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2024（令和
れ い わ

６）年
ねん

３月
  がつ

 

 
白 紙  

 
 
 
 
 

作成中
さくせいちゅう

 



 
 

本計画
ほんけいかく

の読
よ

み方
かた

 

この計画
け い か く

は、障害
しょうがい

のある人
ひ と

を手助
て だ す

けする色々
いろいろ

な制度
せ い ど

（仕組
し く

み）やサービスを良
よ

くする

ために、神奈川県
か な が わ け ん

が作
つ く

っているものです。 

大
おお

きく分
わ

けて「総論
そ う ろ ん

」「各論
か く ろ ん

」「資料
し り ょ う

」の３つで構成
こ うせ い

しています。 

 

総論
そうろん

：１ページから 22 ページ 

 県
けん

が目指
め ざ

す「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

」の実現
じつげん

に向
む

けて、施策
し さ く

をどのように推進
すいしん

していくのか、

その 考
かんが

え方
かた

や理念的
り ね ん て き

な内容
な い よ う

を記載
き さ い

しています。 

「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

」とは 

「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ憲章
けんしょう

」とは  

「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

」とは   等
など

 

⇒ このような「県
けん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

」について知
し

りたい方
かた

は、総論
そう ろ ん

をお読
よ

みください。 

 

各論
かくろん

：23 ページから 196 ページ 

 県
けん

が 行
おこな

う各施策
か く し さ く

の「現状
げんじょう

と課題
か だ い

」「取組
と り く

みの方向性
ほ う こ う せ い

」「目標値
も く ひ ょ う ち

」を記載
き さ い

しています。 

     条例
じょうれい

や憲章
けんしょう

をどのように実現
じつげん

させていくのか？ 

     今
こ ん

は何
なに

が課題
か だ い

で、県
けん

は何
なに

に取
と

り組
く

んでいるのか？ 

⇒ このような疑問
ぎ も ん

がある方
ほ う

は、目次
も く じ

を見
み

て、気
き

になった内容
ないよう

の各論
かく ろん

をお読
よ

みください。 

 

資料
しりょう

：197 ページから 

 目標値
も く ひ ょ う ち

の一覧
いちらん

、様々
さまざま

な制度
せ い ど

の関連
かんれん

数値
す う ち

、専門用語
せ ん も ん よ う ご

の説明
せつめい

などを記載
き さ い

しています。 

 

 

※ 次
つぎ

の内容
ないよう

については、この計画
けいかく

ではなく、別
べつ

の資料
しりょう

で確認
かくにん

できます。 

▶ 「実際
じ っ さ い

に使
つか

えるサービスや制度
せ い ど

（仕組
し く

み）そのものを知
し

りたい」 

     ⇒ 県
けん

や市町村
し ち ょ う そ ん

がそれぞれ制度
せ い ど

の案内
あんない

を冊子等
さ っ し と う

で作
つ く

っています。 

  ▶ 「地域
ち い き

の一員
いちいん

として自分
じ ぶ ん

にできること知
し

りたい」 

▶ 「福祉
ふ く し

に関
かん

する地域
ち い き

の取組
と り く

みを知
し

りたい」 

⇒ 県地域
け ん ち い き

福祉
ふ く し

支援
し え ん

計画
け い か く

、市町村
し ち ょ う そ ん

地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
け い か く

に、高齢者
こ う れ い し ゃ

や子
こ

ども含
ふ く

めた 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

について記載
き さ い

されています。 

  ▶ 「県
けん

の実施
じ っ し

している障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する事業
じ ぎ ょ う

のもっと具体的
ぐ た い て き

な内容
な い よ う

を知
し

りたい」 

⇒ 各論
か く ろ ん

の取組
と り く

みの方向性
ほ う こ う せ い

に記載
き さ い

されている所属
し ょ ぞ く

か、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

の計画
け い か く

担当
た ん と う

 

にお問
と

い合
あ

わせください。内容
な い よ う

を確認
か く にん

したい事業
じ ぎ ょ う

の担当
た ん と う

におつなぎします。 



 
 

◎法律等
ほうりつとう

の 省 略
しょうりゃく

標記
ひょうき

について 

当計画
とうけいかく

では、以下
い か

の文言
もんごん

について 省 略
しょうりゃく

し記載
き さ い

しています。 

 

【１】条 例
じょうれい

 
「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～」 

（令和
れ い わ

４年
ねん

10月
がつ

策定
さ く て い

） 

【２】障 害 者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼ う し ほ う

 
「障害者

しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
よ う ご し ゃ

に対
たい

する支援等
し え ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」 

（平成
へいせい

23年
ねん

法律
ほ う り つ

第
だい

79号
ご う

） 

【３】障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消 法
かいしょうほう

 
「障害

しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」（平成
へいせい

25年
ねん

法律
ほ う り つ

65号
ご う

） 

 

【４】障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

 
「障害者

しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

を総合的
そ う ご う て き

に支援
し え ん

するための法律
ほ う り つ

」 

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほ う り つ

第
だい

123号
ご う

） 

【５】改正
かいせい

障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

 
「障害者

しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほ う り つ

」（平成
へいせい

23年
ねん

7月
がつ

29日
にち

） 

 

【６】改正
かいせい

児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

 
「児童

じ ど う

福祉法等
ふ く し ほ う と う

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほ う り つ

」（平成
へいせい

28年
ねん

法律
ほ う り つ

第
だい

63号
ご う

） 

 

【７】バリアフリー法
ほう

 
  「安全

あんぜん

で安心
あんしん

した利用
り よ う

のため高齢者
こ う れ い し ゃ

、障害者等
しょうがいしゃとう

の移動等
い ど う と う

の円滑化
え ん か つ か

の促進
そ く し ん

に関
かん

する

法律
ほ う り つ

」（平成
へいせい

18年
ねん

法律
ほ う り つ

第
だい

91号
ご う

） 

【８】障 害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調 達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

 
「国等

く に と う

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

からの物品等
ぶ っ ぴ ん と う

の調達
ちょうたつ

の推進等
す い し ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」 

(平成
へいせい

24年
ねん

法律
ほ う り つ

第
だい

50号
ご う

) 

【９】障 害 者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

 
「障害者

しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

」（2006年
ねん

採択
さ い た く

） 

 

【10】基本
き ほ ん

指針
し し ん

 
「障害

しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

及
およ

び障害児通所
し ょ う が い じ つ う し ょ

支援等
し え ん と う

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

を確保
か く ほ

するための

基本的
き ほ ん て き

な指針
し し ん

」（平成
へいせい

18年
ねん

厚生
こ うせ い

労働省
ろうどうしょう

告示
こ く じ

第
だい

３９５号
ご う

） 



 
 

目
も

    次
くじ

  

     

巻頭
かんとう

言
げん

 はじめに  
      

計画の読み方、略語の設定  
      

総論
そうろん

    1 

 神奈川県
か な が わ け ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

  
   

 １ 神奈川県
か な が わ け ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

が目指
め ざ

すもの ～計画
けいかく

策定
さくてい

の経緯
け い い

～ 2 

  ＋ 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～ 

3 

 ２ 神奈川県
か な が わ け ん

が目指
め ざ

す社会
しゃかい

 ～いのち 輝
かがや

く地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

～ 4 

  ＋ ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

 4 

  ＋ いのち 輝
かがや

く地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

（イメージ図
ず

） 5 

 ３ 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

とは 6 

   ＋ 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

の実践
じっせん

 8 

 ４ 条 例
じょうれい

に基
もと

づく基本
き ほ ん

計画
けいかく

とは 10 

  （１）計画
けいかく

の策定
さくてい

により目指
め ざ

すもの 10 

  （２）計画
けいかく

の位置
い ち

づけ 11 

  （３）計画
けいかく

の期間
き か ん

 12 

  （４）計画
けいかく

の役割
やくわり

 13 

  （５）計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

 13 

 ５ 神奈川県
か な が わ け ん

の圏域
けんいき

・区域
く い き

の 考
かんが

え方
かた

 15 

 ６ 国
くに

と国連
こくれん

の動向
どうこう

 16 

  ＋ 障 害
しょうがい

の 考
かんが

え方
かた

 ～医学
い が く

モデルから社会
しゃかい

モデルへ～ 17 

  ＋ ＳＤＧｓを踏
ふ

まえた地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて 18 

 ７ 神奈川県
か な が わ け ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く 状 況
じょうきょう

