぺい

を 疑
うたが

う

報道
ほうどう

があった、令和
れ い わ

元年
がんねん

７月
がつ

31日
にち

に発生
はっせい

した骨折
こっせつ

事案
じ あ ん

について、支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームの助言
じょげん

を得
え

ながら、再調査
さいちょうさ

を開始
か い し

した。 

 

（園
えん

における不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

に関
かん

する情 報
じょうほう

の徹底的
てっていてき

な調査
ちょうさ

） 

〇 県
けん

は、骨折
こっせつ

事案
じ あ ん

に関
かん

する職 員
しょくいん

ヒアリングを実施
じ っ し

する中
なか

で、「事実
じ じ つ

であれ

ば不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

と思
おも

われる情 報
じょうほう

」を複数
ふくすう

把握
は あ く

した。 

〇 そこで、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

と思
おも

われる情 報
じょうほう

が他
た

にもないか確認
かくにん

するため、

令和
れ い わ

３年
ねん

12月
がつ

から令和
れ い わ

４年
ねん

１月
がつ

にかけて園
えん

の職員等
しょくいんとう

を対 象
たいしょう

にアンケー

トを実施
じ っ し

したところ、さらに複数
ふくすう

の情 報
じょうほう

を把握
は あ く

した。 

〇 令和
れ い わ

４年
ねん

３月
がつ

３日
にち

、支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームの構成員
こうせいいん

による外部
が い ぶ
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調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

し、把握
は あ く

した情 報
じょうほう

について徹底的
てっていてき

な調査
ちょうさ

を開始
か い し

した。 

 

（外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

の調査
ちょうさ

結果
け っ か

） 

〇 外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

は、調査
ちょうさ

を通
つう

じて、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

に関
かん

する 91件
けん

の情 報
じょうほう

を把握
は あ く

した。 

〇 令和
れ い わ

４年
ねん

９月
がつ

、外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

は、把握
は あ く

した情 報
じょうほう

のうち、虐 待
ぎゃくたい

が疑
うたが

わ

れると判断
はんだん

した 25事案
じ あ ん

、不適切
ふてきせつ

な支援等
しえんなど

で速
すみ

やかに支援
し え ん

方法等
ほうほうとう

を見直
み な お

すべ

き 12事案
じ あ ん

など、調査
ちょうさ

結果
け っ か

を取
と

りまとめた。 

〇 また、調査
ちょうさ

結果
け っ か

に関
かん

する考察
こうさつ

として、「支援
し え ん

職 員
しょくいん

は利用者
りようしゃ

を人間
にんげん

として

見
み

られなくなっている」「人権
じんけん

意識
い し き

の大
おお

きな欠如
けつじょ

が生
しょう

じている」と指摘
し て き

し、

県
けん

に対
たい

し、二度
に ど

と同
おんな

じことを繰
く

り返
かえ

さないために、なぜこうした事案
じ あ ん

が起
お

きたのか、できうる限
かぎ

り 遡
さかのぼ

って、不適切
ふてきせつ

な風土
ふ う ど

が醸 成
じょうせい

された背景
はいけい

を分析
ぶんせき

し、今
いま

もなお、不適切
ふてきせつ

な対応
たいおう

が続
つづ

いていないのか支援
し え ん

の現場
げ ん ば

を直 接
ちょくせつ

確認
かくにん

す

ること、こうした踏
ふ

み込
こ

んだ介 入
かいにゅう

を踏
ふ

まえて、改革
かいかく

プログラムを作成
さくせい

する

ことを提言
ていげん

した。 

 

（園
えん

における改善
かいぜん

の取組
とりくみ

） 

○ 園
えん

では、この調査
ちょうさ

と並行
へいこう

し、令和
れ い わ

３年
ねん

10月
がつ

から令和
れ い わ

４年
ねん

２月
がつ

までに 行
おこな

った支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームの議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

４年
ねん

４月
がつ

から民間
みんかん

の支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザーが配置
は い ち

され、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの再
さい

アセスメント

や、日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の充実等
じゅうじつとう

の改善
かいぜん

が始
はじ

まった。 

〇 支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザーによる改善
かいぜん

は、園内外
えんないがい

での日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

るため、すべての利用者
りようしゃ

の活動
かつどう

への参加
さ ん か

が進
すす

められ、令和
れ い わ

２年
ねん

12月
がつ

に 61件
けん

であった身体
しんたい

拘束
こうそく

は、令和
れ い わ

５年
ねん

２月
がつ

には 11件
けん

に減 少
げんしょう

し、併
あわ

せて、利用者
りようしゃ

の暮
く

らしは変
か

わり、笑顔
え が お

が増
ふ

えるなど変化
へ ん か

の兆
きざ

しが見
み

られ始
はじ

めている。 
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Ⅱ部
ぶ

 改革
かいかく

プログラムの作成
さくせい

に向
む

けた振
ふ

り返
かえ

り 

 

１ 不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が行
おこな

われてきた背景
はいけい

 

（施設
し せ つ

運営
うんえい

の指針
し し ん

となるべき理念
り ね ん

がなく、人材
じんざい

育成
いくせい

に関
かん

するビジョンもなか

った） 

〇 県
けん

は、園
えん

に、「強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対策
たいさく

の中 核
ちゅうかく

施設
し せ つ

」や「民間
みんかん

では特
とく

に対応
たいおう

困難
こんなん

な利用者
りようしゃ

の最終的
さいしゅうてき

な受入先
うけいれさき

」等
など

といった役割
やくわり

を位置付
い ち づ

けたが、施設
し せ つ

が

「利用者
りようしゃ

の人生
じんせい

を支援
し え ん

する場
ば

」等
など

、施設
し せ つ

運営
うんえい

の指針
し し ん

となるべき理念
り ね ん

は示
しめ

さ

なかった。 

〇 また、行動
こうどう

障 害
しょうがい

に苦
くる

しむ強
つよ

い自閉
じ へ い

特性
とくせい

のある方
かた

や知的
ち て き

障 害
しょうがい

の方
かた

への

支援
し え ん

ができる人材
じんざい

の育成
いくせい

に関
かん

するビジョンもなかった。施設
し せ つ

運営
うんえい

や人材
じんざい

育成
いくせい

の方針
ほうしん

は、理念
り ね ん

が示
しめ

されない中
なか

、施設
し せ つ

任
まか

せとなっていた。 

○ 理念
り ね ん

が欠如
けつじょ

するとともに、大規模
だ い き ぼ

な施設
し せ つ

を運営
うんえい

する中
なか

で、組織内
そしきない

での

連携
れんけい

による園
えん

のマネジメントが欠落
けつらく

していた。 

 

（地域
ち い き

に戻
もど

れるようにすることを想定
そうてい

していたが、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

は進
すす

まず、

支援
し え ん

が難
むずか

しい利用者
りようしゃ

が特定
とくてい

の寮
りょう

に滞 留
たいりゅう

した） 

〇 こうした状 況
じょうきょう

の中
なか

、平成
へいせい

14年
ねん

４月
がつ

の施設
し せ つ

再整備
さいせいび

完了後
かんりょうご

、園
えん

は役割
やくわり

に基
もと

づいて、強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

の利用者等
りようしゃなど

の受
う

け入
い

れを行
い

ってきた。当初
とうしょ

は国
くに

の

加算
か さ ん

対 象
たいしょう

期間
き か ん

である３年間
ねんかん

で、行動
こうどう

障 害
しょうがい

を軽減
けいげん

し、入所前
にゅうしょまえ

に暮
く

らして

いた地域
ち い き

に戻
もど

れるようにすることを想定
そうてい

していた。 

〇 しかし、園
えん

では、特殊
とくしゅ

な環 境
かんきょう

の中
なか

で行動
こうどう

障 害
しょうがい

の指標
しひょう

となる点数
てんすう

を軽減
けいげん

できたものの、地域
ち い き

での暮
く

らしに即
そく

した支援
し え ん

はできていなかった。そのた

め、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

は進
すす

まず、支援
し え ん

が 難
むずか

しい利用者
りようしゃ

が特定
とくてい

の 寮
りょう

に滞 留
たいりゅう

し

た。地域
ち い き

も、利用者
りようしゃ

を「最終的
さいしゅうてき

な居場所
い ば し ょ

」として園
えん

に入 所
にゅうしょ

させ、地域
ち い き

に

帰
かえ

ってくる準備
じゅんび

をしていなかった。 

 

（問題
もんだい

行動
こうどう

の減 少
げんしょう

のみを目的
もくてき

とした手順書
てじゅんしょ

に沿
そ

って、機械的
きかいてき

な支援
し え ん

が行
おこな

わ

れていた） 

〇 園
えん

の特殊
とくしゅ

な環 境
かんきょう

のもとでは、音
おと

や物
もの

、他
た

利用者
りようしゃ

の行動
こうどう

などに過敏
か び ん

に反応
はんのう

してしまうため、安全
あんぜん

安心
あんしん

のためにはやむをえないということで、長時間
ちょうじかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

が行
おこな

われていた。また、利用者
りようしゃ

の日々
ひ び

の生活
せいかつ

の支援
し え ん

は、生活
せいかつ

を
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豊
ゆた

かにするというよりも、問題
もんだい

行動
こうどう

の減 少
げんしょう

のみを目的
もくてき

とした手順書
てじゅんしょ

に沿
そ

って、機械的
きかいてき

な支援
し え ん

が行
おこな

われていた。 

〇 この手順書
てじゅんしょ

は、利用者
りようしゃ

が問題
もんだい

行動
こうどう

（行動
こうどう

障 害
しょうがい

）を起
お

こさないように、

利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

との関
かか

わりを最小限
さいしょうげん

とすることを狙
ねら

いとして設定
せってい

された

内容
ないよう

だった。手順書
てじゅんしょ

だけを見
み

ても、どの利用者
りようしゃ

の手順書
てじゅんしょ

なのか読
よ

み取
と

るこ

とができない等
など

、利用者
りようしゃ

の「人間性
にんげんせい

」を読
よ

み取
と

ることはできず、読
よ

んだ職 員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

の人生
じんせい

、生
い

き難
がた

さに共 感
きょうかん

することができないものであった。 

〇 手順書
てじゅんしょ

は、人事異動
じ ん じ い ど う

の度
たび

に引
ひ

き継
つ

がれていったが、本人
ほんにん

の人生
じんせい

（物 語
ものがたり

）

を中 心
ちゅうしん

とした引継
ひ き つ

ぎではなく、問題
もんだい

行動
こうどう

への対処
たいしょ

方法
ほうほう

が中 心
ちゅうしん

となってい

た。また、日々
ひ び

変
か

わりゆく利用者
りようしゃ

の状 態
じょうたい

から手順書
てじゅんしょ

の見直
み な お

しが行
おこな

われる

ことも少
すく

なかった。 

 

（利用者
りようしゃ

の身体
しんたい

機能
き の う

の低下
て い か

が職 員
しょくいん

によって見過
み す

ごされ、入所前
にゅうしょまえ

よりも状 態
じょうたい

が重度化
じゅうどか

してしまった） 

〇 入 所
にゅうしょ

期間
き か ん

が長
なが

く、介助度
かいじょど

の高
たか

い利用者
りようしゃ

に対
たい

しては、食事
しょくじ

・入 浴
にゅうよく

・排泄
はいせつ

といった日常的
にちじょうてき

な介助
かいじょ

が中 心
ちゅうしん

となっていたが、とりわけ、食事
しょくじ

支援
し え ん

にお

いては、共 感
きょうかん

しあえるような関
かか

わりは乏
とぼ

しく、食事
しょくじ

提 供
ていきょう

が主
おも

な業務
ぎょうむ

とな

っており、本人
ほんにん

の身体
しんたい

機能
き の う

の維持
い じ

や食事
しょくじ

リスク、栄養
えいよう

状 態
じょうたい

をどこまで理解
り か い

した上
うえ

での食事
しょくじ

支援
し え ん

であったのかは疑問
ぎ も ん

が残
のこ

るところである。 

〇 更
さら

に、支援
し え ん

を担当
たんとう

する福祉職以外
ふくししょくいがい

の医療
いりょう

関係者等専門
かんけいしゃなどせんもん

職
しょく

と目 標
もくひょう

が

共 有
きょうゆう

されないまま、摂 食
せっしょく

嚥下
え ん げ

評価
ひょうか

※
注

ちゅう

1～3が行
おこな

われており、利用者
りようしゃ

の望
のぞ

む

暮
く

らしに反映
はんえい

されていないことが多
おお

い。 

○ 利用者
りようしゃ

の望
のぞ

む暮
く

らしに、摂 食
せっしょく

嚥下
え ん げ

評価
ひょうか

といった身体
しんたい

機能
き の う

評価
ひょうか

の結果
け っ か

が

反映
はんえい

されず、また、共 感
きょうかん

しあえるような関
かか

わりが乏
とぼ

しい中
なか

で、食事
しょくじ

を噛
か

ま

ずに飲
の

み込
こ

んでいる 状 況
じょうきょう

や部屋
へ や

に閉
と

じこもっていて足
あし

がやせ細
ほそ

ってい

る 状 況
じょうきょう

などが職 員
しょくいん

によって見過
み す

ごされ、過齢
か れ い

に 伴
ともな

う機能
き の う

低下
て い か

以上
いじょう

に

身体
しんたい

機能
き の う

の消 失
しょうしつ

、低下
て い か

が起
お

き、入所前
にゅうしょまえ

よりも状 態
じょうたい

が重度化
じゅうどか

してしまった

利用者
りようしゃ

も散見
さんけん

された。 

 