 19 

  ＋ 障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

 21 

    

各論
かくろん

    23 

 分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の方向性
ほうこうせい

 23 

 １ 各論
かくろん

の読
よ

み方
かた

（凡例
はんれい

） 24 

 ２ 計画
けいかく

の構成
こうせい

 ～かながわ 憲 章
けんしょう

に基
もと

づく４ 柱
はしら

９分
ふん

野別
や べ つ

施策
し さ く

26 



 
 

～ 
   
   

Ⅰ すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み・・・・・・・・（大 柱
おおばしら

） 29 

 １ すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守る
まも  

しくみづくり・・・・・・・・（ 中 柱
ちゅうばしら

） 29 

  （１） 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

、虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

・・・・・・・・（ 小 柱
しょうばしら

） 31 

  （２） 障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

 35 

  （３） 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 39 

 ２ ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
ささ

える人
ひと

づくり 41 

  （１） 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を支
ささ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 43 

  （２） 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

を支
ささ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 49 
     
     

Ⅱ 誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み  53 

 ３ 安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり 53 

  （１） 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 55 

  （２） 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

支援等
し え ん と う

の充 実
じゅうじつ

 61 

 ４ 地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える福祉
ふ く し

・医療
いりょう

体制
たいせい

づくり 65 

  （１） 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の整備
せ い び

・充 実
じゅうじつ

と、質
しつ

の向 上
こうじょう

 67 

  （２） 地域
ち い き

における支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 73 

  （３） 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

施策
し さ く

の推進
すいしん

 77 

  （４） 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 89 

  （５） 障 害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く な ど

への支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 97 

  （６） 支援者
し え ん し ゃ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

に向
む

けた取組
と り く

みの推進
すいしん

 101 
     
     

Ⅲ 障 害 者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、いかなる偏見
へんけん

や 

差別
さ べ つ

も排除
はいじょ

する取組
と り く

み 

103 

 ５ 当事者
と う じ し ゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

する環 境
かんきょう

づくり 103 

  (1) 誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

 105 

  （２） 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 113 

  (３) 行 政
ぎょうせい

情 報 等
じょうほうなど

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向 上
こうじょう

 121 

  （４） デジタル技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう
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これまで県
けん

では、「障害
しょうがい

」という言葉
こ と ば

について、害
がい

という漢字
か ん じ

の否定的
ひ て い て き

なイメージ

を考慮
こ う り ょ

し、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じ んけ ん

をより尊重
そんちょう

するという観点
かんてん

から、法令等
ほ う れ い と う

の名称
めいしょう

及
およ

び

法令等
ほ う れ い と う

で定
さ だ

められている用語
よ う ご

などで漢字
か ん じ

表記
ひ ょ う き

が使用
し よ う

されている場合
ば あ い

や、機関
き か ん

・

団体等
だ ん たい と う

の固有
こ ゆ う

名詞
め い し

が漢字
か ん じ

表記
ひ ょ う き

となっている場合
ば あ い

を除
のぞ

き、原則
げ ん そ く

として平仮名
ひ ら が な

で「障
しょう

がい」と記載
き さ い

してきました。 

この計画
け い か く

では、県
けん

の行政
ぎょうせい

文書
ぶ ん し ょ

管理
か ん り

規程
き て い

に基
も と

づき策定
さ く て い

された「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

推進
すいしん

条例
じょうれい

」の基本
き ほ ん

計画
け い か く

としての位置
い ち

づけのほか、 改
あらた

めて障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

や

有識者
ゆ う し き し ゃ

の方々
かたがた

との議論
ぎ ろ ん

を重
かさ

ねた結果
け っ か

から、害
がい

の字
じ

の標記
ひ ょ う き

については、漢字
か ん じ

で

「障害
しょうがい

」と表記
ひ ょ う き

しています。 

 

 

 

※参考
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専門用語
せ ん も ん よ う ご

については、巻末
かんまつ

の参考
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「用語
よ う ご

の説明
せつめい

」にまとめています。 
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しょうがい
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ひ ょ う き
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１．計画
けいかく

策定
さくてい

の経緯
け い い

 ～神奈川県
か な が わ け ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

が目指
め ざ

すもの～ 

本県
ほんけん

では、1984（昭和
し ょ う わ

59）年
ねん

３月
がつ

に策定
さ く て い

した「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

長期
ち ょ う き

行動
こ う ど う

計画
け い か く

」以降
い こ う

、

福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

など様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する施策
し さ く

の基本
き ほ ん

とな

る計画
け い か く

を策定
さ く て い

し、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を総合的
そ う ご う て き

かつ計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

してきました。 

そうした中
なか

、平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

26日
にち

、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

である津久井
つ く い

やまゆり園
えん

にお

いて、19名
めい

の生命
せいめい

が奪
うば

われるという大変
たいへん

痛
いた

ましい事件
じ け ん

が発生
はっせい

し、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

の

みならず、多
おお

くの県民
けんみん

に言
い

いようもない衝撃
しょうげき

と不安
ふ あ ん

を与
あた

えました。 

このような事件
じ け ん

が二度
に ど

と繰
く

り返
かえ

されないよう、県
けん

では平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

に、県議会
け ん ぎ か い

の

議決
ぎ け つ

を経
へ

て「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、これを「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

」の

実現
じつげん

を目指
め ざ

す県政
けんせい

の基本的
き ほ ん て き

な理念
り ね ん

としました。 

この過程
か て い

において、障害者
しょうがいしゃ

の方々
かたがた

との対話
た い わ

を重
かさ

ねながら、利用者
り よ う し ゃ

に対
たい

するより良
よ

い

支援
し え ん

のあり方
かた

を模索
も さ く

していくなかで、これまで県
けん

が 行
おこな

ってきた支援
し え ん

は、利用者
り よ う し ゃ

の安全
あんぜん

を

優先
ゆうせん

するという理由
り ゆ う

で、支援者
し え ん し ゃ

目線
め せ ん

の管理的
か ん り て き

な支援
し え ん

となってしまっていたことや、本人
ほんにん

の

意思
い し

を尊重
そんちょう

し、本人
ほんにん

が望
のぞ

む支援
し え ん

を 行
おこな

うためには、まずは当事者
と う じ し ゃ

本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

つ、立
た

と

うと試
こころ

みるところから始
は じ

めなくてはならないことに 改
あらた

めて気付
き づ

きました。 

そして、障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりの心
こころ

の声
こ え

に耳
みみ

を 傾
かたむ

け、支援者
し え ん し ゃ

や周
まわ

りの人
ひ と

が工夫
く ふ う

をしなが

ら支援
し え ん

をすることが、障害者
しょうがいしゃ

のみならず障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる人々
ひとびと

の喜
よろこ

びにつながり、その

実践
じ っ せ ん

こそが、支援
し え ん

を受
う

ける者
もの

と支援
し え ん

をする者
もの

のお互
たが

いの心
こころ

が 輝
かがや

く「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

」であるとの 考
かんが

えに至
いた

りました。 

そこで、令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

、「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

実現
じつげん

宣言
せんげん

」を発信
は っ し ん

し、これまでの

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

のあり方
かた

を見直
み な お

し、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

に転換
てんかん

することを誓
ちか

うとともに、

令和
れ い わ

４年
ねん

10月
がつ

に、「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～」

を制定
せいてい

し、令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

に施行
し こ う

されました。 

県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふ く

むすべての県民
けんみん

と障害
しょうがい

に 携
たずさ

わる事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

、行政等
ぎょうせいとう

が互
たが

いに連携
れんけい

し

一体
いったい

となりながら、誰
だれ

もが安心
あんしん

していきいきと暮
く

らすことのできる地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
と り く

みを進
すす

めるべく、普遍的
ふ へ ん て き

な仕組
し く

みを構築
こ う ち く

するための新
あ ら

たな一歩
い っ ぽ

として、こ

の条例
じょうれい

で作成
さ く せ い

を定
さ だ

めた当計画
と う け い か く

を足掛
あ し が

かりに、施策
し さ く

の更
さ ら

なる推進
すいしん

に取組
と り く

みます。 
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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 

～ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して～ 
 

「憲章
けんしょう

の理念
り ね ん

が浸透
し ん と う

し、本人
ほんにん

の意思
い し

決定
け っ て い

を踏
ふ

まえた、その人
ひ と

らしい生活
せいかつ

を支
さ さ

える

当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

のサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

が進
すす

んだ地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

」を念頭
ね ん と う

に、中長期的
ちゅうちょうきてき

な

視点
し て ん

から議論
ぎ ろ ん

を重
かさ

ね、今後
こ ん ご

、全
すべ

ての障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

が障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする、いかなる差別
さ べ つ

及
およ

び

虐待
ぎゃくたい

を受
う

けることなく、本人
ほんにん

の望
のぞ

む暮
く

らしを実現
じつげん

することができる、「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

か

ながわ」を形作
かたちづく

っていくためには、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

の理念
り ね ん

や目的
も く て き

、責務等
せ き む と う

を

市町村
し ち ょ う そ ん

や事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

、県民
けんみん

と共有
きょうゆう

することが必要
ひ つ よ う

であり、県議会
け ん ぎ か い

の議決
ぎ け つ

を得
え

る条例
じょうれい

が最
もっと

も

効果的
こ う か て き

であると 考
かんが

え、令和
れ い わ

４年
ねん

９月
がつ

７日
にち

「令和
れ い わ

４年
ねん

神奈川県
か な が わ け ん

議会
ぎ か い

第
だい

３回
かい

定例会
ていれいかい

」に

条例案
じょうれいあん

を提出
ていしゅつ

し、同年
どうねん

10月
がつ

14 日
にち

に可決
か け つ

、同月
どうげつ

21日
にち

に公布
こ う ふ

、令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

１日
にち

に施行
し こ う

となった、本県
ほんけん

では 12年
ねん

ぶりの自主
じ し ゅ

政策
せ い さ く

条例
じょうれい

です。 

なお、条例
じょうれい

の題名
だいめい

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

」であるが、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

を推進
すいしん

し、もって地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

を目指
め ざ

すという条例
じょうれい

の趣旨
し ゅ し

を県民
けんみん

に分
わ

かりやすく伝
つた

えるため、条例
じょうれい

の周知
し ゅ う ち

啓発
けいはつ

を 行
おこな

う際
さい

には、 必
かなら

ず、副題
ふ く だい

として「ともに生
い

きる

社会
し ゃ かい

を目指
め ざ

して」を付
ふ

すこととしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（大切
たいせつ

にすること） 

・ 個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されること 

・ 障害者
しょうがいしゃ

が自己
じ こ

決定
け っ て い

できるようにすること 

・ 障害者
しょうがいしゃ

が、希望
き ぼ う

する場所
ば し ょ

で、自分
じ ぶ ん

らしく 

暮
く

らせること 

・ 障害者
しょうがいしゃ

の可能性
か の う せ い

を大切
たいせつ

にすること 

・ 障害者
しょうがいしゃ

だけでなく、周
まわ

りの人
ひと

たちも喜
よろこ

びを 

感
かん

じられること 

・ すべての県民
けんみん

で地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃか い

を実現
じつげん

すること 

県
けん

ホームページ 

条 例
じょうれい

の詳 細
しょうさい

はこちら ☞ 
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２．神奈川県
か な が わ け ん

が目指
め ざ

す社会
しゃかい

 ～いのち 輝
かがや

く地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

～ 
県
けん

では「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

」を推進
すいしん

することで行
ゆ

き着
つ

く先
さき

は、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」の理念
り ね ん

が当
あ

たり前
まえ

になるほど浸透
しんとう

し、本人
ほんにん

の意思
い し

決定
けってい

を

踏
ふ

まえた、その人
ひと

らしい生活
せいかつ

を送
おく

ることができる“いのち 輝
かがや

く地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

”

であると 考
かんが

えています。 

これは障 害 者
しょうがいしゃ

のみならず、高齢者
こうれいしゃ

や生活
せいかつ

困 窮 者
こんきゅうしゃ

、あるいは子
こ

どもなど、地域
ち い き

社会
しゃかい

を構成
こうせい

する全
すべ

ての人々
ひとびと

が、障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

について理解
り か い

を深
ふか

め、県
けん

や

市町村
しちょうそん

、県民等
けんみんとう

が相互
そ う ご

に連携
れんけい

をしながら、障 害 者
しょうがいしゃ

の差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

並
なら

び

に自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

のための施策等
し さ く と う

に、当事者
と う じ し ゃ

の目線
め せ ん

に立
た

って取
と

り組
く

んでい

くことにより実現
じつげん

する、支
ささ

え、支
ささ

えられる関係
かんけい

を越
こ

えた全
すべ

ての人
ひと

が受
う

け入
い

れられ

る「誰
だれ

もがいのちを 輝
かがや

かせて暮
く

らすことのできる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」を 表
あらわ

すもので

す。 

誰
だれ

もが、自分
じ ぶ ん

の生活
せいかつ

や生
い

き方
かた

を自己
じ こ

選択
せんたく

・自己
じ こ

決定
けってい

し、それぞれの幸福
こうふく

の 形
かたち

を

追 求
ついきゅう

しながら、自分
じ ぶ ん

らしく 輝
かがや

きながら暮
く

らすためには、乳幼児期
にゅうようじき

から成人
せいじん

・

高齢期
こ う れ い き

にいたるまで、ライフステージに応
おう

じた切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

を通
とお

して、一人
ひ と り

ひ

とりの可能性
か の う せ い

を最大限
さいだいげん

に引
ひ

き出
だ

す必要
ひつよう

があります。 

 

ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

 

平成
へいせい

28年
ねん

7月
がつ

26日
にち

、障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する偏見
へんけん

や差別的
さ べ つ て き

思考
し こ う

から引
ひ

き起
お

こされたと

される、県立
けんりつ

の 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

」における大変
たいへん

痛
いた

ましい  

事件
じ け ん

を２度
ど

と起
お

こさないよう、断固
だ ん こ

とした決意
け つ い

をもって、ともに生
い

きる社会
しゃかい

の  

実現
じつげん

を目指
め ざ

すため、平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

14日
にち

に定
さだ

められた憲 章
けんしょう

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 私
わたし

たちは、あたたかい 心
こころ

をもって、 

すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にします 

一 私
わたし

たちは、誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らす 

ことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

します 

一 私
わたし

たちは、障
しょう

がい者
もの

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 

妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、いかなる偏見
へんけん

や 

差別
さ べ つ

も排除
はいじょ

します 

一 私
わたし

たちは、この憲章
けんしょう

の実現
じつげん

に向
む

けて、 

県民
けんみん

総
そう

ぐるみで取
と

り組
く

みます 

一 私たちは、この憲章の実現に向けて、 

県民総ぐるみで取り組みます 
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あわせて、時代
じ だ い