こうした背景
はいけい

が、「人権
じんけん

意識
い し き

の欠如
けつじょ

」「利用者
りようしゃ

を人間
にんげん

として見
み

られなくなった」

と指摘
し て き

を受
う

けるような状 態
じょうたい

に陥
おちい

らせた可能性
かのうせい

がある。 
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【詳 細
しょうさい

な振
ふ

り返
かえ

り】 

（施設
し せ つ

運営
うんえい

の指針
し し ん

となるべき理念
り ね ん

の欠如
けつじょ

） 

○ 県
けん

は、平成
へいせい

15年度
ね ん ど

に「県立
けんりつ

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の将 来
しょうらい

展望
てんぼう

検討
けんとう

会議
か い ぎ

」を開催
かいさい

し、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の役割
やくわり

は「民間
みんかん

では受
う

け入
い

れることが 難
むずか

しい強度
きょうど

行動
こうどう

障害者等
しょうがいしゃとう

を引
ひ

き受
う

ける」役割
やくわり

と位置
い ち

づけた。 

○ また、平成
へいせい

16年
ねん

４月
がつ

に、強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

を創設
そうせつ

し、園
えん

はその

中 核
ちゅうかく

施設
し せ つ

として、他
た

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

と連携
れんけい

しながら、３年間
ねんかん

を目途
め ど

に強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

を安定
あんてい

させ、地域
ち い き

で受
う

け入
い

れてもらうことを目 標
もくひょう

として取
と

り組
く

んだが、県
けん

は、施設
し せ つ

が「利用者
りようしゃ

の人生
じんせい

を支援
し え ん

する場
ば

」等
など

、施設
し せ つ

運営
うんえい

の

指針
し し ん

となるべき理念
り ね ん

は示
しめ

してこなかった。 

○ 園
えん

は、民間
みんかん

では対応
たいおう

が困難
こんなん

な利用者
りようしゃ

を受
う

け入
い

れることを役割
やくわり

として捉
とら

え、

「地域
ち い き

に戻
もど

れない人
ひと

」といった認識
にんしき

に 陥
おちい

り、例
たと

えば、入 所
にゅうしょ

の際
さい

も、一人
ひ と り

ひとりに対
たい

して、自分
じ ぶ ん

の人生
じんせい

をどう生
い

きたいか、入 所
にゅうしょ

の目的
もくてき

は何
なに

なのかと

いった、本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

った意識
い し き

合
あ

わせを、本人
ほんにん

を含
ふく

めた関係者
かんけいしゃ

で行
おこな

うこ

ともなく、利用者
りようしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

は進
すす

まない状 況
じょうきょう

にあった。 

○ 県
けん

は、園
えん

において、強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に入 所
にゅうしょ

した方
かた

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

が進
すす

まない状 況
じょうきょう

にもかかわらず、障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における 18歳
さい

以上
いじょう

の

入所者
にゅうしょしゃ

、いわゆる過齢児
か れ い じ

を解 消
かいしょう

するため、平成
へいせい

27年
ねん

４月
がつ

から令和
れ い わ

２年
ねん

３

月
がつ

までの間
かん

に、13名
めい

の過齢児
か れ い じ

の入 所
にゅうしょ

を進
すす

め、支援
し え ん

現場
げ ん ば

の負担
ふ た ん

は増
ま

していっ

た。 

○ また、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

が進
すす

まないことに加
くわ

えて、自傷
じしょう

や他害
た が い

といった支援
し え ん

が 難
むずか

しい利用者
りようしゃ

が多
おお

いことで、園
えん

は事故
じ こ

が起
お

きることを恐
おそ

れ、支援
し え ん

の

目 標
もくひょう

が、「施設内
しせつない

で事故
じ こ

なく安全
あんぜん

・安心
あんしん

に暮
く

らす」ことへ変化
へ ん か

し、さらに、

県本庁
けんほんちょう

からの支援
し え ん

現場
げ ん ば

の実態
じったい

から乖離
か い り

した事故
じ こ

防止
ぼ う し

に対
たい

する形式的
けいしきてき

な

指導
し ど う

などから、職 員
しょくいん

は、支援
し え ん

を見直
み な お

すことで利用者
りようしゃ

が不安定
ふあんてい

となり、事故
じ こ

につながることを恐
おそ

れるようになっていった。 

○ 理念
り ね ん

が欠如
けつじょ

するとともに、大規模
だ い き ぼ

な施設
し せ つ

を運営
うんえい

する中
なか

で、組織内
そしきない

での

連携
れんけい

による園
えん

のマネジメントが欠落
けつらく

していた。 

 

（人材
じんざい

育成
いくせい

のビジョンもなかった） 

○ 県
けん

は、平成
へいせい

22年
ねん

３月
がつ

、福祉職
ふくししょく

の人材
じんざい

育成
いくせい

に関
かん

して、多角的
たかくてき

な視点
し て ん

を持
も

っ

た福祉
ふ く し

のジェネラリストを育成
いくせい

する方針
ほうしん

を定
さだ

め、採用
さいよう

から 10年
ねん

程度
て い ど

をジョ

ブローテーション期間
き か ん

とし、４年
ねん

を目安
め や す

に異動
い ど う

を行
おこな

い、複数
ふくすう

の分野
ぶ ん や

（施設
し せ つ

、
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児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

、福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

、県本庁
けんほんちょう

など）を経験
けいけん

させるなどとしたが、

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

で利用者
りようしゃ

支援
し え ん

にあたる人材
じんざい

の育成
いくせい

方針
ほうしん

はなかった。 

○ また、利用者
りようしゃ

支援
し え ん

の中 核
ちゅうかく

となるスーパーバイザー、チーム支援
し え ん

のリーダ

ーシップを担
にな

う職 員
しょくいん

について、責任
せきにん

や役割
やくわり

に応
おう

じた人材
じんざい

育成
いくせい

の考
かんが

え方
かた

が

無
な

く、一般的
いっぱんてき

な人事
じ ん じ

評価
ひょうか

のもとで組織
そ し き

管理
か ん り

をした結果
け っ か

、現場
げ ん ば

の雰囲気
ふ ん い き

を

醸 成
じょうせい

できる職 員
しょくいん

や、「この人
ひと

のようになりたい」、「この人
ひと

のもとで仕事
し ご と

を

していきたい」というロールモデルとなる職 員
しょくいん

といった、現場
げ ん ば

をリードし

ていく職 員
しょくいん

を育成
いくせい

してこれなかった。併
あわ

せて、支援
し え ん

現場
げ ん ば

では、ベテランの

職 員
しょくいん

によるＯＪＴ※
注

ちゅう

4が十 分
じゅうぶん

に機能
き の う

していなかった。 

○ また、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の現場
げ ん ば

においては、対応
たいおう

が 難
むずか

しい利用者
りようしゃ

への

支援
し え ん

は、職 員
しょくいん

にとって支援
し え ん

を考
かんが

え、成 長
せいちょう

する機会
き か い

であるという基本的
きほんてき

な

認識
にんしき

が欠落
けつらく

しており、短期間
たんきかん

での人事異動
じ ん じ い ど う

が繰
く

り返
かえ

される中
なか

で、利用者
りようしゃ

の

担当
たんとう

職 員
しょくいん

も頻繁
ひんぱん

に変
か

わり、職 員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

と関
かか

わり、理解
り か い

を深
ふか

めていくこ

とは難
むずか

しくなっていった。 

○ 更
さら

に、職 員
しょくいん

の配置
は い ち

や人事異動
じ ん じ い ど う

は、職 員
しょくいん

の適性
てきせい

や意向
い こ う

を中 心
ちゅうしん

とした

行 政
ぎょうせい

組織
そ し き

としての一般的
いっぱんてき

な運用
うんよう

に基
もと

づいて行
おこな

われており、利用者
りようしゃ

の暮
く

ら

しや、職 員
しょくいん

と利用者
りようしゃ

の関係
かんけい

構築
こうちく

など、利用者
りようしゃ

の施設
し せ つ

での暮
く

らしに合
あ

わせた

人事
じ ん じ

の配慮
はいりょ

は行
おこな

われず、職 員
しょくいん

は、短期間
たんきかん

でしか利用者
りようしゃ

と関
かか

わることがで

きないため、入 所
にゅうしょ

当初
とうしょ

に比
くら

べて歩行
ほ こ う

機能
き の う

や嚥下
え ん げ

機能
き の う

といった利用者
りようしゃ

の

機能
き の う

が維持
い じ

されているのか、低下
て い か

しているのかといったこともわからなく

なってしまった。 

○ 再整備後
さ い せ い び ご

の園
えん

では職 員
しょくいん

の専門性
せんもんせい

を高
たか

めるため、 寮
りょう

ごとに同様
どうよう

の障 害
しょうがい

特性
とくせい

をもった利用者
りようしゃ

を集
あつ

めた。更
さら

に、同性
どうせい

介護
か い ご

を徹底
てってい

し、生活
せいかつ

空間
くうかん

に同性
どうせい

しかいない空間
くうかん

を作
つく

ったことで、地域
ち い き

では当
あ

たり前
まえ

に存在
そんざい

している多様性
たようせい

、

社会性
しゃかいせい

が寮
りょう

や施設
し せ つ

から失
うしな

われ、利用者
りようしゃ

も職 員
しょくいん

も多様
た よ う

な人間
にんげん

関係
かんけい

の中
なか

で

生活
せいかつ

を築
きず

くことができなくなった。 

○ こうした障 害
しょうがい

特性
とくせい

で 寮
りょう

を分
わ

けて運営
うんえい

をしてきたが、それぞれの 寮
りょう

で

必要
ひつよう

な職員数
しょくいんすう

を検討
けんとう

せず、画一的
かくいつてき

に配置
は い ち

してきた。例
たと

えば、高齢
こうれい

な利用者
りようしゃ

や医療的
いりょうてき

配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な利用者
りようしゃ

を集
あつ

めた寮
りょう

では、食事
しょくじ

支援等
しえんなど

の場面
ば め ん

で職 員
しょくいん

の手
て

が不足
ふ そ く

していた。 

○ また、寮
りょう

ごとに特性
とくせい

を付
つ

けたことで、応援
おうえん

体制
たいせい

が構築
こうちく

できない等
など

、縦割
た て わ

り文化
ぶ ん か

が作
つく

られていった。 
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（地域
ち い き

へ戻
もど

れるようにすることを想定
そうてい

していたが、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

は進
すす

まず、

支援
し え ん

が難
むずか

しい利用者
りようしゃ

が特定
とくてい

の寮
りょう

に滞 留
たいりゅう

した） 

○ 入所前
にゅうしょまえ

に関
かか

わっていた関係
かんけい

自治体
じ ち た い

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所等
じぎょうしょなど

は、利用者
りようしゃ

の

状 態
じょうたい

や生活
せいかつ

を確認
かくにん

することが少
すく

なくなり、入 所
にゅうしょ

以降
い こ う

、関係
かんけい

機関
き か ん

との関係
かんけい

も希薄
き は く

になっていった。 

○ 利用者
りようしゃ

が再
ふたた

び地域
ち い き

で暮
く

らせるようになるために、県本庁
けんほんちょう

、関係
かんけい

自治体
じ ち た い

と園
えん

は、つながりが薄
うす

れてしまった地域
ち い き

との関係
かんけい

を再構築
さいこうちく

していく 働
はたら

き

かけをお互
たが

いに行
い

ってこなかった結果
け っ か

、地域
ち い き

の理解
り か い

や他
た

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

への

移行
い こ う

も含
ふく

めた、地域
ち い き

への具体的
ぐたいてき

な受
う

け入
い

れは進
すす

まなかった。 

○ 地域
ち い き

での受
う

け入
い

れが進
すす

まず、利用者
りようしゃ

の暮
く

らしは施設内
しせつない

で完結
かんけつ

し、園
えん

の

意識
い し き

が、地域
ち い き

で対応
たいおう

困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

の 終
しゅう

の棲家的
すみかてき

な意識
い し き

へと 陥
おちい

っていく

中
なか

で、園
えん

の閉鎖性
へいさせい

はより高
たか

まり、また、職 員
しょくいん

が入
い

れ替
か

わり、事業所
じぎょうしょ

との顔
かお

の見
み

える関係
かんけい

が希薄化
き は く か

し、園
えん

は地域
ち い き

の中
なか

で孤立
こ り つ

してしまった。 

○ 関係
かんけい

自治体
じ ち た い

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

も、民間
みんかん

では特
とく

に対応
たいおう

困難
こんなん

な強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

の方
かた

を園
えん

に入 所
にゅうしょ

させることが目的
もくてき

となってしまった結果
け っ か

、利用者
りようしゃ

が

生活
せいかつ

する様子
よ う す

を見
み

ることなく、サービス等利用
とうりよう

計画
けいかく

のモニタリングも

不十分
ふじゅうぶん

なまま、漫然
まんぜん

と長時間
ちょうじかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

などの身体
しんたい

拘束
こうそく

が続
つづ

けられていた。 

○ 令和
れ い わ

３年
ねん

２月
がつ

に長時間
ちょうじかん

の身体
しんたい

拘束
こうそく

22件
けん

（22人
にん

）の 状 況
じょうきょう

を 11 の関係
かんけい

自治体
じ ち た い

へ情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

した。しかし、その後
ご

、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

から３年度
ね ん ど

までの

間
かん

に、県本庁
けんほんちょう

と園
えん

と相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、関係
かんけい

自治体等
じ ち た い と う

が参加
さ ん か

し、園
えん

において

モニタリングを行
い

ってきたが、サービス等利用
とうりよう

計画
けいかく

が書
か

き換
か

えられた

利用者
りようしゃ

は３人
にん

だった。 

 