と共
とも

に変化
へ ん か

する行 政
ぎょうせい

のあり方
かた

・役割
やくわり

を模索
も さ く

していくことも必要
ひつよう

とされています。 

我
わ

が国
くに

のこれまでの社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

は、憲法
けんぽう

第
だい

25 条
じょう

の「生存権
せいぞんけん

 保障
ほしょう

」に根拠
こんきょ

を

置
お

いた給付
きゅうふ

を中 心
ちゅうしん

とした制度
せ い ど

・施策
し さ く

であり、現代
げんだい

社会
しゃかい

が抱
かか

える孤立
こ り つ

や孤独
こ ど く

といっ

た「社会的
しゃかいてき

排除
はいじょ

」などに対応
たいおう

しづらい一面
いちめん

を有
ゆう

していましたが、憲法
けんぽう

第
だい

13 条
じょう

の

「幸福
こうふく

追 求 権
ついきゅうけん

」にも根拠
こんきょ

を見出
み だ

し、人格的
じんかくてき

に自律
じ り つ

し、主体的
しゅたいてき

に 自
みずか

らの生
い

き方
かた

を

追 求
ついきゅう

していくことを可能
か の う

にするための制度
せ い ど

や施策
し さ く

へ転換
てんかん

していく必要
ひつよう

があるとの

考
かんが

えが広
ひろ

がってきています。 

これまでの一方
いちほう

向的
こうてき

な支援
し え ん

機関
き か ん

としての行 政
ぎょうせい

の役割
やくわり

から転換
てんかん

し、様々
さまざま

な福祉的
ふ く し て き

活動
かつどう

を 行
おこな

っている民間事
み ん か ん じ

業 者
ぎょうしゃ

やＮＰＯ等
とう

の活動
かつどう

主体
しゅたい

とも連携
れんけい

をしながら、誰
だれ

も

がその人
ひと

らしく暮
く

らすことが出来
で き

るよう、新
あら

たな地域
ち い き

社会
しゃかい

のシステムを構築
こうちく

して

いくことが重 要
じゅうよう

です。 

県
けん

では、団塊
だんかい

ジュニア世代
せ だ い

が高齢者
こうれいしゃ

となり、新
あら

たな医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の体制
たいせい

が求
もと

めら

れているおよそ 20年後
ね ん ご

（2040年
ねん

頃
ころ

）を、「いのち 輝
かがや

く地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

目 標
もくひょう

とし、県民
けんみん

一人一人
ひ と り ひ と り

がこの目 標
もくひょう

を自分事
じ ぶ ん ご と

として理解
り か い

し、実現
じつげん

に向
む

け取組
と り く

め

る神奈川県
か な が わ け ん

」を目指
め ざ

します。 
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３．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

とは 
ここでは、県

けん

が取組んで
と り く     

いる様々
さまざま

な施策
し さ く

における重要
じゅうよう

な基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として使用
し よ う

している  

「当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

」という言葉
こ と ば

について、経緯
け い い

等
など

を交えて
ま じ      

ご説明
   せつめい

します。 

 

▶「利用者
り よ う し ゃ

の立場
た ち ば

」に立つ
た  

 
県
けん

は、令和
れ い わ

２年
ねん

（2020 年
ねん

）７月
がつ

に、県
けん

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

である神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

施策審
し さ く し ん

議会
ぎ か い

の部会
ぶ か い

として「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

」を設置
せ っ ち

し、 県立
けんりつ

施設
し せ つ

の支援
し え ん

内容
な い よ う

の検証
けんしょう

のほか、「当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」の前身
ぜんしん

となる「利用者
り よ う し ゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」の 考
かんが

え方
かた

について、次
つぎ

のとおり整理
せ い り

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶「当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」とは 

もともと、「利用者
り よ う し ゃ

目線
め せ ん

」という言葉
こ と ば

は、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
り よ う し ゃ

という趣旨
し ゅ し

で用
も ち

いられてき

た経緯
け い い

があり、県
けん

は将来
しょうらい

の施策
し さ く

の広
ひろ

がりを踏
ふ

まえて、「利用者
り よ う し ゃ

目線
め せ ん

」から「当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

」

という文言
もんごん

を使用
し よ う

することを表明
ひょうめい

しました。 

この 考
かんが

えのもと、県
けん

では「当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」を、次
つぎ

のとおり整理
せ い り

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

利用者
り よ う し ゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

とは、「利用者
り よ う し ゃ

のためにはこれが良
よ

い」という支援者側
し え ん し ゃ が わ

の

目線
め せ ん

ではなく、どんなに重
お も

い障害
しょうがい

があっても、利用者
り よ う し ゃ

本人
ほんにん

には 必
かなら

ず意思
い し

があると

いう理解
り か い

に立
た

ち、本人
ほんにん

を中心
ちゅうしん

に、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いを第一
だいいち

に 考
かんが

え、本人
ほんにん

の可能性
か の う せ い

を最大限
さいだいげん

引
ひ

き出
だ

す支援
し え ん

を 行
おこな

うこと 
 

利用者
り よ う し ゃ

目線
め せ ん

の 支援
し え ん

障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

に直接
ちょくせつ

に関
かか

わる支援者等
し え ん し ゃ と う

が本人
ほんにん

に寄
よ

り添
そ

い、支援者等
し え ん し ゃ と う

の目線
め せ ん

からではなく本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

ち、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いについて、意思
い し

の表 出
ひょうしゅつ

が

難
むずか

しい重度
じ ゅ う ど

の障害者
しょうがいしゃ

にあっては意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

を 行
おこな

い、心
こころ

の声
こ え

に耳
みみ

を 傾
かたむ

けて、

しっかりと汲
く

み取
と

り、本人
ほんにん

の 可能性
か の う せ い

を最大限
さいだいげん

引
ひ

き出
だ

せるよう、工夫
く ふ う

をしながらお

互
たが

いの心
こころ

が 輝
かがや

く支援
し え ん

を 行
おこな

うこと 

当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の 支援
し え ん
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▶「当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」と「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

」 
前段
ぜんだん

の「当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」は、直接的
ちょくせつてき

な支援
し え ん

の関係性
かんけいせい

について表現
ひょうげん

した言葉
こ と ば

でし

たが、直接的
ちょくせつてき

な支援
し え ん

だけではなく、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いに寄
よ

り添
そ

い、本人
ほんにん

らしい暮
く

らしを

実現
じつげん

するための様々
さまざま

な公的
こ う て き

サービスや、地域
ち い き

の社会
し ゃ かい

資源
し げ ん

との関
かか

わりも含
ふ く

むものを

「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

」と捉
と ら

え、次
つぎ

のとおり整理
せ い り

するとともに、 条例
じょうれい

の第
だい

２条
じょう

２項
こ う

に

定義
て い ぎ

づけています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義
て い ぎ

）第
だい

２ 条
じょう

２項
こう

 

この条例
じょうれい

において「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

」とは、障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる誰
だれ

もが障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりの立場
た ち ば

に立
た

ち、その望
のぞ

みと願
ねが

いを尊重
そんちょう

し、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの意思
い し

に基
も と

づいて

必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を受
う

けながら暮
く

らすことができるよう社会
し ゃ かい

環境
かんきょう

を整備
せ い び

することにより実現
じつげん

される障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

をいう。 

  

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

の 

イメージ図
ず

（作成中
さくせいちゅう

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
こ と

業者
ぎょうしゃ

や行政
ぎょうせい

機関
き か ん

など、制度
せ い ど

に基
も と

づいた支援
し え ん

を 行
おこな

う者
もの

のほ

か、インフォーマル（制度
せ い ど

に基
も と

づかない）な支援
し え ん

や互助
ご じ ょ

活動
かつどう

に 取組
と り く

む団体
だんたい

、ボランテ

ィア等
など

が障害者
しょうがいしゃ

を直接
ちょくせつ

に支援
し え ん

する者
もの

と連携
れんけい

して、それぞれが主体的
し ゅ た い て き

に障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の

望
のぞ

みや願
ねが

いに寄
よ

り添
そ

い、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

の目線
め せ ん

に立
た

った施策
し さ く

を展開
てんかい

するとともに、地域
ち い き

の社会
し ゃ かい

資源
し げ ん

の整備
せ い び

を進
すす

めていくことにより、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

が望
のぞ

むその人
ひ と

らしい暮
く

らしを

実現
じつげん

していく取組
と り く

みのこと 

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
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≪ 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

の実践
じっせん

 ≫ 

（中井
な か い

やまゆり園
えん

における改革
かいかく

、地域
ち い き

連携
れんけい

の取組
とりくみ

）など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成中
さくせいちゅう
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作成中
さくせいちゅう
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４．条例
じょうれい

に基
も と

づく基本
き ほ ん

計画
けいかく

とは 

（１）計画
けいかく

の策定
さくてい

により目指
め ざ

すもの 
 
「障害者

しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

」の第
だい

1条
じょう

（目的
も く て き

）では、「全
すべ

ての国民
こ く み ん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、

等
ひ と

しく基本的
き ほ ん て き

人権
じ んけ ん

を享有
きょうゆう

するかけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されるものであるとの理念
り ね ん

にのっとり、全
すべ

ての国民
こ く み ん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じ ん か く

と 

個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
し ゃ かい

を実現
じつげん

する」ことが掲
かか

げられています。 

「当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の福祉
ふ く し

推進
すいしん

条例
じょうれい

に基
も と

づく基本
き ほ ん

計画
け い か く

（仮
か り

）」では、この 考
かんが

え方
かた

に沿
そ

って、 
 

生涯
しょうがい

を通
つ う

じて、すべての県民
けんみん

一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

を大切
たいせつ

にしながら、 

誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすことができる 

「ともに生
い

きる社会
しゃ か い

かながわ」の実現
じつげん

を目指
め ざ

すこと 
 

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

・目標
もくひょう

とします。 

「一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

を大切
たいせつ

にする」ということは、障害者
しょうがいしゃ

を特別視
と く べ つ し

するのではなく、誰
だれ

も

がその人
ひ と

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
し ゃ かい

を実現
じつげん

できるように環境
かんきょう

が整
ととの

えられ、ともに

生
い

きる社会
し ゃ かい

こそノーマルな社会
し ゃ かい

であるとした「ノーマライゼーション」の思想
し そ う

を根底
こんてい

に、 

自分
じ ぶ ん

の生活
せいかつ

や生
い

き方
かた

を自己
じ こ

選択
せ ん た く

・自己
じ こ

決定
け っ て い

し、それぞれの幸福
こ う ふ く

を追求
ついきゅう

しながら「その人
ひ と

らしく暮
く

らす」ことを意味
い み

します。 

また、医療
い り ょ う

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

、介護
か い ご

、住
す

まい、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

などが包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

された地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの推進
すいしん

とあわせて、障害者
しょうがいしゃ

が単
たん

にどの障害
しょうがい

種別
し ゅべ つ

に該当
が い と う

するかだけでなく、

性別
せいべつ

や年齢
ねんれい

、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

、生活
せいかつ

の実態等
じ っ た い と う

に応
お う

じた個別的
こ べ つ て き

な支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

を踏
ふ

まえ、  

日常
にちじょう

生活
せいかつ

で直面
ちょくめん

している「生
い

きにくさ・暮
く

らしにくさ」に着目
ちゃくもく

することが重要
じゅうよう

です。 

あわせて、必要
ひ つ よ う

な人
ひ と

に必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

が行
ゆ

き届
と ど

き、誰
だれ

も取
と

り残
のこ

されることがないような

支援
し え ん

を展開
てんかい

する必要
ひ つ よ う

があります。 

県
けん

では、この計画
け い か く

を、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

の参画
さ ん か く

を通
つ う

じて、ともに策定
さ く て い

することで、こうした取組
と り く

みを推進
すいしん

するための具体的
ぐ た い て き

な手段
し ゅ だ ん

の一
ひ と

つとして活用
かつよう

します。 

同時
ど う じ

に、この計画
け い か く

が様々
さまざま

な立場
た ち ば

の声
こ え

を反映
はんえい

しながら、「真
し ん

の共生
きょうせい

」を目指
め ざ

すための歩
あゆ

みのひとつとして、「ともに 考
かんが

え、ともに成長
せいちょう

していく計画
け い か く

」となることを目指
め ざ

します。 
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（２）計画
けいかく

の位置付け
い ち づ  

 

本計画
ほんけいかく

は、条例
じょうれい

第
だい

８条
じょう

において定
さ だ

めた、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

に関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そ う ご う て き

かつ計画的
け い か く て き

な推進
すいしん

を図
はか

るために策定
さ く て い

することとしている基本的
き ほ ん て き

な計画
け い か く

です。 

この計画
け い か く

は、次
つぎ

の３つの既存
き ぞ ん

計画
け い か く

を包含
ほうがん

し、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する計画
け い か く

を１本化
ぽ ん か

しています。 
 

①障 害 者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の第
だい

11条
じょう

第
だい

２項
こ う

に基
も と

づく障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の最
もっと

も基本的
き ほ ん て き

な計画
け い か く

 

・ 内閣府
な い か く ふ

の障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
け い か く

を基本
き ほ ん

として策定
さ く て い

 

   （前計画
ま え け い か く

は 2019年度
ね ん ど

～2023年度
ね ん ど

の「かながわ障
しょう

がい者計画
し ゃ け い か く

」） 
 

②障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

、③障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

第
だい

89条
じょう

第
だい

１項
こ う

及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

第
だい

33条
じょう

の 22第
だい

１項
こ う

に基
も と

づ

く障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに関
かん

する実施
じ っ し

計画
け い か く

 

・ 厚生
こ うせ い

労働省
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そ く

して策定
さ く て い

 

（前計画
ま え け い か く

は、2021年度
ね ん ど

～2023年度
ね ん ど

の「第
だい

６期
き

神奈川県
か な が わ け ん

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
け い か く

」） 
 
さらに、この計画

け い か く

は、次
つぎ

の３つの計画
け い か く

としての性格
せいかく

も併
あわ

せ持
も

つ計画
け い か く

として一体的
いっ たい てき

に策定
さ く て い

し

ています。 

④障 害 者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する計画
けいかく

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

推進法
す い し ん ほ う

第
だい

８条
じょう

第
だい

１項
こ う

に基
も と

づく計画
け い か く

で、かながわ文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

振興
し ん こ う

計画
け い か く

と本計画
ほんけいかく

で内容
な い よ う

を補完
ほ か ん

（各論
か く ろ ん

Ⅳ-７-（１）に記載
き さ い

） 
 

⑤視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃなど

の読書
どくしょ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する計画
けいかく

 

        ・ 読書
ど く し ょ

バリアフリー法
ほ う

の第
だい

８条
じょう

第
だい

１項
こ う

に基
も と

づく計画
け い か く

（各論
か く ろ ん

Ⅲ-５-（２）に記載
き さ い

） 
 
      ⑥難聴児

なんちょうじ

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療 育
りょういく

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

するための計画
けいかく

  

・ 難聴児
な ん ち ょ う じ

の早期
そ う き

発見
は っ けん

・早期
そ う き

療育
りょういく

推進
すいしん

のための基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

に基
も と

づく計画
け い か く

 

（各論
か く ろ ん

Ⅱ-４-（４）に記載
き さ い

） 
 

（関係
かんけい

する計画
け い か く

を一体的
いっ たい てき

に策定
さ く て い

し、一本化
い っ ぽ ん か

されるイメージ図
ず

） 

 

 

 

 

 