（問題
もんだい

行動
こうどう

の減 少
げんしょう

のみを目的
もくてき

とした手順書
てじゅんしょ

に沿
そ

って、機械的
きかいてき

な支援
し え ん

が 行
おこな

われ

ていた） 

○ 職 員
しょくいん

の技術
ぎじゅつ

や知見
ち け ん

が積
つ

み上
あ

がる前
まえ

に人事異動
じ ん じ い ど う

が繰
く

り返
かえ

されていく中
なか

で、

行動
こうどう

障 害
しょうがい

のある利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

の安全
あんぜん

・安心
あんしん

を確保
か く ほ

する業務
ぎょうむ

が引
ひ

き継
つ

が

れ、安全
あんぜん

安心
あんしん

のためにはやむをえないということで、長時間
ちょうじかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

が

行
おこな

われていた。 

○ また、利用者
りようしゃ

の日々
ひ び

の生活
せいかつ

の支援
し え ん

は、生活
せいかつ

を豊
ゆた

かにするというよりも、

問題
もんだい

行動
こうどう

の減 少
げんしょう

のみを目的
もくてき

とした手順書
てじゅんしょ

に沿
そ

って、機械的
きかいてき

な支援
し え ん

が 行
おこな

われていた。 

○ この手順書
てじゅんしょ

は、利用者
りようしゃ

が人
ひと

との関
かか

わりが少
すく

なくても日課
に っ か

をこなせるよう
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設定
せってい

された内容
ないよう

だった。手順書
てじゅんしょ

だけを見
み

ても、どの利用者
りようしゃ

の手順書
てじゅんしょ

なのか

読
よ

み取
と

ることができない等
など

、利用者
りようしゃ

の「人間性
にんげんせい

」を読
よ

み取
と

ることはできず、

読
よ

んだ職 員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

の人生
じんせい

、生
い

き難
がた

さに共 感
きょうかん

することができないもので

あった。 

○ 職 員
しょくいん

は、利用者
りようしゃ

との関
かか

わりが分
わ

かるようになる前
まえ

に人事異動
じ ん じ い ど う

となり、

利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

との関係性
かんけいせい

の中
なか

で利用者
りようしゃ

支援
し え ん

が 培
つちか

われる環 境
かんきょう

はなくなっ

た。利用者
りようしゃ

と関
かか

わって対人
たいじん

関係
かんけい

や信頼
しんらい

関係
かんけい

を築
きず

いていく、利用者
りようしゃ

と向
む

き合
あ

って暮
く

らしを作
つく

っていく、という人間
にんげん

同士
ど う し

の関
かか

わりという前提
ぜんてい

が後回
あとまわ

しに

なってしまう組織
そ し き

文化
ぶ ん か

が醸 成
じょうせい

されていった。 

○ 利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

との関係性
かんけいせい

が深
ふか

まらない中
なか

で、構造化
こうぞうか

や刺激
し げ き

の遮断
しゃだん

とい

った方法論
ほうほうろん

だけが表面的
ひょうめんてき

に引
ひ

き継
つ

がれ、対人
たいじん

関係
かんけい

や信頼
しんらい

関係
かんけい

を築
きず

いてい

く、暮
く

らしを作
つく

っていくという目的
もくてき

は失
うしな

われた。利用者
りようしゃ

と人
ひと

として関
かか

わり、

向
む

き合
あ

って、一人
ひ と り

ひとり、その時々
ときどき

の状 態
じょうたい

や状 況
じょうきょう

に合
あ

わせて、環 境
かんきょう

を

作
つく

り、本人
ほんにん

の苦
くる

しさを解 消
かいしょう

していくという本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

った支援
し え ん

の

前提
ぜんてい

が変
か

わってしまった。 

○ その結果
け っ か

、手順書
てじゅんしょ

や日課
に っ か

に必要
ひつよう

以上
いじょう

に固執
こ し つ

し、日課
に っ か

を計画
けいかく

どおりに行
おこな

う

ことが、施設
し せ つ

における利用者
りようしゃ

支援
し え ん

であるという錯覚
さっかく

に陥
おちい

った結果
け っ か

、「日課
に っ か

の早回
はやまわ

し※
注

ちゅう

5」といったことが行
おこな

われる状 況
じょうきょう

も生
しょう

じた。 

○ 医療
いりょう

との連携
れんけい

も対 症
たいしょう

療法的
りょうほうてき

に専門家
せんもんか

の指示
し じ

を仰
あお

ぐのみとなり、福祉
ふ く し

専門職
せんもんしょく

としての主体性
しゅたいせい

が 失
うしな

われ、依存
い ぞ ん

状 態
じょうたい

に 陥
おちい

ってしまった。また、

共
とも

に利用者
りようしゃ

の生活
せいかつ

を創
つく

り上
あ

げていくパートナーであるという理解
り か い

が不足
ふ そ く

していた。 

○ そのため、利用者
りようしゃ

の人
ひと

となりや健康
けんこう

状 態
じょうたい

、利用者
りようしゃ

に処方
しょほう

されている薬
くすり

と、福祉的
ふくしてき

な生活
せいかつ

介護
か い ご

を組
く

み合
あ

わせて、本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

って支援
し え ん

をすると

いう意識
い し き

が低
ひく

くなった。 

○ 看護
か ん ご

の目線
め せ ん

も表面的
ひょうめんてき

になり、例
たと

えば、熱
ねつ

が出
で

た時
とき

に、額
がく

に手
て

を当
あ

てて

心配
しんぱい

するというような家庭
か て い

看護
か ん ご

の視点
し て ん

・当
あ

たり前
まえ

のケアの視点
し て ん

が失
うしな

われ、

本人
ほんにん

の体調等
たいちょうとう

の認識
にんしき

ができず、適切
てきせつ

なタイミングで医療
いりょう

機関
き か ん

の通院
つういん

に繋
つな

がっていなかった。 

○ こうした施設
し せ つ

運営
うんえい

が続
つづ

けられていく中
なか

で、重度
じゅうど

の利用者
りようしゃ

を受
う

け入
い

れ、

施設内
しせつない

で完結
かんけつ

する支援
し え ん

が長期化
ちょうきか

し、職 員
しょくいん

は、他
た

では対応
たいおう

困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

で

あり、重度
じゅうど

の障 害
しょうがい

があるから「仕方
し か た

ない」という意識
い し き

や「あきらめ」とい

った無力感
むりょくかん

が生
う

まれ、人
ひと

としての基本的
きほんてき

な関
かか

わり、暮
く

らしを作
つく

る、という
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「当
あ

たり前
まえ

」の意識
い し き

が欠如
けつじょ

し、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

に求
もと

められる職 業
しょくぎょう

倫理
り ん り

・

人権
じんけん

意識
い し き

が希薄化
き は く か

した。 

 

（利用者
りようしゃ

の身体
しんたい

機能
き の う

の低下
て い か

が職 員
しょくいん

によって見過
み す

ごされ、入所前
にゅうしょまえ

よりも状 態
じょうたい

が重度化
じゅうどか

してしまった） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

に求
もと

められる職 業
しょくぎょう

倫理
り ん り

・人権
じんけん

意識
い し き

が希薄化
き は く か

し、本人
ほんにん

へ

の不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

につながる風土
ふ う ど

が生
う

まれる中
なか

、現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

が関
かか

わらない

（働
はたら

きかけない・見守
み ま も

るだけ）ことで、加齢
か れ い

以上
いじょう

に利用者
りようしゃ

の機能
き の う

低下
て い か

がみ

られるようになった。例
たと

えば、食事
しょくじ

支援
し え ん

において立
た

って支援
し え ん

をすることで、

口元
くちもと

を確認
かくにん

せず、誤嚥
ご え ん

のリスクが高
たか

くなることや噛
か

まずに飲
の

み込
こ

むことで

咀嚼
そしゃく

機能
き の う

が低下
て い か

していることに気
き

づかず、機能
き の う

低下
て い か

に 伴
ともな

ってごはんから

おかゆへ食形態
しょくけいたい

を落
お

としていた。 

○ 現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

は短期間
たんきかん

しか担当
たんとう

しておらず、支援上
しえんじょう

においても利用者
りようしゃ

との

関
かか

わりが少
すく

なかったため、利用者
りようしゃ

が本来
ほんらい

持
も

っている身体
しんたい

機能
き の う

を把握
は あ く

できず、

利用者
りようしゃ

の機能
き の う

維持
い じ

や向 上
こうじょう

に意識
い し き

が向
む

かなかった。そのため、食事
しょくじ

や移動
い ど う

と

いったそれぞれの日 常
にちじょう

生活
せいかつ

の場面
ば め ん

で、利用者
りようしゃ

の障 害
しょうがい

の重度化
じゅうどか

につながっ

ていた。 
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２ 現在
げんざい

の取組
とりくみ

 

県
けん

は、令和
れ い わ

４年
ねん

２月
がつ

までの支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームでの議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえ、

同年
どうねん

３月
がつ

から、県本庁
けんほんちょう

幹部
か ん ぶ

職 員
しょくいん

を園
えん

に常 駐
じょうちゅう

させ、同年
どうねん

４月
がつ

からは民間
みんかん

の

支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザー及
およ

び地域
ち い き

共 生
きょうせい

コーディネーターを配置
は い ち

した。 

現在
げんざい

、支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザーの指導
し ど う

を受
う

けながら、これまでの支援
し え ん

を根本
こんぽん

から見直
み な お

し、利用者
りようしゃ

の人
ひと

となりを知
し

り、関
かか

わりながら、利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

が一緒
いっしょ

になって暮
く

らしを作
つく

る取組
とりくみ

を、園
えん

と県本庁
けんほんちょう

が一体
いったい

となって進
すす

めている。 

【支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザーについて】 

配置日
は い ち び

:令和
れ い わ

４年
ねん

４月
がつ

１日
にち

〜 

人
にん

 数
すう

:３名
めい

 

勤務日
き ん む び

: 週
しゅう

２〜３日
にち

 

主
おも

な内容
ないよう

 

（支援
し え ん

改善
かいぜん

） 

○ 園内
えんない

各 寮
かくりょう

をラウンドし、利用者
りようしゃ

に話
はな

しかけ、関
かか

わりを持
も

ちなが

ら、現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

への助言
じょげん

や現場
げ ん ば

支援
し え ん

に直 接
ちょくせつ

介 入
かいにゅう

 

○ ケースカンファレンス（園 長
えんちょう

、各課
か く か

寮 長
りょうちょう

、スーパーバイザ

ー、担当
たんとう

職 員
しょくいん

・毎 週
まいしゅう

 ２回
かい

３〜４ケース程度
て い ど

） 

○ 身体
しんたい

拘束
こうそく

廃止
は い し

検討
けんとう

会議等
かいぎなど

の園内
えんない

会議
か い ぎ

に参加
さ ん か

 

（マネジメント改善
かいぜん

） 

○ 課寮長
かりょうちょう

ミーティング（園 長
えんちょう

、各課
か く か

寮 長
りょうちょう

、スーパーバイザーが

参加
さ ん か

） 

○ 朝
あさ

の連絡会
れんらくかい

への参加
さ ん か

（寮 長
りょうちょう

以上
いじょう

が出 席
しゅっせき

・毎日
まいにち

） 

○ 幹部
か ん ぶ

会議
か い ぎ

への参加
さ ん か

（寮 長
りょうちょう

以上
いじょう

が参加
さ ん か

・毎 週
まいしゅう

） 

【地域
ち い き

共 生
きょうせい

コーディネーターについて】 

配置日
は い ち ひ

：令和
れ い わ

４年
ねん

４月
がつ

25日
にち

～ 

人
にん

 数
すう

：１名
めい

 

勤務日
き ん む び

：週
しゅう

２～３日
にち

 

主
おも

な内容
ないよう

 

○ 園内
えんない

の日 中
にっちゅう

活動
かつどう

（受 注
じゅちゅう

作業
さぎょう

）充 実
じゅうじつ

に向
む

け、近隣
きんりん

企業
きぎょう

・地域
ち い き

（地元
じ も と

自治会
じ ち か い

や関係
かんけい

自治体
じ ち た い

、商 工
しょうこう

会議所等
かいぎしょとう

）との関係
かんけい

構築
こうちく

・日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の開拓
かいたく

 

○ 秦野駅前
はだのえきまえ

の日 中
にっちゅう

活動
かつどう

拠点
きょてん

（らっかせい）で、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
など

と

共 同
きょうどう

して活動
かつどう

するために必要
ひつよう

な助言
じょげん
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（１）具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

 

ア 支援
し え ん

改善
かいぜん

（暮
く

らしの改善
かいぜん

・利用者
りようしゃ

と共 感
きょうかん

しあう関係
かんけい

づくり） 

支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザーによる当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

の実践
じっせん

指導
し ど う

 

○ 共 感
きょうかん

しあう関係性
かんけいせい

を作
つく

る 

・ 利用者
りようしゃ

の人
ひと

となりの理解
り か い

（再
さい

アセスメント、成育歴
せいいくれき

の

再調査
さいちょうさ

、人
ひと

となりシート※
注

ちゅう

6による利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

の

振
ふ

り返
かえ

り） 

・ 利用者
りようしゃ

の暮
く

らしを一緒
いっしょ

に作
つく

る実践
じっせん

 

○ 利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりが世界
せ か い

の広
ひろ

がりを実感
じっかん

する暮
く

らし 

・ 地域
ち い き

共 生
きょうせい

コーディネーターによる日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の開拓
かいたく

 

・ 地域
ちいき

で暮
く

らす支援
しえん

の仕組
し く

みづくり（秦野駅前
はだのえきまえ

の日 中
にっちゅう

活動
かつどう

拠点
きょてん

を

設置
せっち

、公園等
こうえんとう

の環 境
かんきょう

整備
せいび

活動等
かつどうとう

、地域
ちいき

の方
かた

との交 流
こうりゅう

を深
ふか

める） 

○ 仲間
な か ま

と協 働
きょうどう

・協 力
きょうりょく

する暮
く

らし（働
はたら

く（手帳
てちょう

の解体等
かいたいとう

、

社会
しゃかい

の中
なか

で自身
じ し ん

の役割
やくわり

を実感
じっかん

する活動
かつどう

）、遊
あそ

ぶ、くつろぐ） 

・ 地域
ち い き

での体験
たいけん

（地域
ち い き

での仲間
な か ま

づくり・暮
く

らしの準備
じゅんび

） 

イ 生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

 

○ トイレの便座
べ ん ざ

や居室
きょしつ

の天 井
てんじょう

(便
べん

がついた天 井
てんじょう

)等
など

の修 繕
しゅうぜん

工事
こ う じ

 

○ 見守
み ま も

りカメラを３寮
りょう

12台
だい

から６寮
りょう

76台
だい

へ増設
ぞうせつ

 

○ 録画
ろ く が

した映像
えいぞう

の保存
ほ ぞ ん

期間
き か ん

を 21日間
にちかん

から１年間
ねんかん

へ延 長
えんちょう

 

ウ 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

との意見
い け ん

交換
こうかん

 

○ 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

県立
けんりつ

施設
し せ つ

巡 回
じゅんかい

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

エ マネジメント改善
かいぜん

・風
かぜ

通
とお

しのよい職場
しょくば

づくり 

○ 園幹部
えんかんぶ

職員
しょくいん

のラウンドを強化
きょうか

し、利用者
りようしゃ

や職 員
しょくいん

との風
かぜ

通
とお

しを 

改善
かいぜん

 

○ 利用者
りようしゃ

への食事
しょくじ

支援等
しえんなど

、人手
ひ と で

が足
た

りない場面
ば め ん

へ全園
ぜんえん

で応援
おうえん

 

オ 県本庁
けんほんちょう

の関与
か ん よ

の強化
きょうか

 

○ 県本庁
けんほんちょう

幹部
か ん ぶ

職 員
しょくいん

が園
えん

に常 駐
じょうちゅう

 

○ 監査
か ん さ

の改善
かいぜん

・強化
きょうか

、県本庁
けんほんちょう

・他
た

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

の職 員
しょくいん

が加
くわ

わっ

たサポートチームによるモニタリング※
注

ちゅう

7 
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カ 地域
ち い き

のネットワーク構築
こうちく

・民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

への県
けん

単
たん

補助
ほ じ ょ

金
きん

等
とう

 

○ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

コーディネーターによる地域
ち い き

の事業所
じぎょうしょ

とのネットワーク構築
こうちく

 

○ 利用者
りようしゃ

が外部
が い ぶ

事業所
じぎょうしょ

を体験
たいけん

利用
り よ う

する場合
ば あ い

などに民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

へ

補助金
ほじょきん

を交付
こ う ふ

 

・当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業費
じぎょうひ

補助
ほ じ ょ

 

＜日 中
にっちゅう

活動
かつどう

・体験
たいけん

＞外部
が い ぶ

事業所
じぎょうしょ

への日中
にっちゅう

活動
かつどう

受入費
うけいれひ

、ＧＨへの体験
たいけん

受入費
うけいれひ

 

＜地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

支援
し え ん

＞緊急
きんきゅう

短期
た ん き

受入枠費
うけいれわくひ

、在宅
ざいたく

支援費
し え ん ひ

 

・県立
けんりつ

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

移行
い こ う

促進
そくしん

事業費
じぎょうひ

補助
ほ じ ょ

 

県立
けんりつ

施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

を受
う

け入
い

れに伴
ともな

い加配
かはい

を行
い

った民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

への人件費
じんけんひ

補助
ほじょ

・

設備費
せ つ び ひ

補助
ほじょ

 

 

（２）現場
げ ん ば

に常 駐
じょうちゅう

して支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザー等
など

が感
かん

じた課題
か だ い

 

（共 感
きょうかん

しあう関係性
かんけいせい

を作
つく

る） 

○ 利用者
りようしゃ

を孤立
こ り つ

させず、現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

や関係
かんけい

自治体等
じ ち た い と う

が関
かか

わりを持
も

ち続
つづ

けることができていない。 

○ 誰
だれ

でも意思
い し

決定
けってい

できるという前提
ぜんてい

に立
た

ち、利用者
りようしゃ

と話
はな

し合
あ

って暮
く

ら

しを作
つく

れていない。 

○ 現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

は、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの成育歴
せいいくれき

の重要性
じゅうようせい

を理解
り か い

してお

らず、利用者
りようしゃ

の人生
じんせい

全体
ぜんたい

を把握
は あ く

していない。 

○ 人
ひと

となりシートは、利用者
りようしゃ

から職 員
しょくいん

が問
と

われているという意識
い し き

が

なく、ただ作成
さくせい

、管理
か ん り

しているだけになっている。 

○ 利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりに応
おう

じた問
と

いを立
た

て、利用者
りようしゃ

に愛 着
あいちゃく

を持
も

った

り、行動
こうどう

に意味
い み

を感
かん

じたり、捉
とら

え方
かた

や考
かんが

え方
かた

を深
ふか

めていく必要
ひつよう

があ

る。 

 