かながわ 

障がい者計画 

神奈川県 

障がい福祉計画 

＋ 

障害児福祉計画 

包含 包含 

条例に基づく 

基本計画 文化 
芸術 

読書 

難聴児 
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    あわせて、本県
ほんけん

の総合
そ う ご う

計画
け い か く

を補完
ほ か ん

する個別
こ べ つ

計画
け い か く

としても位置付
い ち づ

け、市町村
し ち ょ う そ ん

が取
と

り組
く

む

地域
ち い き

福祉
ふ く し

への支援
し え ん

に関
かん

する事項
じ こ う

を一体的
いっ たい てき

に定
さ だ

めている「神奈川県
か な が わ け ん

地域
ち い き

福祉
ふ く し

支援
し え ん

計画
け い か く

」

や、精神
せいしん

疾患
し っ か ん

や難病
なんびょう

など障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関係
かんけい

する内容
な い よ う

も含
ふ く

めた総合的
そ う ご う て き

な保健
ほ け ん

医療
い り ょ う

施策
し さ く

を示
し め

す「神奈川県
か な が わ け ん

保健
ほ け ん

医療
い り ょ う

計画
け い か く

」のほか、障害者
しょうがいしゃ

施設等
し せ つ と う

に関連
かんれん

する本県
ほんけん

の他
ほか

の計画
け い か く

と連携
れんけい

し、整合性
せいごうせい

を測
はか

りながら策定
さ く て い

しています。 

 

（３）計画
けいかく

の期間
き か ん

 

令和
れいかず

６年度
ね ん ど

から令和
れいかず

11年度
ね ん ど

までの６年間
ねんかん

とします。 
ただし、３年

ねん

ごとに改定
かいてい

される厚生
こ うせ い

労働省
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

の内容等
な い よ う と う

を反映
はんえい

させるため、計画
け い か く

期間
き か ん

の中間
ちゅうかん

である令和
れ い わ

９年度
ね ん ど

に、数値
す う ち

目標
もくひょう

を中心
ちゅうしん

に見直
み な お

しを実施
じ っ し

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（４）計画
けいかく

の役割
やくわり

 

一般的
いっぱんてき

に計画
け い か く

は、法律
ほ う り つ

や条例
じょうれい

により策定
さ く て い

することが定
さ だ

められており、施策
し さ く

を計画的
け い か く て き

に

推進
すいしん

する役割
や く わ り

や、法律
ほ う り つ

や条例
じょうれい

に明記
め い き

された業務
ぎ ょ う む

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

に資
し

する役割
や く わ り

があります。 

本計画
ほんけいかく

も、県
けん

が障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

の支援等
し え ん な ど

のための施策
し さ く

を計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

し

ていく役割
や く わ り

や、市町村
し ち ょ う そ ん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画等
けいかくなど

の達成
たっせい

に資
し

するための役割
や く わ り

などがあります。 

そのほか、次
つぎ

のような役割
や く わ り

があると 考
かんが

えます。 

・ 県
けん

が目指
め ざ

す「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

」の実現
じつげん

に向
む

けた 考
かんが

え方
かた

や理念
り ね ん

を県民
けんみん

に伝
つた

える役割
や く わ り

 

・ 県
けん

が 行
おこな

う各障害者
かくしょうがいしゃ

施策
し さ く

の「現状
げんじょう

と課題
か だ い

」「取組
と り く

みの方向性
ほ う こ う せ い

」を県民
けんみん

に伝
つた

える役割
や く わ り

 

・ 計画
け い か く

策定
さ く て い

過程
か て い

や策定後
さ く て い ご

に県民
けんみん

から多
おお

くの意見
い け ん

を聞
き

き、現状
げんじょう

や課題
か だ い

を再確認
さい か くにん

し、今後
こ ん ご

 

の施策
し さ く

に生
い

かしていく役割
や く わ り

 

 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

内閣府 障害者基本計画

障害福祉計画
基本指針

障害児福祉計画
基本指針

障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

条例に基づく計画

第６次計画

厚生労
働省

神
奈
川
県

第１期計画　基本指針 第２期計画　基本指針 第３期計画　基本指針 第４期計画　基本指針

神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例
～ともに生きる社会を目指して～

に基づく基本計画

第５期計画　基本指針 第６期計画　基本指針 第７期計画　基本指針 第８期計画　基本指針

第４次計画 第５次計画

かながわ障がい者計画

第５期神奈川県障害福祉計画
（第１期障害児福祉計画）

第６期神奈川県障がい福祉計画

（第２期障がい児福祉計画）
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（５）計画
けいかく

の進行
しんこう

管理
か ん り

 

計画
け い か く

の進行
し ん こ う

管理
か ん り

に当
あ

たっては、ＰＤＣＡサイクルにより、効率的
こ う り つ て き

かつ効果的
こ う か て き

に 行
おこな

われるこ

とが重要
じゅうよう

です。県
けん

が把握
は あ く

する各取組
か く と り く

みにおける実績値
じ っ せ き ち

のみならず、事業
じ ぎ ょ う

ごとの課題
か だ い

や取組
と り く

み状況
じょうきょう

のほか、統計
と う け い

データ等
など

を活用
かつよう

しながら、当計画
と う け い か く

の進行
し ん こ う

管理
か ん り

を 行
おこな

う「神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

施策審
し さ く し ん

議会
ぎ か い

」の審議
し ん ぎ

のもと、総合的
そ う ご う て き

に評価
ひ ょ う か

を 行
おこな

います。 

    また、計画策
け い か く さ く

定時
て い じ

には想定
そ う て い

し得
え

なかった事態等
じ た い な ど

が生
しょう

じた場合等
ば あ い な ど

には、状況
じょうきょう

に応
お う

じて、 

施策
し さ く

の評価
ひ ょ う か

や柔軟
じゅうなん

に施策
し さ く

を展開
てんかい

できるよう図
はか

ります。 

なお、当計画
と う け い か く

に掲載
けいさい

している様々
さまざま

な数値
す う ち

は、以下
い か

のとおり分類
ぶんるい

しています。 

ア 指標
しひょう

（※「指標
しひょう

」という表 現
ひょうげん

や、指標
しひょう

の内容
ないよう

については再度
さ い ど

検 討 中
けんとうちゅう

） 

・ 本計画
ほんけいかく

の達成度
た っ せ い ど

を象徴的
しょうちょうてき

に 表
あらわ

す数値
す う ち

です。 

・ 内閣府
な い か く ふ

が実施
じ っ し

する「障
しょう

がい者
し ゃ

に関
かん

する世論
せ ろ ん

調査
ち ょ う さ

」の「障害
しょうがい

のある人
ひ と

が身近
み ぢ か

で

普通
ふ つ う

に生活
せいかつ

しているのが当
あ

たり前
ま え

と思
お も

う割合
わりあい

」の数値
す う ち

を約
や く

２％上回
うわ ま わ

ることを目指
め ざ

し、

本計画
ほんけいかく

の指標
し ひ ょ う

として設定
せってい

します。 

・ また、当事者
と う じ し ゃ

の目線
め せ ん

に立
た

った指標
し ひ ょ う

を当事者
と う じ し ゃ

とともに検討
け ん と う

し、新
あ ら

たに設定
せってい

します。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 小 柱 毎
しょうばしらごと

の目 標
もくひょう

（※検 討 中
けんとうちゅう

であるため、現時点
げ ん じ て ん

では記載
き さ い

なし。） 

・ 小柱毎
しょうばしらごと

に目指
め ざ

すべき 姿
すがた

を目標
もくひょう

として記載
き さ い

します。 

ウ 小 柱 毎
しょうばしらごと

の数値
す う ち

目 標
もくひょう

 

・ 小柱毎
しょうばしらごと

に県
けん

が把握
は あ く

すべき数値
す う ち

をまとめて数値
す う ち

目標
もくひょう

として記載
き さ い

します。 

・ 各計画
か く け い か く

を一体的
いっ たい てき

に策定
さ く て い

しているため、数値
す う ち

目標
もくひょう

は次
つぎ

の５つに分類
ぶんるい

されます。 

(ｱ) 県独自
け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

（主
しゅ

に条 例
じょうれい

や障 害 者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

の目標値
もくひょうち

） 

・ 実施
じ っ し

した施策
せ さ く

の進捗
しんちょく

状況
じょうきょう

や達成
たっせい

状況
じょうきょう

の度合
ど あ

いを測
はか

るための目標値
も く ひ ょ う ち

です。 

・ 本計画
ほんけいかく

は、基本
き ほ ん

指針
し し ん

で数値
す う ち

目標
もくひょう

が定
さ だ

められている障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
け い か く

のほか、条例
じょうれい

に基
も と

づく計画
け い か く

と障害者
しょうがいしゃ

計画
け い か く

の内容
な い よ う

も包含
ほうがん

していることから、県独自
け ん ど く じ

の目標
もくひょう

を

設定
せってい

しています。 

把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が身近
み ぢ か

で普通
ふ つ う

に生活
せいかつ

しているの

が当
あ

たり前
ま え

と思
お も

う割合
わりあい

 