（いのちと接
せっ

する意識
い し き

を持
も

つ） 

○ 今
いま

もなお、誤嚥
ご え ん

につながるおそれがある食事
しょくじ

支援等
しえんなど

が行
おこな

われてお

り、いのちの危険
き け ん

につながる食事
しょくじ

支援
し え ん

について、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとり

早 急
そうきゅう

に見直
み な お

す必要
ひつよう

がある。 

○ 支援
し え ん

の効率化
こうりつか

の名目
めいもく

で、利用者
りようしゃ

が食事
しょくじ

をしている最 中
さいちゅう

に、支援
し え ん

に

入
はい

るべき職 員
しょくいん

を割
さ

いて、食事
しょくじ

を終
お

えた利用者
りようしゃ

の食器
しょっき

を洗
あら

う等
など

、支援
し え ん

という視点
し て ん

から不合理
ふ ご う り

なことが起
お

きてしまっている。 
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○ 利用者
りようしゃ

の体 調
たいちょう

不良
ふりょう

を発見
はっけん

しても、適切
てきせつ

な医療
いりょう

アクセスにつなげら

れず、様子
よ う す

観察
かんさつ

に終
お

わり、次
つぎ

の処置
し ょ ち

につながらない。 

○ 死亡
し ぼ う

事案
じ あ ん

・重
しげ

大事故
だ い じ こ

の検 証
けんしょう

が不十分
ふじゅうぶん

で、再発
さいはつ

防止
ぼ う し

につながらな

い。 

○ 利用者
りようしゃ

との日常的
にちじょうてき

な会話
か い わ

や、顔色
かおいろ

を見
み

たり、体 調
たいちょう

を見
み

たりといっ

た関
かか

わりができていない場面
ば め ん

がある。 

○ 職 員
しょくいん

個人
こ じ ん

で考
かんが

え方
かた

が変
か

わりつつある職 員
しょくいん

もいるが、園全体
えんぜんたい

とし

ては、今
いま

も、立
た

って食事
しょくじ

支援
し え ん

を 行
おこな

う、慌
あわ

ただしく食事
しょくじ

をとって誤嚥
ご え ん

などの危険
き け ん

がある等
など

、支援
し え ん

の考
かんが

え方
かた

は大
おお

きく変
か

わっていない。 

○ コロナ禍
か

であっても、作業場
さぎょうじょう

の入
い

り口
ぐち

の水栓
すいせん

の蛇口
じゃぐち

がないなど、

利用者
りようしゃ

が手
て

を洗
あら

う場所
ば し ょ

もなく、一般
いっぱん

衛生
えいせい

管理
か ん り

がされていない中
なか

での暮
く

らしを利用者
りようしゃ

に強
し

いている。 

○ 行動
こうどう

障 害
しょうがい

の改善
かいぜん

に向
む

けては、薬物
やくぶつ

療 法
りょうほう

を含
ふく

めた医療
いりょう

対応
たいおう

と適切
てきせつ

な生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の設定
せってい

が同時
ど う じ

に行
おこな

われなければならない。そのことにつ

いての理解
り か い

が不十分
ふじゅうぶん

である。 

○ 職 員
しょくいん

全体
ぜんたい

（医療
いりょう

スタッフも含
ふく

む）は、行動
こうどう

障 害
しょうがい

に対
たい

し、投与
と う よ

さ

れた薬物
やくぶつ

が日 常
にちじょう

生活
せいかつ

にどのような影 響
えいきょう

を及
およ

ぼすのかといった理解
り か い

が不十分
ふじゅうぶん

で、精神科薬
せいしんかやく

による体 調
たいちょう

の変化
へ ん か

に気付
き づ

くことができていな

い。例
たと

えば、理解
り か い

がないままに精神科薬
せいしんかやく

の増減
ぞうげん

が行
おこな

われることで、

どのようなことが起
お

きうるのかということについても認識
にんしき

ができてい

ないことは非常
ひじょう

に危険
き け ん

である。 

○ このことに誰
だれ

も気
き

が付
つ

けていないことが大
おお

きな問題
もんだい

である。 

○ 生活
せいかつ

支援
し え ん

（暮
く

らし）の意識
い し き

が欠如
けつじょ

した状 態
じょうたい

で、利用者
りようしゃ

の

状態像等
じょうたいぞうなど

を医療
いりょう

へ報告
ほうこく

しており、適切
てきせつ

な状 態
じょうたい

報告
ほうこく

となっていな

い。 

 

（風土
ふ う ど

を根本
こんぽん

から変
か

える） 

○ 便器
べ ん き

の横
よこ

で食事
しょくじ

をしたい、居室
きょしつ

の鍵
かぎ

を閉
し

めてほしい、といった

利用者
りようしゃ

の表 出
ひょうしゅつ

を言
い

われるままに捉
とら

え、居室
きょしつ

の外
そと

から鍵
かぎ

をかけてお

り、職員
しょくいん

が当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

って、自分事
じぶんごと

として当事者
とうじしゃ

の人生
じんせい

に伴走
ばんそう

できていない。 

○ 利用者
りようしゃ

の意思
い し

を確認
かくにん

するわけでもなく、本人
ほんにん

の生活
せいかつ

実態
じったい

を知
し

らない

成年
せいねん

後見人
こうけんにん

が意思
い し

決定
けってい

を行
おこな

っている場合
ば あ い

がある。 
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○ 地域
ち い き

の中
なか

で、様々
さまざま

な人
ひと

との関
かか

わりや経験
けいけん

・体験
たいけん

を、利用者
りようしゃ

が職 員
しょくいん

と

一緒
いっしょ

になって積
つ

み重
かさ

ね、利用者
りようしゃ

の暮
く

らしを膨
ふく

らませていく必要
ひつよう

があ

る。 

○ 秦野駅前
はだのえきまえ

の日 中
にっちゅう

活動
かつどう

拠点
きょてん

を設置
せ っ ち

したが、有効
ゆうこう

に活用
かつよう

されていな

い。 

○ 業務
ぎょうむ

の簡略化
かんりゃくか

、財政
ざいせい

の効率化
こうりつか

のもと、掃除
そ う じ

・洗濯
せんたく

・食事作
しょくじづく

りなど、

暮
く

らしを作
つく

る活動
かつどう

を業務
ぎょうむ

委託
い た く

した結果
け っ か

、利用者
りようしゃ

から暮
く

らしを奪
うば

い、

文化
ぶ ん か

、余暇
よ か

活動
かつどう

の機会
き か い

も奪
うば

われ、利用者
りようしゃ

が暮
く

らしの主体者
しゅたいしゃ

ではなくな

った。 

○ 利用者
りようしゃ

が一人
ひ と り

でいられること（職 員
しょくいん

にとって手
て

がかからないこ

と）を自立
じ り つ

と考
かんが

え、現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

は利用者
りようしゃ

と関
かか

わる場面
ば め ん

が減
へ

り、また、

利用者
りようしゃ

への共 感
きょうかん

ができる場面
ば め ん

もなくなり、利用者
りようしゃ

が孤立
こ り つ

した。 

○ 現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

は、利用者
りようしゃ

を中 心
ちゅうしん

とした仕事
し ご と

づくりをする必要
ひつよう

がある。 

○ 生活
せいかつ

環 境
かんきょう

に対
たい

する意識
い し き

が改善
かいぜん

されつつあるが、トイレの水
みず

が流
なが

れ

ない等
など

、人
ひと

が暮
く

らす環 境
かんきょう

として普通
ふ つ う

でない状 態
じょうたい

に対
たい

して、職 員
しょくいん

の

意識
い し き

が麻痺
ま ひ

してしまっている。 

○ 現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

と利用者
りようしゃ

が分離
ぶ ん り

された生活
せいかつ

環 境
かんきょう

になっていて、利用者
りようしゃ

が

くつろぐデイルームを職 員
しょくいん

は土足
どそく

で歩
ある

いてしまう等
など

、現場
げんば

職 員
しょくいん

と

利用者
りようしゃ

が場
ば

や時間
じかん

を分
わ

かち合
あ

えていない（監視
かんし

になってしまっている）。 

 

（主体的
しゅたいてき

な職 員
しょくいん

意識
い し き

を育
そだ

てる） 

○ 一部
い ち ぶ

の現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

は積極的
せっきょくてき

に利用者
りようしゃ

と関
かか

わろうと変
か

わってきている

が、まだ、支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザーに言
い

われているからといった意識
い し き

が

あり、このままでは、支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザーがいなくなれば、すぐに

元
もと

に戻
もど

る可能性
かのうせい

が高
たか

い。職 員
しょくいん

が自
みずか

ら考
かんが

え、主体的
しゅたいてき

に取組
とりくみ

を進
すす

める

必要
ひつよう

がある。 

○ 自分
じ ぶ ん

には関係
かんけい

ないと割
わ

り切
き

ってしまう文化
ぶ ん か

や縦割
た て わ

り意識
い し き

がまだ強
つよ

く、担当
たんとう

職 員
しょくいん

とその他
た

の職 員
しょくいん

、寮
りょう

と日 中
にっちゅう

活動
かつどう

、園内
えんない

の多職種
たしょくしゅ

が

うまく機能
き の う

していないため、今後
こ ん ご

は横
よこ

のつながりを意識
い し き

した取組
とりくみ

をす

べきである。 

 

（利用者
りようしゃ

が社会
しゃかい

とのつながりを感
かん

じられていない） 

○ 利用者
りようしゃ

同士
ど う し

であっても、寮
りょう

を越
こ

えた横断的
おうだんてき

な交 流
こうりゅう

がないことで、
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お互
たが

いにふれ合
あ

う機会
き か い

がなく、園内
えんない

における仲間
な か ま

づくりができていな

かった。 

○ 身体
しんたい

拘束
こうそく

がされている利用者
りようしゃ

であっても、市町村
しちょうそん

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

も実際
じっさい

に園
えん

に利用者
りようしゃ

の様子
よ う す

を見
み

に来
く

る機会
き か い

が少
すく

なく、サービス

等利用
とうりよう

計画
けいかく

に「身体
しんたい

拘束
こうそく

を廃止
は い し

する」といった文言
もんごん

が書
か

き加
くわ

えられ

ることがないなど、利用者
りようしゃ

が取
と

り残
のこ

されてしまっている。 

 

（利用者
りようしゃ

が幼少期
ようしょうき

から分離
ぶ ん り

され、孤立
こ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

らざるを得
え

なかった） 

○ 一人
ひ と り

ひとりの成育歴
せいいくれき

を振
ふ

り返
かえ

ると、幼少期
ようしょうき

から地域
ち い き

において、

本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

が提 供
ていきょう

されず、 著
いちじる

しく制約
せいやく

された環 境
かんきょう

の中
なか

で、孤立
こ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

らざるを得
え

ない状 況
じょうきょう

にあった。 

○ 周囲
しゅうい

は、何
なに

もできない子
こ

どもとして、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を奪
うば

ってしま

っていた。 

○ こうした経緯
け い い

の中
なか

で、何
なに

もできない人
ひと

として、地域
ち い き

の中
なか

に居場所
い ば し ょ

を

失
うしな

った。 

 

３ 県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

における利用者
りようしゃ

支援
し え ん

外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

で調査
ちょうさ

継続
けいぞく

とな

った事案
じ あ ん

の調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告書
ほうこくしょ

から見
み

えてきた課題
か だ い

 

外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

で調査
ちょうさ

が終 了
しゅうりょう

したが、事実
じ じ つ

が判然
はんぜん

としていない事案
じ あ ん

24

件
けん

については、引
ひ

き続
つづ

き県本庁
けんほんちょう

と園
えん

が調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、「県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり

園
えん

における利用者
りようしゃ

支援
し え ん

外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

で調査
ちょうさ

継続
けいぞく

となった事案
じ あ ん

の調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告書
ほうこくしょ

」を取
と

りまとめ、支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームでは次
つぎ

のとおり指摘
し て き

した。 

 

（１）情 報
じょうほう

提供者
ていきょうしゃ

へのヒアリングができていない等
など

、調査
ちょうさ

を継続
けいぞく

する必要
ひつよう

がある事案
じ あ ん

 

○ 制度
せ い ど

としての通報
つうほう

義務
ぎ む

という問題
もんだい

だけでなく、最大
さいだい

の問題
もんだい

は日常化
にちじょうか

していて、感覚
かんかく

が麻痺
ま ひ

していることが最大
さいだい

の要因
よういん

である。園内
えんない

の閉鎖
へ い さ

された特殊
とくしゅ

な環境下
かんきょうか

で、職 員
しょくいん

も別
べつ

の世界
せ か い

、業務
ぎょうむ

と割
わ

り切
き

って、心
こころ

を

無
な

くして仕事
し ご と

をしていたのではないか。 

○ 県
けん

が調査
ちょうさ

やモニタリングに入
はい

った際
さい

、利用者
りようしゃ

と同
おな

じトイレを使
つか

い、

実態
じったい

を確認
かくにん

する必要
ひつよう

がある。 
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○ 転倒等
てんとうとう

の事故
じ こ

が発生
はっせい

した時
とき

に、十 分
じゅうぶん

な調査
ちょうさ

を行
い

っていれば、原因
げんいん

が明
あき

らかとなった可能性
かのうせい

があり、当時
と う じ

、職 員
しょくいん

には障害者
しょうがいしゃ

だから何
なに

が

起
お

きてもおかしくない、といった障害者
しょうがいしゃ

軽視
け い し

の意識
い し き

があったのではな

いか。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

としてサービス提 供
ていきょう

に必要
ひつよう

な物品
ぶっぴん

について、

本来園
ほんらいえん

で購 入
こうにゅう

すべきところ、利用者
りようしゃ

のお小遣
こ づ か

いから購 入
こうにゅう

していたこ

とに誰
だれ

も疑念
ぎ ね ん

を抱
だ

かず、園内
えんない

のチェック体制
たいせい

が機能
き の う

していなかった。

また、誰
だれ

が説明
せつめい

したのか、どこで決定
けってい

されたかが分
わ

からない等
など

、

組織的
そしきてき

に対応
たいおう

できていなかった。 

○ ヒアリングした職 員
しょくいん

の記憶
き お く

が曖昧
あいまい

で、家族
か ぞ く

への説明
せつめい

内容
ないよう

や支援
し え ん

内容
ないよう

の記録
き ろ く

が残
のこ

されていないことも多
おお

く、当該
とうがい

説明
せつめい

や適切
てきせつ

な支援
し え ん

を

「していない」と判断
はんだん

せざるを得
え

ない。 

 

（２）過去
か こ

の死亡
し ぼ う

事案
じ あ ん

の検 証
けんしょう

 