82％ 

（2022年
ねん

） 

90％ 

（2029年
ねん

） 

新
あ ら

たな当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

での指標
し ひ ょ う

（検討中
けんとうちゅう

） 
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(ｲ) 基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく成果
せ い か

目 標
もくひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

） 

   ・ 基本
き ほ ん

指針
し し ん

では、障害者等
しょうがいしゃとう

の自立
じ り つ

支援
し え ん

の観点
かんてん

から、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

と い っ た 課題
か だ い

に 対応
たいおう

す る た め 、 令和
れいかず

８ 年度
ね ん ど

を 目標年度
も く ひ ょ う ね ん ど

と す る

障害福祉計画等
し ょ う が い ふ く し け い か く と う

において必要
ひ つ よ う

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

及
およ

び障害児通所
し ょ う が い じ つ う し ょ

支援等
し え ん と う

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に 係
かかわ

る目標
もくひょう

を成果
せ い か

目標
もくひょう

として整理
せ い り

しています。 

・ 内容
な い よ う

によっては、市町村
し ち ょ う そ ん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
け い か く

の目標値
も く ひ ょ う ち

を積
つ

み上
あ

げた数値
す う ち

となります。 

(ｳ) 基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく活動
かつどう

指標
しひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

） 

      ・ (ｲ)の成果
せ い か

目標
もくひょう

を達成
たっせい

するために必要
ひ つ よ う

な量
りょう

を目標値
も く ひ ょ う ち

や見込値
み こ み ち

として設定
せってい

します。 

・ 内容
な い よ う

によっては、市町村
し ち ょ う そ ん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
け い か く

の設定値
せ っ て い ち

を積
つ

み上
あ

げた数値
す う ち

となります。 

(ｴ) 基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

） 

・ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
け い か く

では、県内
けんない

市町村
し ち ょ う そ ん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
け い か く

の数値
す う ち

を集計
しゅうけい

し、計画期
け い か く き

間中
ま な か

の各年度
か く ね ん ど

における指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス、指定
し て い

計画
け い か く

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

及
およ

び指定
し て い

地域
ち い き

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

の種類
し ゅ る い

ごとの必要
ひ つ よ う

な量
りょう

の見込
み こ み

み（以下
い か

「サービス見込量
み こ み り ょ う

」という。）並
な ら

びに指定
し て い

障害児通所
し ょ う が い じ つ う し ょ

支援
し え ん

、指定
し て い

障害児
し ょ う が い じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

及
およ

び指定
し て い

障害児
し ょ う が い じ

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

の

種類
し ゅ る い

ごとのサービス見込量
み こ み り ょ う

を定
さ だ

めることとしています。 

・ サービス見込量
み こ み り ょ う

は、原則
げ ん そ く

として県全体
けんぜんたい

における１か月
げつ

当
あ

たりの総量
そうりょう

を見込
み こ

んだも

のです。 

(ｵ) 基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく県
けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

） 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

は、障害者
しょうがいしゃ

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活又
せいかつまた

は社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことが

できるよう、地域
ち い き

の特性
と く せ い

や利用者
り よ う し ゃ

の 状況
じょうきょう

に応
お う

じ、柔軟
じゅうなん

な形態
けいたい

により事業
じ ぎ ょ う

を

効果的
こ う か て き

・効率的
こ う り つ て き

に実施
じ っ し

することにより、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

の増進
ぞ う し ん

を図
はか

るとともに、誰
だれ

も

が安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
も く て き

としていま

す。 

・ 県
けん

は、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の目的
も く て き

や「当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」の 考
かんが

え方
かた

等
と う

を踏
ふ

まえ、

市町村
し ち ょ う そ ん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

との役割
や く わ り

分担
ぶんたん

を図
はか

るとともに、市町村
し ち ょ う そ ん

と連携
れんけい

しなが

ら、障害者
しょうがいしゃ

が直面
ちょくめん

している「生
い

きにくさ・暮
く

らしにくさ」という点
てん

から、必要
ひ つ よ う

な方
かた

に

必要
ひ つ よ う

なサービスを提供
ていきょう

していきます。  
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５．神奈川県
か な が わ け ん

の圏域
けんいき

・区域
く い き

の 考
かんが

え方
かた

 
国
く に

、県
けん

及
およ

び障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の実施
じ っ し

主体
し ゅ た い

である市町村
し ち ょ う そ ん

がそれぞれの役割
や く わ り

を分担
ぶんたん

す

るだけでなく、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

えるため、保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

と福祉等
ふ く し と う

の多分野
た ぶ ん や

を含
ふ く

め

重層的
じゅうそうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こ う ち く

することが重要
じゅうよう

です。 

このため、県
けん

では、様々
さまざま

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係
かか

る取組
と り く み

において、「二次
に じ

保健
ほ け ん

医療圏
い り ょ う け ん

」を基本
き ほ ん

とし

て県内
けんない

を８つの区域
く い き

に分
わ

けた「障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふ く し け ん い き

」を定
さ だ

めると共
と も

に、ネットワークを充実
じゅうじつ

さ

せ、圏域
けんいき

レベルでの支援
し え ん

を強化
き ょ う か

していきます。 

また、児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

に基
も と

づく指定
し て い

障害児
し ょ う が い じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

については、実施
じ っ し

主体
し ゅ た い

が県
けん

、政令市
せ い れ い し

及
およ

び児童
じ ど う

相談所
そ う だ ん じ ょ

設置市
せ っ ち い ち

であることから、横浜市
よ こ は ま し

、川崎市
か わ さ き し

、相模原市
さ が み は ら し

、横須賀市
よ こ す か し

及
およ

びそれ以外
い が い

の県
けん

所管域
し ょか ん い き

の５つの区域
く い き

としています。  
神奈川県
か な が わ け ん

の障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふく し けん いき

（令和
れ い わ

６年
ねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

圏
けん

 域
いき

 市
し

 町
ちょう

 村
そん

 

横 浜
よ こ は ま

 横浜市
よ こ は ま し

 

川 崎
か わ さ き

 川崎市
か わ さ き し

 

相
さ

 模
が み

 原
はら

 相模原市
さ が み は ら し

 

横須賀
よ こ す か

・三浦
み う ら

 横須賀市
よ こ す か し

、鎌倉市
か ま く ら し

、逗子市
ず し し

、三浦市
み う ら し

、葉山町
は や ま ま ち

 

湘
し ょ う

南 東 部
な ん と う ぶ

 藤沢市
ふ じ さ わ し

、茅ヶ崎市
ち が さ き し

、寒川町
さむかわまち

 

湘
し ょ う

南 西 部
な ん せ い ぶ

 平塚市
ひ ら つ か し

、秦野市
は だ の し

、伊勢原市
い せ は ら し

、大磯町
おおいそまち

、二宮町
にのみやまち

 

県
け ん

   央
お う

 厚木市
あ つ ぎ し

、大和市
や ま と し

、海老名市
え び な し

、座間市
ざ ま し

、綾瀬市
あ や せ し

、愛川町
あいかわまち

、清川村
きよかわむら

 

県
け ん

   西
せい

 
小田原市
お だ わ ら し

、 南足柄市
みなみあしがらし

、中井町
な か い ま ち

、 大井町
お お い ま ち

、 松田町
ま つ だ ま ち

、 山北町
やまきたまち

、開成町
かいせいまち

、  

箱根町
は こ ね ま ち

、真鶴町
まなづるまち

、湯河原町
ゆ が わ ら ま ち

 