○ 肺炎
はいえん

や骨折等
こっせつとう

がある中
なか

で、支援
し え ん

の見直
み な お

しが 行
おこな

われてこなかったこ

と、また、検 証
けんしょう

できる記録
き ろ く

になっていなかったことが確認
かくにん

でき、当時
と う じ

、

利用者
りようしゃ

を見
み

て支援
し え ん

してきたとは言
い

いがたい状 況
じょうきょう

であった。 

○ 食事
しょくじ

に関
かん

して、高
たか

いリスクが長期
ちょうき

に渡
わた

ってみられていたことが確認
かくにん

された。しかし、それを、どのくらい受
う

け止
と

めて、支援
し え ん

の中
なか

に取
と

り入
い

れてきたのかということが不十分
ふじゅうぶん

であった。このことが長期間
ちょうきかん

続
つづ

くこ

とで、健康
けんこう

状 態
じょうたい

や、食
しょく

に対
たい

する意欲
い よ く

の低下
て い か

につながっており、改
あらた

め

て、食
しょく

に係
かか

る支援
し え ん

の見直
み な お

しを早 急
そうきゅう

に見直
み な お

す必要
ひつよう

がある。 

○ 抗
こう

てんかん薬
くすり

や向精神
こうせいしん

薬
やく

を長期
ちょうき

に内服
ないふく

している方
かた

は、服用
ふくよう

期間
き か ん

が

長
なが

くなればなるほど、骨粗鬆症
こつそしょうしょう

や骨
こつ

軟化症
なんかしょう

のリスクが高
たか

くなる。骨塩
こつえん

定 量
ていりょう

検査
け ん さ

は時間
じ か ん

がかかるが、カルシウム・リンの定 量
ていりょう

検査
け ん さ

は採血
さいけつ

の

新項目
しんこうもく

に入
い

れることができる。複数回
ふくすうかい

以上
いじょう

の骨折
こっせつ

を起
お

こしている方
かた

に

関
かん

しては、一般的
いっぱんてき

なレントゲン撮影
さつえい

と骨塩
こつえん

定 量
ていりょう

検査
け ん さ

などそのような

ものを意識
い し き

して検査
け ん さ

しないと再度
さ い ど

骨折
こっせつ

して、車
くるま

いすになる、動作性
どうさせい

が

落
お

ちる、食 欲
しょくよく

が落
お

ちるという悪循環
あくじゅんかん

になっていく。 

○ 嚥下
え ん げ

機能
き の う

や栄養
えいよう

状 態
じょうたい

についても、障 害
しょうがい

により噛
か

む 力
ちから

がもともと

弱
よわ

いのか、服薬
ふくやく

による影 響
えいきょう

なのかといった観点
かんてん

から、専門職
せんもんしょく

の評価
ひょうか

や助言
じょげん

を受
う

け、支援
し え ん

を見直
み な お

していく、さらには、日々
ひ び

の利用者
りようしゃ

の様子
よ う す

（表 情
ひょうじょう

、活動性
かつどうせい

、顔色
かおいろ

や肌艶
はだつや

など）や血液
けつえき

検査等
けんさとう

の客観的
きゃっかんてき

な数値
す う ち
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に基
もと

づいて、その方
かた

の支援
し え ん

を考
かんが

えていくことができていなかった。そ

れをどうしていくかが課題
か だ い

である。 

○ 最
もっと

も大切
たいせつ

なことは、人
ひと

と一緒
いっしょ

に食
た

べている時
とき

の嬉
うれ

しそうに、美味
お い

しそうにしている雰囲気
ふ ん い き

である。一人
ひ と り

で食
た

べている時
とき

の孤独感
こどくかん

、

悲壮感
ひそうかん

、なんとか口
くち

にようやく運
はこ

んでいるような、そういうものをち

ゃんと感
かん

じ取
と

った支援
し え ん

というものができているのか、この仕事
し ご と

の根幹
こんかん

がまず欠
か

けている。そのことについて現場
げ ん ば

がまだ受
う

け入
い

れられていな

い状 況
じょうきょう

だと思
おも

っている。 

○ 緊 急
きんきゅう

対応
たいおう

は、どこに連絡
れんらく

することが優先
ゆうせん

されるのか、現場
げ ん ば

が迷
まよ

っ

た時
とき

に、現場
げ ん ば

の判断
はんだん

で救 急
きゅうきゅう

要請
ようせい

できるということを徹底
てってい

する必要
ひつよう

が

ある。 

○ 県
けん

が県立
けんりつ

施設
し せ つ

を運営
うんえい

する意味
い み

は、フィールドを持
も

って、色々
いろいろ

な課題
か だ い

に直 面
ちょくめん

する現場
げ ん ば

を持
も

っているということであり、利用者
りようしゃ

が社会
しゃかい

の中
なか

で、生
い

きていく上
うえ

で、本当
ほんとう

の意味
い み

で何
なに

が課題
か だ い

になっているのか、しっ

かり吸
す

い上
あ

げる場所
ば し ょ

でもある。医療
いりょう

、福祉
ふ く し

ともに、特
とく

に行動
こうどう

障 害
しょうがい

を併
あわ

せ持
も

っている利用者
りようしゃ

にとっては治療
ちりょう

や支援
し え ん

が無理
む り

であるという意識
い し き

が根底
こんてい

にあり、その結果
け っ か

、医療
いりょう

へのアクセスが妨
さまた

げられていると感
かん

じ

ることがある。また、利用者
りようしゃ

が亡
な

くなる時
とき

、現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

は、医療
いりょう

にアク

セスできない、治療
ちりょう

も受
う

けられないことで、非常
ひじょう

に辛
つら

い、悔
くや

しい思
おも

い

をしながら、看取
み と

ることしかできないことが多々
た た

ある。現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

は、

そういったものを、もっと堂々
どうどう

と出
だ

してもらいたい。 

  



28 

Ⅲ部
ぶ

 改革
かいかく

プログラム 

 

１ 目指
め ざ

す姿
すがた

～当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を実現
じつげん

するために～ 

  現在
げんざい

、園
えん

が 行
おこな

っている改革
かいかく

の方向性
ほうこうせい

を踏
ふ

まえ、今後
こ ん ご

は、園外
えんがい

での日 中
にっちゅう

活動等
かつどうとう

、地域
ち い き

で暮
く

らす利用者
りようしゃ

が増
ふ

えていくことが想定
そうてい

される。障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が

地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
おく

る上
うえ

で、受皿
うけざら

となる地域
ち い き

がこれまでどおりであっては、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

は地域
ち い き

に根付
ね づ

いた暮
く

らしを送
おく

ることはできない。そのため、県
けん

は、本
ほん

プログラムを実践
じっせん

するだけでなく、受皿
うけざら

となる地域
ち い き

の意識
い し き

変革
へんかく

が必要
ひつよう

という

前提
ぜんてい

に立
た

ち、関係
かんけい

自治体
じ ち た い

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

だけでなく、利用者
りようしゃ

と出会
で あ

う地域
ち い き

の一般
いっぱん

の人
ひと

たちへの理解
り か い

促進
そくしん

に努
つと

め、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が地域
ち い き

の中
なか

で当
あ

たり前
まえ

に

暮
く

らせるよう、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を実現
じつげん

してほしい。 

 

（１）当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を実現
じつげん

するための理念
り ね ん

 

○ 利用者
りようしゃ

が主体
しゅたい

となるよう、一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

を支援
し え ん

する。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が街
まち

の中
なか

で当
あ

たり前
まえ

に暮
く

らせる社会
しゃかい

を目指
め ざ

し、地域
ち い き

を立
た

て

直
なお

す。 

 

（２）役割
やくわり

 

  ア 園
えん

の役割
やくわり

 

    今
いま

までの園
えん

の役割
やくわり

は、「強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

の中 核
ちゅうかく

施設
し せ つ

」や、かつての収 容
しゅうよう

保護
ほ ご

の 考
かんが

え方
かた

である「民間
みんかん

では特
とく

に対応
たいおう

が 難
むずか

しい人
ひと

の最終的
さいしゅうてき

な

受入先
うけいれさき

」であり、障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた特殊
とくしゅ

な環 境
かんきょう

で点数
てんすう

を下
さ

げる取組
とりくみ

を

通
つう

じて本人
ほんにん

を変
か

えようとしてきた。また、一人
ひ と り

でいられること（職 員
しょくいん

に

とって手
て

がかからないこと）を自立
じ り つ

と考
かんが

えた。その結果
け っ か

、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

がされてこなかった。 

    今後
こ ん ご

は、「地域
ち い き

生活
せいかつ

が困難
こんなん

となった障害者
しょうがいしゃ

を一時的
いちじてき

に受
う

け入
い

れ、園外
えんがい

での日 中
にっちゅう

活動
かつどう

を充 実
じゅうじつ

させるなど、地域
ち い き

と本人
ほんにん

とが、関
かか

わりを深
ふか

め、お

互
たが

いに変容
へんよう

していくことで、地域
ち い き

の中
なか

で本人
ほんにん

の人格
じんかく

の発達
はったつ

と存在
そんざい

が保障
ほしょう

される支援
し え ん

を確立
かくりつ

し、地域
ち い き

に本人
ほんにん

の居場所
い ば し ょ

をつくる」といった役割
やくわり

に

転換
てんかん

する。なお、自立
じ り つ

とは、「相談
そうだん

ができる、一緒
いっしょ

に悩
なや

める、頼
たよ

れる人
ひと

、

友達
ともだち

、仲間
な か ま

をたくさんつくること」と考
かんが

える。 

また、県
けん

は、園
えん

の役割
やくわり

の一
ひと

つに、施策
し さ く

の検討
けんとう

を行
おこな

うためのフィール

ドとしての役割
やくわり

があることを再定義
さいていぎ

する。 
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（例
たと

えば、知的
ち て き

障 害
しょうがい

がある方
かた

の医療
いりょう

アクセスが、知的
ち て き

障 害
しょうがい

がない方
かた

よりも難
むずか

しい・地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

ができずに施設
し せ つ

の中
なか

で高齢化
こうれいか

が進
すす

み、

必要
ひつよう

な介助
かいじょ

の人手
ひ と で

が不足
ふ そ く

した・入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は地域
ち い き

の医療
いりょう

サービス（訪問
ほうもん

医療
いりょう

など）を受
う

けられないといった課題
か だ い

を見
み

つけ、当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

から

施策
し さ く

を検討
けんとう

する場
ば

） 

＜地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

＞ 

在宅
ざいたく

やグループホームに移行
い こ う

することだけではなく、園
えん

に入 所
にゅうしょ

して

いても、地域
ち い き

に出
で

て、居場所
い ば し ょ

や仲間
な か ま

、役割
やくわり

を感
かん

じられ、社会
しゃかい

の一員
いちいん

と

して、ごく当
あ

たり前
まえ

の地域
ち い き

のふれあいや関
かか

わりを持
も

っていくことで、

地域
ち い き

での暮
く

らしを取
と

り戻
もど

していくこと。 

 イ 地域
ち い き

の役割
やくわり

 

障害者
しょうがいしゃ

を社会
しゃかい

の中
なか

で排除
はいじょ

せず、隣人
りんじん

として一緒
いっしょ

に生
い

きていく当
あ

たり前
まえ

の社会
しゃかい

を目指
め ざ

していくことが大切
たいせつ

である。そうした中
なか

で、地域
ち い き

には、園
えん

とともに、利用者
りようしゃ

の暮
く

らせる地域
ち い き

をつくる役割
やくわり

がある。 

 ウ 役割
やくわり

を果
は

たすための計画
けいかく

（アクションプラン）作成
さくせい

・確実
かくじつ

な実施
じ っ し

 

県本庁
けんほんちょう

と園
えん

は、この改革
かいかく

プログラムを「いつまでに実施
じ っ し

するか」令和
れ い わ

５年
ねん

７月 中
がつちゅう

に計画
けいかく

（アクションプラン）を作成
さくせい

し、確実
かくじつ

に実施
じ っ し

する。た

だし、すぐ実施
じ っ し

できるものは速
すみ

やかに着 手
ちゃくしゅ

する。 

 

２ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

を実践
じっせん

するために 

（１）園
えん

での取組
とりくみ

 ～一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

を支援
し え ん

する～ 

   「利用者
りようしゃ

が主体
しゅたい

となるよう、一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

を支援
し え ん

する」という理念
り ね ん

に基
もと

づき、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

を実践
じっせん

するための園
えん

での取組
とりくみ

を次
つぎ

のとおりと

すべきである。 

なお、施設
し せ つ

規模
き ぼ

については、検討
けんとう

部会
ぶ か い

から受
う

けた「県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

は、構造的
こうぞうてき

に管理性
かんりせい

や閉鎖性
へいさせい

に陥
おちい

りやすく、安易
あ ん い

に身体
しんたい

拘束
こうそく

に頼
たよ

る危険性
きけんせい

を有
ゆう

するなど、利用者
りようしゃ

の人権
じんけん

に配慮
はいりょ

したあるべき支援
し え ん

が提 供
ていきょう

されにくい」

や「強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちの支援
し え ん

については、より個別的
こべつてき

な支援
し え ん

が

必要
ひつよう

であり（ 中 略
ちゅうりゃく

）集 団
しゅうだん

での生活
せいかつ

を前提
ぜんてい

とする障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

は、

居 住
きょじゅう

及
およ

び支援
し え ん

の場
ば

として適切
てきせつ

でなく、強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

を生
う

み出
だ

す、あるい

は悪化
あ っ か

させる」という指摘
し て き

を踏
ふ

まえ、見直
み な お

すべきである。 
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ア 施設
し せ つ

の見直
み な お

し 

（ア）定員
ていいん

規模
き ぼ

の見直
み な お

し 

    ・ 大規模
だ い き ぼ

施設
し せ つ

を解 消
かいしょう

し、小規模
しょうきぼ

ユニット化
か

を図
はか

る（まずは、定員
ていいん

60

名
めい

・１ユニット 10名
めい

程度
て い ど

規模
き ぼ

を目指
め ざ

す） 

・ 上記
じょうき

の目 標
もくひょう

を達成
たっせい

した後
あと

は、限
かぎ

りなく小規模
しょうきぼ

施設化
し せ つ か

を目指
め ざ

す 

・ こうした見直
み な お

しが完 了
かんりょう

するまでは新規
し ん き

入 所
にゅうしょ

は停止
て い し

し、施設
し せ つ

の

利用
り よ う

は有期限
ゆうきげん

とする 

・ なお、入 所
にゅうしょ

ニーズには、短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

で応
こた

える 

・ 施設
し せ つ

規模
き ぼ

の見直
み な お

しに当
あ

たっては、県
けん

によるグループホーム等
など

を設置
せ っ ち

する等
など

、利用者
りようしゃ

の生活
せいかつ

の場
ば

の確保
か く ほ

を前提
ぜんてい

とする 

（イ）寮体制
りょうたいせい

の見直
み な お

し 

    ・ 強行
きょうこう

専用棟
せんようとう

の 泉 寮
いずみりょう

の見直
み な お

しや他
た

の一般寮
いっぱんりょう

での利用者
りようしゃ

構成
こうせい

の

見直
み な お

しを進
すす

める。 

（ウ）職 員
しょくいん

体制
たいせい

の見直
み な お

し 

    ・ 利用者
りようしゃ

の暮
く

らしを中 心
ちゅうしん

とした勤務
き ん む

割
わ

り振
ふ

りへ見直
み な お

す 

（人手
ひ と で

が足
た

りない食事
しょくじ

支援
し え ん

への応援
おうえん

体制
たいせい

構築
こうちく

・休 憩
きゅうけい

時間
じ か ん

の取
と

り

方
かた

・４交代制
こうたいせい

から２交代制
こうたいせい

への変更
へんこう

を検討
けんとう

） 

イ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

 

（ア）園運営
えんうんえい

の方針
ほうしん

 

・ 利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

や想
おも

いを、分
わ

かち合
あ

い共 感
きょうかん

する。 

・ 利用者
りようしゃ

が地域
ち い き

の仲間
な か ま

たちとのつながりの中
なか

で暮
く

らしていけるよ

う、一緒
いっしょ

に関
かか

わり、考
かんが

え、みんなで支
ささ

え、準備
じゅんび

をする場
ば

とする。 

・ 地域
ち い き

で多
おお

くの人
ひと

とのつながりを大切
たいせつ

にしながら、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひと

りの人生
じんせい

を豊
ゆた

かなものにする。 

・ 誰
だれ

でも意思
い し

決定
けってい

できるという前提
ぜんてい

に立
た

ち、自
みずか

らの意思
い し

が反映
はんえい

され

た日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、自己
じ こ

決定
けってい

がで

きる環境
かんきょう

（暮
く

らし）をつくり、豊
ゆた

かな人生
じんせい

を送
おく

れるよう支援
し え ん

する。 

・ 県本庁
けんほんちょう

も園
えん

と一体
いったい

となって、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの理解
り か い

を深
ふか

め、

利用者
りようしゃ

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を念頭
ねんとう

において、必要
ひつよう

な環 境
かんきょう

整備
せ い び

に取
と

り組
く

み、利用者
りようしゃ

の地域
ち い き

での暮
く

らしを豊
ゆた

かなものにする。 

・ 理念
り ね ん

を実践
じっせん

していくために、組織内
そしきない

での連携
れんけい

による園
えん

のマネジメ

ントに取
と

り組
く

み、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりのために園全体
えんぜんたい

で支援
し え ん

する。 
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（イ）具体的
ぐたいてき

な支援
し え ん

内容
ないよう

 

ａ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

の実践
じっせん

 

（ａ） 利用者
りようしゃ

と関
かか

わることで人生
じんせい

や想
おも

いに共 感
きょうかん

する 

職 員
しょくいん

は、利用者
りようしゃ

の問題
もんだい

行動
こうどう

に着 目
ちゃくもく

するのではなく、一人
ひ と り

ひとり

のこれまでの人生
じんせい

を理解
り か い

し、利用者
りようしゃ

の人
ひと

となりを語
かた

れるようにする 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 入所前
にゅうしょまえ

の生活
せいかつ

（家族宅等
かぞくたくとう

）を利用者
りようしゃ

とともに訪問
ほうもん

する等
など

、これ

までの暮
く

らしや生育歴
せいいくれき

を聞
き

き取
と

り、これまでの人生
じんせい

を振
ふ

り返
かえ

る。 

・ 過去
か こ

のエピソードを積
つ

み重
かさ

ね、人
ひと

となりシートの作成
さくせい

を通
とお

して、

利用者
りようしゃ

の好
す

きなものの背景
はいけい

や理由
り ゆ う

、様々
さまざま

な行動
こうどう

の意味等
い み な ど

を 考
かんが

え、

一人
ひ と り

ひとりの人
ひと

となりを理解
り か い

する。 

・ 利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの生活
せいかつ

に合
あ

わせて、人
ひと

となりシートの問
と

いを立
た

て直
なお

し、人
ひと

となりシートの作成
さくせい

を通
とお

して、利用者
りようしゃ

や職 員
しょくいん

の気持
き も

ち

を言語化
げ ん ご か

する。 

・ 利用者
りようしゃ

と家族
か ぞ く

、市町村
しちょうそん

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と本人
ほんにん

の想
おも

いがサービ

ス等利用
とうりよう

計画
けいかく

、個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

に反映
はんえい

されているか等
など

、振
ふ

り返
かえ

る。 

・ 振
ふ

り返
かえ

りの中
なか

で、長時間
ちょうじかん

の身体
しんたい

拘束等
こうそくとう

をしてきた要因
よういん

だけでな

く、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの生活
せいかつ

の豊
ゆた

かさを実現
じつげん

できなかった要因
よういん

を振
ふ

り返
かえ

る。 

 

職 員
しょくいん

は、利用者
りようしゃ

が自分
じ ぶ ん

の暮らし
く   

を決
き

められるよう、一人
ひ と り

ひとりが

持
も

っている豊
ゆた

かな世界
せ か い

に気付き
き づ  

、望み
の ぞ  

や願い
ね が  

を第一
だいいち

に考え
かんが 

、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を行
おこな

う 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 日々
ひ び

の暮
く

らしの中
なか

で、職 員
しょくいん

が関
かか

わり、対話
た い わ

しながら、また、

地域
ち い き

での様々
さまざま

な体験
たいけん

を、エピソード記録
き ろ く

として積
つ

み重
かさ

ねる。 

・ ＩＣＦ※
注

ちゅう

8に基
もと

づく支援
し え ん

や発達
はったつ

支援等
しえんなど

の視点
し て ん

で、支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

を

見直
み な お

し、障 害
しょうがい

の捉
とら

え方
かた

や一人
ひ と り

ひとりの望
のぞ

む暮
く

らしを模索
も さ く

できるよ

うになる。 

・ 個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

の作成
さくせい

過程
か て い

やモニタリング会議等
かいぎなど

へ本人
ほんにん

が参加
さ ん か

し、

望
のぞ

みや願
ねが

いを一緒
いっしょ

に考
かんが

える。 

・ 市町村
しちょうそん

や相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

だけでなく、地域
ち い き

で関
かか

わりを持
も

った方
かた

な

ども加
くわ

わり、チームで支援
し え ん

する。 



32 

 

暮
く

らしの中
なか

で利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

等
とう

が責任
せきにん

や利用者
りようしゃ

の世界
せ か い

の広げ方
ひろ  かた

等
とう

を

話
はな

し合
あ

って必要
ひつよう

な支援
し え ん

について合意
ご う い

形成
けいせい

を図
はか

る 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 今
いま

まで、園
えん

においては、刺激
し げ き

になるという前提
ぜんてい

で関
かか

わりを避
さ

けてき

たが、今後
こ ん ご

は、将来的
しょうらいてき

に本人
ほんにん

の人生
じんせい

を豊
ゆた

かにするためのいい刺激
し げ き

と

なるよう関
かか

わる。 

・ 人
ひと

が新
あたら

しく体験
たいけん

を広
ひろ

げる時
とき

に、葛藤
かっとう

が生
しょう

じるが、その段階
だんかい

で

職員
しょくいん

は、隣人
りんじん

として利用者
りようしゃ

と関
かか

わり合
あ

っていく。 

・ 職 員
しょくいん

は、便器
べ ん き

の横
よこ

で食事
しょくじ

をしたい、居室
きょしつ

の鍵
かぎ

を閉
し

めてほしいから

外
そと

から施錠
せじょう

をする、といった利用者
りようしゃ

の表 出
ひょうしゅつ

を言
い

われるままに行
おこな

う

のではなく、本当
ほんとう

にそれでよいのか、一緒
いっしょ

に悩
なや

む姿勢
し せ い

を持
も

ち、

利用者
りようしゃ

と職員
しょくいん

の双方
そうほう

に生
しょう

じる葛藤
かっとう

を乗
の

り越
こ

える。 

・ 園
えん

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

は、こうした利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

がお互
たが

い支
ささ

え合
あ

い、責任
せきにん

を持
も

ち合
あ

う。 

 

職 員
しょくいん

は、見守り
み ま も  

や監視
か ん し

ではなく、利用者
りようしゃ

と一緒
いっしょ

に生活
せいかつ

し、想い
お も  

を

重ね合
か さ  あ

わせる 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 支援
し え ん

する、されるという関係
かんけい

でなく、隣人
りんじん

として利用者
りようしゃ

と場
ば

を分
わ

かち合
あ

う。 

・ 関
かか

わりの中
なか

で、小
ちい

さな声
こえ

、声
こえ

なき声
こえ

や、言葉
こ と ば

になる前
まえ

の心
こころ

の動
うご

きを感
かん

じ取
と

る。 

・ 日 中
にっちゅう

活動
かつどう

や食事
しょくじ

など、利用者
りようしゃ

を孤立
こ り つ

させず、職 員
しょくいん

と他
た

の利用者
りようしゃ

と一緒
いっしょ

に取
と

り組
く

む。 

・ 利用者
りようしゃ

に関
かか

わることは、利用者
りようしゃ

に参画
さんかく

してもらう。（利用者
りようしゃ

の

私物
し ぶ つ

の買
か

い物
もの

など） 

・ 担当
たんとう

職 員
しょくいん

一人
ひ と り

で支援
し え ん

させるのではなく、チームで一丸
いちがん

となって

支援
し え ん

する。 

・ 職 員
しょくいん

と利用者
りようしゃ

の生活
せいかつ

空間
くうかん

を分
わ

けない。（例
たと

えば、トイレは同
おんな

じ

場所
ば し ょ

を使用
し よ う

したり、デイルームで一緒
いっしょ

にくつろぐ等
など

、一緒
いっしょ

に生活
せいかつ

す

るという意識
い し き

で生活
せいかつ

環 境
かんきょう

を整
ととの

える。） 
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（ｂ） 利用者
りようしゃ

の暮
く

らしを作
つく

る 

園
えん

は、施設
し せ つ

が利用者
りようしゃ

にとって、「人生
じんせい

を支援
し え ん

する場
ば

」であることを

十 分
じゅうぶん

に認識
にんしき

し、生活
せいかつ

環 境
かんきょう

を整
ととの

える 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 利用者
りようしゃ

ができることは利用者
りようしゃ

が主体
しゅたい

となって、生活
せいかつ

（例
たと

えば、身
み

の回
まわ

りの家事
か じ

に参加
さ ん か

）できるよう支援
し え ん

する。 

・ 毎日
まいにち

の清掃
せいそう

を徹底
てってい

する。 

・ 服装
ふくそう

と身
み

だしなみを徹底
てってい

する。 

・ 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

などによるラウンド・チェックを行
おこな

う。 

・ ユニット出入口
でいりぐち

や洗面所
せんめんじょ

、トイレの施錠等
せじょうとう

の開 錠
かいじょう

する。 

・ 園
えん

は、県本庁
けんほんちょう

と一緒
いっしょ

に園内
えんない

の状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

して、迅速
じんそく

な修 繕
しゅうぜん

を行
おこな

う。 

 

利用者
りようしゃ

が地域
ち い き

で自立
じ り つ

して暮らす
く   

ための支援
し え ん

を確立
かくりつ

する 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 園
えん

は、利用者
りようしゃ

が地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

としての繋
つな

がりや充実感
じゅうじつかん

を得
え

られ 

るよう、仲間
な か ま

と共
とも

に役割
やくわり

を実感
じっかん

できる園外
えんがい

での日 中
にっちゅう

活動
かつどう

を充 実
じゅうじつ

する。 

・ 利用者
りようしゃ

同士
ど う し

の仲間
な か ま

づくりを推進
すいしん

する。 

・ 園
えん

での生活
せいかつ

を中 心
ちゅうしん

とした振
ふ

り返
かえ

りから、地域
ち い き

での活動
かつどう

を中 心
ちゅうしん

とした支援
し え ん

の振
ふ

り返
かえ

りを実施
じ っ し

する。 

・ 活動
かつどう

体制
たいせい

の柔 軟
じゅうなん

な見直
み な お

し（日 中
にっちゅう

活動
かつどう

と寮
りょう

との縦割
た て わ

りでない

体制
たいせい

）を行
おこな

う。 

・ 人
ひと

との関
かか

わりを増
ふ

やすため、秦野駅前
はだのえきまえ

の日 中
にっちゅう

活動
かつどう

拠点
きょてん

を中 心
ちゅうしん

として、多様
た よ う

な活動
かつどう

や地域
ち い き

資源
し げ ん

を開拓
かいたく

（地域
ち い き

の事業所
じぎょうしょ

、民間
みんかん

企業
きぎょう

、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

との連携
れんけい

）する。 

 

園
えん

は利用者
りようしゃ

の声
こえ

を実現
じつげん

するために、当事者
とうじしゃ

主体
しゅたい

の実践
じっせん

を支援
し え ん

する 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

と利用者
りようしゃ

との意見
い け ん

交換等
こうかんとう

、ピアサポートを実施
じ っ し

する。 

・ 利用者
りようしゃ

自治会
じ ち か い

の活性化
かっせいか

を図
はか

る。 

・ 利用者
りようしゃ

による職 員
しょくいん

面接等
めんせつとう

を実施
じ っ し

する。 

・ 他
た

の施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

自治会等
じ ち か い と う

、障 害
しょうがい

当事者間
とうじしゃかん

の交 流
こうりゅう

促進
そくしん

を図
はか

る。 
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・ 職 員
しょくいん

と利用者
りようしゃ

が地域
ち い き

の当事者
とうじしゃ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

する等
など

、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

と 

関
かか

わり、地域
ち い き

での暮
く

らしに触
ふ

れる。 

・ 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

主体
しゅたい

の社会
しゃかい

づくりに取
と

り組
く

む。 

（当事者
とうじしゃ

主体
しゅたい

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

※
注

ちゅう

9の設立
せつりつ

） 

・ 県本庁
けんほんちょう

と園
えん

は生活
せいかつ

の主体者
しゅたいしゃ

が利用者
りようしゃ

となるよう施設
し せ つ

運営
うんえい

を行
おこな

う。 

 

園
えん

全体
ぜんたい

で、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりを思い
お も  

、語
かた

り合
あ

える風土
ふ う ど

を作る
つく  

 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 園幹部
えんかんぶ

職 員
しょくいん

による寮 内
りょうない

ラウンドを頻回化
ひんかいか

し、園幹部
えんかんぶ

職 員
しょくいん

と

現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

・利用者
りようしゃ

のコミュニケーションの活性化
かっせいか

を図
はか

る。 

・ 業務
ぎょうむ

アイデアや疑問
ぎ も ん

を言
い

い合
あ

える風土
ふ う ど

・職場
しょくば

づくり・ボトムアッ

プで、現場
げ ん ば

が考
かんが

え、実践
じっせん

できる中 核
ちゅうかく

チームを設置
せ っ ち

する。 

・ 家族
か ぞ く

や地域
ち い き

の方々
かたがた

などとの交 流
こうりゅう

を通
つう

じた生活者
せいかつしゃ

の視点
し て ん

による

支援
し え ん

を実践
じっせん

する。 

・ 職 員
しょくいん

の思
おも

いや考
かんが

え方
かた

を共 有
きょうゆう

・共 感
きょうかん

しあう場
ば

を設
もう

ける。 

（寮会議
りょうかいぎ

等
など

の活用
かつよう

・利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの現 状
げんじょう

の振
ふ

り返
かえ

り・思
おも

いや

新
あら

たな気付
き づ

きの共 有
きょうゆう

・園
えん

と県本庁
けんほんちょう

一体
いったい

となった現場
げ ん ば

振
ふ

り返
かえ

り） 

（ｃ） 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

で運営
うんえい

するマネジメント 

いのちにこだわり、いのちと接
せっ

している覚悟
か く ご

を持った
も   

支援
し え ん

に取
と

り

組
く

む 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 多職種
たしょくしゅ

で利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

を考
かんが

えられる連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

る。（支援員
しえんいん

・医療職
いりょうしょく

・心理職
しんりしょく

・栄養士等
えいようしとう

） 

・ 利用者
りようしゃ

を中 心
ちゅうしん

とした医療
いりょう

との対等
たいとう

な連携
れんけい

を構築
こうちく

する。 

・ 日頃
ひ ご ろ

の体 調
たいちょう

への違和感
い わ か ん

を見逃
み の が

さない等
など

、福祉側
ふくしがわ

の家庭
か て い

看護
か ん ご

の

視点
し て ん

を取
と

り入
い

れた支援
し え ん

を実践
じっせん

する。 

・ 職 員
しょくいん

全体
ぜんたい

（医療
いりょう

スタッフも含
ふく

む）は、行動
こうどう

障 害
しょうがい

に対
たい

し、投与
と う よ

された薬物
やくぶつ

が日 常
にちじょう

生活
せいかつ

にどのような影 響
えいきょう

を及
およ

ぼすのかといった

理解
り か い

を深
ふか

め、精神科薬
せいしんかやく

の増減等
ぞうげんとう

によりどのようなことが起
お

きうるの

か、という認識
にんしき

を持
も

って利用者
りようしゃ

の体 調
たいちょう

の変化
へ ん か

に気付
き づ

き、利用者
りようしゃ

の

健康
けんこう

管理
か ん り

に全園的
ぜんえんてき

に取
と

り組
く

む。 

・ 医療側
いりょうがわ

の行動
こうどう

障害等
しょうがいなど

の福祉的
ふくしてき

な理解
り か い

を深
ふか

め、精神科薬
せいしんかやく

による

体 調
たいちょう

の変化
へ ん か

を認識
にんしき

して、利用者
りようしゃ

の健康
けんこう

管理
か ん り

に福祉側
ふくしがわ

と一体
いったい

で取
と

り
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組
く

めるよう専門性
せんもんせい

を高
たか

める。 

・ セカンドオピニオンの積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

を図
はか

る。 

・ 未病
みびょう

を改善
かいぜん

し、重度化
じゅうどか

を防
ふせ

ぐ支援
し え ん

に取
と

り組
く

む。 

・ 生活
せいかつ

支援
し え ん

（暮
く

らしづくり）を中 心
ちゅうしん

とすることを前提
ぜんてい

とした

精神科薬
せいしんかやく

の服薬
ふくやく

調 整
ちょうせい

に見直
み な お

す。 

 

職 員
しょくいん

は、単
たん

なる介助
かいじょ

や見守り
み ま も  

ではなく、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの食事
しょくじ

のリスクを認識
にんしき

したうえで、利用者
りようしゃ

と食事
しょくじ

を楽
たの

しむ 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 課長
かちょう

・寮 長
りょうちょう

が園内
えんない

全
すべ

ての寮
りょう

の食事
しょくじ

支援
し え ん

をチェックする。 

・ 誤嚥
ご え ん

リスクのある利用者
りようしゃ

に対
たい

する食事
しょくじ

介助
かいじょ

への支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイ

ザーによる指導
し ど う

を徹底
てってい

し、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの食事
しょくじ

リスクの認識等
にんしきとう

の意識
い し き

改革
かいかく

を行
おこな

う。 

・ 安全
あんぜん

な食事
しょくじ

支援
し え ん

を行
おこな

うための職 員
しょくいん

体制
たいせい

や食事
しょくじ

支援時
しえんとき

に職 員
しょくいん

が

不足
ふ そ く

している寮
りょう

への全園
ぜんえん

での職 員
しょくいん

応援
おうえん

体制
たいせい

を構築
こうちく

する。 

・ 医師
い し

や看護師
か ん ご し

、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

と連携
れんけい

した支援
し え ん

体制
たいせい

（摂 食
せっしょく

嚥下
え ん げ

評価
ひょうか

や指示
し じ

・助言
じょげん

に留
とど

めず、利用者
りようしゃ

の年齢
ねんれい

、状態等
じょうたいとう

から一緒
いっしょ

になって議論
ぎ ろ ん

する体制
たいせい

）の強化
きょうか

を図
はか

り、専門職
せんもんしょく

の評価
ひょうか

に

基
もと

づいて支援
し え ん

を見直
み な お

す。 

・ 支援
し え ん

の目 標
もくひょう

や内容
ないよう

の引
ひ

き継
つ

ぎ 

・ 利用者
りようしゃ

の状 態
じょうたい

や支援
し え ん

内容
ないよう

を振
ふ

り返
かえ

り、検 証
けんしょう

できる記録
き ろ く

の徹底
てってい

 

・ 支援
し え ん

の振
ふ

り返
かえ

りをもとにした支援
し え ん

の見直
み な お

し 

 

事故
じ こ

等
とう

を未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

するため、リスクマネジメント体制
たいせい

を見直
み な お

す 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ ひやりはっと報告
ほうこく

の中
なか

でも、ハイリスク事案
じ あ ん

を検 証
けんしょう

できるよ

う、リスクマネジメント委員会
いいんかい

の実施
じ っ し

体制
たいせい

を見直
み な お

す。 

・ 確実
かくじつ

な支援
し え ん

が行
おこな

えているか評価
ひょうか

を行
おこな

うための支援
し え ん

記録
き ろ く

を徹底
てってい

す

る。 

（支援
し え ん

に対
たい

する利用者
りようしゃ

の反応
はんのう

やそれに対
たい

する応対等
おうたいとう

の記載
き さ い

など） 

・ 寮主任
りょうしゅにん

や寮 長
りょうちょう

を責任者
せきにんしゃ

とし、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの支援
し え ん

生活
せいかつ

記録
き ろ く

を毎日
まいにち

必
かなら

ず確認
かくにん

し、ひやりはっと報告
ほうこく

、事故
じ こ

報告
ほうこく

が適切
てきせつ

に

作成
さくせい

されているかの組織的
そしきてき

なチェックを行
おこな

う。 
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事故
じ こ

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

に、徹底的
てっていてき

な原因
げんいん

究 明
きゅうめい

と再発
さいはつ

防止
ぼ う し

を図る
は か  

体制
たいせい

を整備
せ い び

する 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 事故
じ こ

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

、24時間
じ か ん

以内
い な い

に園長等
えんちょうとう

の幹部
か ん ぶ

職 員
しょくいん

への報告
ほうこく

を徹底
てってい

し、原因
げんいん

が特定
とくてい

できない事故
じ こ

については、園 長
えんちょう

をトップと

した緊 急
きんきゅう

会議
か い ぎ

を開催
かいさい

し、原因
げんいん

究 明
きゅうめい

や再発
さいはつ

防止策
ぼうしさく

を検討
けんとう

する。 

・ 事故
じ こ

発生時
はっせいじ

の現場
げ ん ば

検 証
けんしょう

と再現
さいげん

や見守
み ま も

りカメラによる検 証
けんしょう

、関係
かんけい

への職 員
しょくいん

ヒアリングの徹底等
てっていなど

、徹底
てってい

した原因
げんいん

分析
ぶんせき

を行
おこな

う。 

・ 原因
げんいん

が特定
とくてい

できない負傷
ふしょう

事故
じ こ

については、必
かなら

ず外部
が い ぶ

医療
いりょう

機関
き か ん

の

医師
い し

の所見
しょけん

を伺
うかが

い、それでも原因
げんいん

が分
わ

からない場合
ば あ い

は、法医学
ほういがく

医師
い し

の所見
しょけん

を伺
うかが

うことで、第三者
だいさんしゃ

による徹底
てってい

した原因
げんいん

究 明
きゅうめい

を行
おこな

う。 

・ 原因
げんいん

究明
きゅうめい

の過程
か て い

において、ひとりでも虐 待
ぎゃくたい

を疑
うたが

うような職 員
しょくいん

がいた場合
ば あ い

は、速
すみ

やかに虐 待
ぎゃくたい

通報等
つうほうとう

を行
おこな

うことを徹底
てってい

する。 

・ 利用者間
りようしゃかん

のトラブル等
など

、利用者
りようしゃ

の個別
こ べ つ

課題
か だ い

について、速
すみ

やかにケ

ースカンファレンスを行
おこな

い、支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

を見直
み な お

す。 

・ 園
えん

による検 証
けんしょう

が十 分
じゅうぶん

でない事故
じ こ

報告等
ほうこくなど

については、外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

で培
つちか

ったノウハウを活用
かつよう

して、県本庁
けんほんちょう

と園
えん

により調査
ちょうさ

を

行
おこな

う。 

・ 利用者
りようしゃ

が亡
な

くなった際
さい

の、生活
せいかつ

支援部
し え ん ぶ

、医務課
い む か

、栄養士等
えいようしとう

、園内
えんない

の多職種
たしょくしゅ

による検 証
けんしょう

体制
たいせい

を構築
こうちく

する。 

ｂ 県本庁
けんほんちょう

と園
えん

が一体
いったい

となって行
おこな

う取組
とりくみ

 

（ａ） 利用者
りようしゃ

を支
ささ

える地域
ち い き

のネットワークづくり 

市町村
しちょうそん

や民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

との地域
ち い き

ネットワークづくりに取
と

り組
く

む 

（主
おも

な取組
とりくみ

）  

・ 園
えん

は、関係
かんけい

自治体等
じ ち た い と う

と協 働
きょうどう

してモニタリング会議
か い ぎ

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

る。（利用者
りようしゃ

の暮
く

らしを見
み

る、地域
ち い き

から孤立
こ り つ

した状 況
じょうきょう

であること

の共 有
きょうゆう

、 再
ふたた

び地域
ち い き

での暮
く

らしを取
と

り戻
もど

していくという方向性
ほうこうせい

の

共 有
きょうゆう

） 

・ 県本庁
けんほんちょう

と園
えん

は、利用者
りようしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

づくりを推進
すいしん

するため、

市町村
しちょうそん

との協 働
きょうどう

を図
はか

る。 

・ 一人暮
ひ と り ぐ

らしに必要
ひつよう

な行動
こうどう

援護
え ん ご

、働
はたら

く場
ば

など日 中
にっちゅう

活動
かつどう

を保障
ほしょう

す

る仕組
し く

みや、多様性
たようせい

を活
い

かした共 同
きょうどう

生活
せいかつ

などを想像
そうぞう

しながら、



37 

地域
ち い き

生活
せいかつ

を経験
けいけん

し、体験
たいけん

を重
かさ

ねながら、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの地域
ち い き

で

の暮
く

らしをチームで考
かんが

える。 

 

園
えん

の取組
とりくみ

を発信
はっしん

し、企業
きぎょう

、団体
だんたい

等
とう

へ園
えん

を知って
し   

もらうことによ

り、利用者
りようしゃ

の園内外
えんないがい

での活動
かつどう

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

や外部
が い ぶ

の目
め

を入
い

れた振
ふ

り返
かえ

りを実践
じっせん

する 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 園
えん

は、利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

が地域
ち い き

にでて、様々
さまざま

な体験
たいけん

を積
つ

んでいくこ

とで、地域
ち い き

と顔
かお

の見
み

える関係
かんけい

づくりに取
と

り組
く

む。 

・ 園
えん

は、近隣
きんりん

企業
きぎょう

、団体等
だんたいとう

への園内
えんない

ツアーなどの実施
じ っ し

による社会
しゃかい

資源
し げ ん

の拡大
かくだい

、確保
か く ほ

を図
はか

る。 

・ 園
えん

は、受 注
じゅちゅう

作業
さぎょう

の拡大
かくだい

に向
む

けた開拓
かいたく

活動
かつどう

を継続
けいぞく

実施
じ っ し

する。 

・ 利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

が地域
ち い き

ボランティア活動
かつどう

へ参加
さ ん か

するなど、地域
ち い き

の

催事
さ い じ

への参加先
さんかさき

の深耕
しんこう

する。 

・ 園
えん

は、余暇
よ か

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の参加先
さんかさき

の確保
か く ほ

を図
はか

る。 

・ 県本庁
けんほんちょう

と園
えん

が、園内外
えんないがい

に向
む

けた実践
じっせん

報告会
ほうこくかい

を開催
かいさい

する。（園
えん

の

利用者
りようしゃ

・家族
か ぞ く

、地域
ち い き

の関係者
かんけいしゃ

、障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

も含
ふく

めた地域
ち い き

住 民
じゅうみん

） 

（ｂ） 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

を実践
じっせん

できる人材
じんざい

の育成
いくせい

 

利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりを大切
たいせつ

に思い
お も  

、主体的
しゅたいてき

に考え
かんが 

、支援
し え ん

できる人材
じんざい

育成
いくせい

に取
と

り組
く

む 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 暮
く

らしの視点
し て ん

に立
た

った指導
し ど う

・ＯＪＴを実践
じっせん

する。 

（課寮長
かりょうちょう

・スーパーバイザーの人材
じんざい

育成
いくせい

） 

・ 県本庁
けんほんちょう

職 員
しょくいん

と園職員
えんしょくいん

による施設
し せ つ

での入 所
にゅうしょ

生活
せいかつ

体験
たいけん

研 修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

する。（１週 間
しゅうかん

を通
つう

じて、利用者
りようしゃ

と１日
にち

一緒
いっしょ

に過
す

ごす・身体
しんたい

拘束
こうそく

・虐 待
ぎゃくたい

事案等
じあんとう

の体験
たいけん

など） 

・ 利用者
りようしゃ

と職員
しょくいん

の人間
にんげん

関係
かんけい

を重視
じゅうし

した人事
じ ん じ

ローテーションへ見直
み な お

す。 

（３、４年
ねん

での定期的
ていきてき

・固定化
こ て い か

した異動
い ど う

から、利用者
りようしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に合
あ

わせ、利用者
りようしゃ

と職 員
しょくいん

の人間
にんげん

関係
かんけい

を重視
じゅうし

した人事
じ ん じ

） 

・ 民間
みんかん

事業所
じぎょうしょ

の体験
たいけん

・派遣等
はけんとう

の交 流
こうりゅう

促進
そくしん

を図
はか

る。 

・ 園
えん

で利用者
りようしゃ

や職 員
しょくいん

と関
かか

わってもらう、利用者
りようしゃ

が出
で

かける際
さい

に関
かか

わってもらう等
など

、地域
ち い き

の人材
じんざい

（事業所
じぎょうしょ

、地域
ち い き

で暮
く

らしている人
ひと

、

働
はたら

いている人等
ひとなど

）の活用
かつよう

を図
はか

る。 
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（ｃ） 利用者
りようしゃ

の暮
く

らしをつくり、権利
け ん り

を守
まも

る 

現場
げ ん ば

を知り
し  

、園
えん

と一体
いったい

になって、利用者
りようしゃ

の暮
く

らしをつくる 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 本 庁
ほんちょう

職 員
しょくいん

による定期的
ていきてき

な利用者
りようしゃ

の生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

を確認
かくにん

する。

（毎日
まいにち

の日誌
に っ し

確認
かくにん

・定期的
ていきてき

な現地
げ ん ち

確認
かくにん

と現場
げ ん ば

との意見
い け ん

交換
こうかん

） 

・ 虐 待
ぎゃくたい

や事故
じ こ

発生時等
はっせいじなど

の園
えん

の改善
かいぜん

や振
ふ

り返
かえ

りの場
ば

へ参画
さんかく

する。 

・ 他
た

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

の職 員
しょくいん

が加
くわ

わったサポートチームによるモニタリ

ングの見直
み な お

しを図
はか

る。（数年
すうねん

おきの集 中
しゅうちゅう

モニタリング（５日間
にちかん

）

から、年
ねん

１回
かい

のモニタリング（３日間
にちかん

） 

・ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の新規
し ん き

事業
じぎょう

を通
とお

して、県本庁
けんほんちょう

とともに利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひ

とりのこれからの地域
ち い き

での暮
く

らし（地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

）を検討
けんとう

する。 

・ 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

する。 

 

利用者
りようしゃ

の暮らし
く   

を中 心
ちゅうしん

とした、生活
せいかつ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

・利用者
りようしゃ

の

暮らし
く   

のための予算
よ さ ん

執行
しっこう

に見直す
み な お  

 

（主
おも

な取組
とりくみ

） 

・ 県
けん

の予算書
よさんしょ

では、園
えん

の維持
い じ

運営費
うんえいひ

や処遇費
しょぐうひ

といった科目別
かもくべつ

の

予算書
よさんしょ

しかなく、余暇
よ か

の活動
かつどう

経費等
けいひとう

、利用者
りようしゃ

のために使
つか

える予算
よ さ ん

が

どの程度
て い ど

あるのか職 員
しょくいん

にもわからない。そのため、利用者
りようしゃ

の暮
く

ら

しがわかる園運営
えんうんえい

に係
かか

る独自
ど く じ

の予算書
よさんしょ

を作成
さくせい

するとともに、利用者
りようしゃ

と一緒
いっしょ

に年間
ねんかん

行事
ぎょうじ

計画
けいかく

を作成
さくせい

し、利用者
りようしゃ

の暮
く

らしに合
あ

わせて柔 軟
じゅうなん

に予算
よ さ ん

を見直
み な お

しを行
おこな

う。 

・ 県本庁
けんほんちょう

が園
えん

とともに状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

し、障 害
しょうがい

サービス課
か

の予算
よ さ ん

・

総務局
そうむきょく

（財産
ざいさん

経営課
けいえいか

）の工事
こ う じ

予算
よ さ ん

を活用
かつよう

する。 

・ 利用者
りようしゃ

の暮
く

らしに合
あ

わせた、余暇等
よ か な ど

の柔 軟
じゅうなん

な予算
よ さ ん

執行
しっこう

を図
はか

る。 

・ 寮 毎
りょうまい

に年間
ねんかん

行事
ぎょうじ

計画
けいかく

を作成
さくせい

していても、利用者
りようしゃ

のグループ

外 出
がいしゅつ

の際
さい

の費用
ひ よ う

が一律
いちりつ

に利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

と定
さだ

められており、園
えん

の予算
よ さ ん

が利用者
りようしゃ

の余暇等
よ か な ど

に柔 軟
じゅうなん

に使
つか

われていないため、余暇等
よ か な ど

に係
かか

る

費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

について検討
けんとう

する。 

・ 受 注
じゅちゅう

作業
さぎょう

は家族会
かぞくかい

が工賃
こうちん

を受
う

け取
と

り、利用者
りようしゃ

に支給
しきゅう

しており、

県
けん

に責任
せきにん

が発生
はっせい

しない体制
たいせい

となっているため、工賃
こうちん

の支給
しきゅう

につい

て検討
けんとう

する。  
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（２）地域
ち い き

の取組
とりくみ

に対
たい

する県
けん

の支援
し え ん

 ～地域
ち い き

を立
た

て直
なお

す～ 

「障害者
しょうがいしゃ

が街
まち

の中
なか

で当
あ

たり前
まえ

に暮
く

らせる社会
しゃかい

を目指
め ざ

し、地域
ち い き

を立
た

て直
なお

す」という理念
り ね ん

に基
もと

づき、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

を実践
じっせん

するための地域
ち い き

での

取組
とりくみ

を県
けん

は、次
つぎ

のとおり支援
し え ん

すべきである。 

ア 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の受皿
うけざら

の整備
せ い び

 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行後
い こ う ご

に重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

が活用
かつよう

できる体制
たいせい

整備
せ い び

をする。 

・ 利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとり、地域
ち い き

での暮
く

らしをチームで考
かんが

える場
ば

を設置
せ っ ち

する。 

イ 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の支援
し え ん

の強化
きょうか

 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に向
む

けた地域
ち い き

や資源
し げ ん

について情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

する。 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に取
と

り組
く

む民間事
みんかんごと

業 者
ぎょうしゃ

や民間
みんかん

人材
じんざい

を育成
いくせい

する。 

・ 施設
し せ つ

入 所 中
にゅうしょちゅう

であっても重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

が活用
かつよう

できる支援策
しえんさく

を検討
けんとう

する。 

・ 園外
えんがい

での日 中
にっちゅう

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

強化
きょうか

を図
はか

る。 

・ 自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

強化
きょうか

を図
はか

る。 

 

３ 改革
かいかく

プログラムの進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の確認
かくにん

 

このプログラムが確実
かくじつ

に実施
じ っ し

されているか、定期的
ていきてき

に第三者
だいさんしゃ

が進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を確認
かくにん

し、公 表
こうひょう

する。  
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おわりに ～外部
が い ぶ

有識者
ゆうしきしゃ

の意見
い け ん

～ 

 

局
きょく

を超
こ

えて県本庁
けんほんちょう

と園
えん

は、この改革
かいかく

プログラムを確実
かくじつ

に実施
じ っ し

し、

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

条 例
じょうれい

の理念
り ね ん

を具現化
ぐ げ ん か

する施設
し せ つ

へと変革
へんかく

してほしい。 

 

しかし、支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチームは、支援
し え ん

改善
かいぜん

アドバイザーがいな

くなった後
あと

、園
えん

の改革
かいかく

が後戻
あともど

りしないか、懸念
け ね ん

している。また、県
けん

の３か

ら４年
ねん

を原則
げんそく

とする短期間
たんきかん

での人事異動
じ ん じ い ど う

や、年度
ね ん ど

を超
こ

えた執行
しっこう

ができな

い、使途
し と

が決
き

められた予算
よ さ ん

の中
なか

で硬直化
こうちょくか

した予算
よ さ ん

執行等
しっこうとう

、県直営
けんちょくえい

の運営
うんえい

は

限界
げんかい

だと考
かんが

えている。 

 

今後
こ ん ご

、園
えん

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を実践
じっせん

し、持続
じ ぞ く

していくためには、ト

ップマネジメントによる柔 軟
じゅうなん

かつ迅速
じんそく

な意思
い し

決定
けってい

や、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

が

できる人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

が必要
ひつよう

である。 

 

施設
し せ つ

は「利用者
りようしゃ

の人生
じんせい

を支援
し え ん

する場
ば

」として、運営
うんえい

するために適切
てきせつ

な

体制
たいせい

は何
なに

か、検討
けんとう

を求
もと

める。将来的
しょうらいてき

には県立
けんりつ

施設
し せ つ

全体
ぜんたい

のあり方
かた

を考
かんが

える

中
なか

で、園
えん

の直 営
ちょくえい

という運営
うんえい

体制
たいせい

だけでなく、他
た

の施設
し せ つ

の運営
うんえい

体制
たいせい

も含
ふく

めて

考
かんが

えていくことを、県
けん

として取
と

り組
く

んでほしい。 

 

また、県
けん

は、地域
ち い き

の意識
い し き

改革
かいかく

にあたっては、具体的
ぐたいてき

な工夫
く ふ う

や仕組
し く

み、

実効性
じっこうせい

を高
たか

めるための取組
とりくみ

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

 

さらに、県
けん

として、強度
きょうど

行動
こうどう

障 害
しょうがい

や重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

という行政的
ぎょうせいてき

な加算
か さ ん

を

取
と

るための言葉
こ と ば

を、当事者
とうじしゃ

本人
ほんにん

の問題
もんだい

や障 害
しょうがい

程度
て い ど

でなく、社会
しゃかい

が当事者
とうじしゃ

に

とって障 害
しょうがい

となっているという理解
り か い

のもとで見直
み な お

してほしい。 

 

そして、幼少期
ようしょうき

から障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

について地域
ち い き

理解
り か い

を深
ふか

めるような

療 育
りょういく

、教 育
きょういく

を実現
じつげん

し、当事者
とうじしゃ

本人
ほんにん

が、社会
しゃかい

参加
さ ん か

（社会
しゃかい

の中
なか

で人
ひと

と関
かか

わり

合
あ

える居場所
い ば し ょ

を持
も

ち、仲間
な か ま

を作
つく

る）する機会
き か い

をつくっていき、ともに生
い

きる

社会
しゃかい

を目指
め ざ

してほしい。 
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※注 釈
ちゅうしゃく

 

注
ちゅう

１） 摂 食
せっしょく

…食
た

べること。 

 

注
ちゅう

２） 嚥下
え ん げ

…口
くち

の中
なか

の物
もの

をかみ砕
くだ

き、飲
の

み込
こ

み、胃
い

に送
おく

ることを指
さ

す。な

お、嚥下
え ん げ

機能
き の う

が低下
て い か

することで、食事
しょくじ

をおかゆ等
など

のより噛
か

まずに飲
の

み

込
こ

めるものに変更
へんこう

したり、胃
い

ろうや静 脈
じょうみゃく

から栄養
えいよう

を摂取
せっしゅ

する等
など

の

医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

になる場合
ば あ い

がある。 

 

注
ちゅう

３） 摂 食
せっしょく

嚥下
え ん げ

評価
ひょうか

…園
えん

では、月
つき

に１回
かい

程度
て い ど

、歯科
し か

衛生士
えいせいし

が 寮
りょう

から依頼
い ら い

のあった利用者
りようしゃ

の摂 食
せっしょく

・嚥下
え ん げ

の状 態
じょうたい

を確認
かくにん

し、寮 職 員
りょうしょくいん

に対
たい

して

食事
しょくじ

支援
し え ん

に係
かか

る助言
じょげん

を行
おこな

っている。 

 

注
ちゅう

４） ＯＪＴ…Ｏｎ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉｎｉｎｇ （オンザジョ

ブトレーニング）の略
りゃく

で、職場
しょくば

の上司
じょうし

や先輩
せんぱい

が、部下
ぶ か

や後輩
こうはい

に対
たい

し

て、実際
じっさい

の仕事
し ご と

を通
つう

じて指導
し ど う

し、知識
ち し き

、技術
ぎじゅつ

などを身
み

に付
つ

けさせる

教 育
きょういく

方法
ほうほう

のこと。 

 

注
ちゅう

５） 日課
に っ か

の早回
はやまわ

し…職 員
しょくいん

が自分
じ ぶ ん

の担当
たんとう

する業務
ぎょうむ

を勤務
き ん む

時間内
じかんない

に終
お

わら

せるために、利用者
りようしゃ

の直 接
ちょくせつ

支援
し え ん

よりも担当
たんとう

業務
ぎょうむ

を優先
ゆうせん

して、前倒
まえだお

しで

日課
に っ か

をこなすこと。例
たと

えば、利用者
りようしゃ

が食事
しょくじ

をしている最 中
さいちゅう

に、食事
しょくじ

支援
し え ん

を行
おこな

わずに、食事
しょくじ

を終
お

えた別
べつ

の利用者
りようしゃ

の食器
しょっき

を洗
あら

うことを優先
ゆうせん

す

ることが挙
あ

げられる。（利用者
りようしゃ

の日課
に っ か

や職 員
しょくいん

の動
うご

きについては別 表
べっぴょう

参 照
さんしょう

） 

 

注
ちゅう

６） 人
ひと

となりシート…障 害
しょうがい

特性
とくせい

ではなく、利用者
りようしゃ

は寮
りょう

の中
なか

でどのよう

な存在
そんざい

か、何
なに

に困
こま

っているか等
など

の問
と

いと答
こた

えを考
かんが

える中
なか

で、利用者
りようしゃ

に

ついて理解
り か い

を深
ふか

め、みんなで支援
し え ん

を議論
ぎ ろ ん

するための資料
しりょう

のこと。令和
れ い わ

５年
ねん

５月
がつ

現在
げんざい

、園
えん

で利用者
りようしゃ

の人
ひと

となりを理解
り か い

するための取組
とりくみ

の一環
いっかん

と

して、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの人
ひと

となりシートを作成
さくせい

している。 

 

注
ちゅう

７） サポートチームによるモニタリング…県立
けんりつ

施設
し せ つ

に対
たい

する定期
て い き

モニタ

リングの充 実
じゅうじつ

強化
きょうか

として、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

から、障 害
しょうがい

サービス課
か

職 員
しょくいん

に

他
た

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

の職 員
しょくいん

が加
くわ

わった「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

サポートチーム」
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によりモニタリングを実施
じ っ し

し、現場
げ ん ば

職 員
しょくいん

の当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

への理解
り か い

や実践
じっせん

につなげ、県立
けんりつ

施設
し せ つ

全体
ぜんたい

の底上
そ こ あ

げを図
はか

っている。 

 

注
ちゅう

８） ＩＣＦ…国際
こくさい

生活
せいかつ

機能
き の う

分類
ぶんるい

のことで、健康
けんこう

状 態
じょうたい

を心身
しんしん

機能
き の う

や

活動
かつどう

、参加
さ ん か

といった生活
せいかつ

機能
き の う

、環 境
かんきょう

因子
い ん し

、個人
こ じ ん

因子
い ん し

といった背景
はいけい

因子
い ん し

が相互
そ う ご

に作用
さ よ う

し、「生
い

きることの全体像
ぜんたいぞう

」を捉
とら

えるために使
つか

う分類
ぶんるい

のこ

と。 

 

注
ちゅう

９） 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

…社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人等
ほうじんとう

が社員
しゃいん

となり、福祉
ふ く し

サービ

ス事
ごと

業者間
ぎょうしゃかん

の連携
れんけい

・協 働
きょうどう

を図
はか

るための取組等
とりくみとう

を行
おこな

う新
あら

たな法人
ほうじん

制度
せ い ど

のこと。 
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＜別 表
べっぴょう

 利用者
りようしゃ

の１日
にち

のスケジュールと職 員
しょくいん

の勤務
き ん む

形態
けいたい

＞ 

時
じ

 間
かん

 利用者
りようしゃ

の日課
に っ か

 職員
しょくいん

の動き
うご  

 職員
しょくいん

の勤務
き ん む

形態
けいたい

 

6:00 
 

起床
きしょう

支援
し え ん

 バイタルチェック 記録
き ろ く

   (6:30)       

6:30 起床
きしょう

 起床
きしょう

支援
し え ん

・引継
ひ き つ

ぎ 

(更衣
こ う い

・整容
せいよう

・排泄
はいせつ

・車椅子
くるまいす

移行
い こ う

） 

          

7:00 更衣
こ う い

・排泄
はいせつ

         (翌 6:15) 

7:30 朝 食
ちょうしょく

 配膳
はいぜん

・食事
しょくじ

支援
し え ん

 

服薬
ふくやく

支援
し え ん

・片付
か た づ

け 

          

8:00 (8：30)         

8:30 排泄
はいせつ

・整容
せいよう

 歯磨
は み が

き・洗面
せんめん

・排泄
はいせつ

支援
し え ん

 

連絡会
れんらくかい

 

 
        

9:00           

9:30 日中
にっちゅう

活動
かつどう

・

診察
しんさつ

 

余暇
よ か

 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

支援
し え ん

・診察
しんさつ

付添
つきそい

 

余暇
よ か

活動
かつどう

支援
し え ん

 

          

10:00   Ａ 

早
はや

 

番
ばん

 

      

10:30     (11：15)   

11:00        

11:30 昼 食
ちゅうしょく

 配膳
はいぜん

・食事
しょくじ

支援
し え ん

 

服薬
ふくやく

支援
し え ん

・片付
か た づ

け 

  
 

(12:15)     

12:00 Ｂ 

日
にっ

 

勤
きん

 

     

12:30 歯磨き
はみが   

・排泄
はいせつ

 歯磨き
はみが   

・排泄
はいせつ

支援
し え ん

     

13:00 バイタルチェック・引継
ひ き つ

ぎ     

13:30 日中
にっちゅう

活動
かつどう

・

診察
しんさつ

 

入浴
にゅうよく

・余暇
よ か

 

 

おやつ 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

支援
し え ん

・診察
しんさつ

付添
つきそい

 

入浴
にゅうよく

支援
し え ん

・余暇
よ か

支援
し え ん

  

洗濯物
せんたくもの

仕分
し わ

け 

おやつ支援
し え ん

 

 
    

14:00     

14:30     

15:00 Ｃ 

遅
おそ

 

番
ばん

 

  

15:30 記録
き ろ く

   

16:00 入浴
にゅうよく

・余暇
よ か

 入浴
にゅうよく

支援
し え ん

・余暇
よ か

支援
し え ん

 

洗濯物
せんたくもの

仕分
し わ

け 

(15:15) Ｄ 

遅
おそ

 

番
ばん

 

  

16:30    

 

 

 

 

 

 

(20:00) 

  

17:00   (17:15) 

17:30 夕食
ゆうしょく

 配膳
はいぜん

・食事
しょくじ

支援
し え ん

 

服薬
ふくやく

支援
し え ん

・片付け
かたづ   

 

  
 

 

18:00 (17:15)     

18:30 歯磨き
はみが   

・排泄
はいせつ

 歯磨き
はみが   

・排泄
はいせつ

支援
し え ん

・引継ぎ
ひ き つ  

       

19:00 入浴
にゅうよく

・余暇
よ か

 入浴
にゅうよく

支援
し え ん

・余暇
よ か

支援
し え ん

       

19:30       

20:00 就 床
しゅうしょう

準備
じゅんび

 就 床
しゅうしょう

準備
じゅんび

       

20:30       

21:00 就 床
しゅうしょう

 就 床
しゅうしょう

支援
し え ん

・記録
き ろ く

     
 

Ｆ 

夜
や

 

勤
きん

 

21:30 
 

定時
て い じ

巡回
じゅんかい

・排泄
はいせつ

支援
し え ん

 

事務
じ む

処理
し ょ り

等
とう

 

      

22:00     (21:00)   
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