麻生区

多摩区

宮前区

高
津
区

川崎区

幸区

中原区

川崎

青葉区

緑区

瀬
谷
区

旭区

都筑区
港北区

神奈川区

保土ヶ

谷区

戸
塚
区

泉区

港
南
区

南区

栄区
金沢区

磯
子
区

中区

西
区

鶴見区

横浜

鎌倉市

逗子市

葉山町

横須賀市

三
浦
市

横須賀・三浦

茅ヶ崎市
藤沢市

寒
川
町

湘南東部

秦野市
伊勢原市

平塚市

大磯町
二
宮
町

湘南西部

山北町

南足柄市

箱根町

湯河原町

小田原市

大井町 中井町

松
田
町

開
成
町

真鶴町

県西

相模原

南区

中央区

緑区 愛川町

清川村 厚木市

海
老
名
市

大
和
市座間市

綾
瀬
市

県央
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６．国
くに

と国連
こくれん

の動向
どうこう

 

≪国
くに

の動向
どうこう

≫ 
障害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に関
かん

する経過
け い か

として、2005（平成
へいせい

17）年
と し

に発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
し え ん ほ う

が、

2006（平成
へいせい

18）年
と し

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

（現在
げんざい

の障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

）、改正
かいせい

教育
きょういく

基本法
き ほ ん ほ う

、バリアフリー法
ほ う

が施行
し こ う

され、障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

の福祉
ふ く し

や教育
きょういく

、建築物等
けんちくぶつなど

のバリアフリー

化
か

の総合的
そ う ご う て き

な施策
し さ く

の推進
すいしん

が図
はか

られました。 

また、2006（平成
へいせい

18）年
と し

には、国際
こ く さ い

連合
れんごう

が採択
さ い た く

した障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の批准
ひ じ ゅ ん

に向
む

け

た国内法
こ く な い ほ う

の整備
せ い び

が進
すす

められ、2011（平成
へいせい

23）年
と し

に改正
かいせい

された障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

において、

障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

が見直
み な お

されるとともに、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の

概念
がいねん

が盛
も

り込
こ

まれました。 

さらに 2013（平成
へいせい

25）年
と し

には、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の基本
き ほ ん

原則
げ ん そ く

を具体化
ぐ た い か

した障害者差
し ょ う が い し ゃ さ

 

別
べつ

解消法
かいしょうほう

が制定
せいてい

され、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

は、2014（平成
へいせい

26）年
と し

1月
がつ

に批准
ひ じ ゅ ん

されました。 

その他
た

にも障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼ う し ほ う

や障害
しょうがい

者優先
ものゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
す い し ん ほ う

、成年被
せ い ね ん ひ

後見人
こ うけ ん に ん

の選挙権
せ ん き ょけん

 

の回復等
か い ふ く と う

のための公職
こうしょく

選挙法等
せ ん き ょ ほ う と う

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律等
ほ う り つ と う

が施行
し こ う

されるなど、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関係
かんけい

する数多
かずおお

くの法律
ほ う り つ

が制定
せいてい

されています。 

 

 

≪国連
こくれん

の動向
どうこう

 ～障 害 者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

（ＣＲＰＤ）と勧告
かんこく

～≫ 
2006年

ねん

に国連
こ く れ ん

により採択
さ い た く

された「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」は、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するた

め国
く に

がすべきことを定
さ だ

めたもので、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じ んけ ん

や基本的
き ほ ん て き

自由
じ ゆ う

を守
ま も

るための国際的
こ く さ い て き

な

条約
じょうやく

です。 

この条約
じょうやく

を批准
ひ じ ゅ ん

した国
く に

にはその条約
じょうやく

を守
ま も

ることが求
も と

められており、日本
に ほ ん

もこれに含
ふ く

ま

れます。日本
に ほ ん

の法律
ほ う り つ

は、原則
げ ん そ く

として条約
じょうやく

の内容
な い よ う

に即
そ く

したものであることが求
も と

められていま

すが、条約
じょうやく

が求
も と

める水準
すいじゅん

に十分
じゅうぶん

達
た っ

しているとはいえない法制度
ほ う せ い ど

もあり、その改善
かいぜん

が課題
か だ い

とされています。 

     ２０２２年
ねん

８月
がつ

、国連
こ く れ ん

におかれた「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

委員会
い い ん か い

」により、日本
に ほ ん

の条約
じょうやく

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

について審査
し ん さ

が実施
じ っ し

され、同年
どうねん

９月
がつ

には、権利
け ん り

委員会
い い ん か い

から日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

へ勧告
か ん こ く

（総括
そうかつ

所見
し ょ け ん

）

が出
だ

されました。 

日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

に対
たい

しては、分離
ぶ ん り

教育
きょういく

の中止
ち ゅ う し

や、精神科
せ い し ん か

への強制
きょうせい

入院
にゅういん

を可能
か の う

にしている

法律
ほ う り つ

の廃止
は い し

など、いくつかの重要
じゅうよう

な課題
か だ い

が指摘
し て き

されました。 

      「Nothing about us , without us（ 私
わたし

たち抜
ぬ

きに 私
わたし

たちのことを決
き

めないで）」と

いう合言葉
あ い こ と ば

の下
も と

に策定
さ く て い

された権利
け ん り

条約
じょうやく

の根幹
こんかん

とも言
い

える理念
り ね ん

を、国
く に

及
およ

び県
けん

が一体
いったい

とな

ってこれを推進
すいしん

していくことが、国際的
こ く さ い て き

にも求
も と

められています。 
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≪ 障 害
しょうがい

の 考
かんが

え方
かた

 ～医学
い が く

モデルから社会
しゃかい

モデルへ～ ≫ 

障害者
しょうがいしゃ

が社会的
し ゃ か い て き

に不利
ふ り

になる原因
げんいん

がどこに起因
き い ん

しているかの 考
かんが

え方
かた

として、大
おお

きく２つ

の 考
かんが

え方
かた

があります。 

ひとつめは「医学
い が く

モデル」という 考
かんが

え方
かた

で、「障害
しょうがい

は、障害者
しょうがいしゃ

個人
こ じ ん

の心身
し ん し ん

の機能
き の う

に問題
もんだい

がある」として、障害
しょうがい

を個人的
こ じ ん て き

な問題
もんだい

として捉
と ら

える 考
かんが

え方
かた

です。 

ふたつめは「社会
し ゃ かい

モデル」という 考
かんが

え方
かた

で、「障害
しょうがい

は、社会
し ゃ かい

（モノ、環境
かんきょう

、人的
じ ん て き

環境等
かんきょうとう

）

が生
う

み出
だ

す障壁
しょうへき

に問題
もんだい

がある」として、障害
しょうがい

を社会的
し ゃ か い て き

な問題
もんだい

として捉
と ら

える 考
かんが

え方
かた

です。 

なお、障害者
しょうがいしゃ

にとって、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
お く

る上
う え

で様々
さまざま

な困
こ ま

りごとや不利益
ふ り え き

となる社会的
し ゃ か い て き

な  

障壁
しょうへき

（バリア）」は、次
つぎ

の４つに分類
ぶんるい

されています。 

 

①物理的
ぶ つ り て き

障 壁
しょうへき

 

道路
ど う ろ

や建物
たてもの

、住宅
じゅうたく

、駅
え き

などにおいて物理的
ぶ つ り て き

に生
しょう

じる障壁
しょうへき

 

②制度
せ い ど

の障 壁
しょうへき

 

教育
きょういく

や就労
しゅうろう

、地域
ち い き

で自立
じ り つ

生活
せいかつ

を送
お く

る上
う え

で、制度上
せ い ど じ ょ う

の制約
せいやく

により生
しょう

じる障壁
しょうへき

 

③文化
ぶ ん か

・情 報
じょうほう

の障 壁
しょうへき

 

音声
おんせい

情報
じょうほう

や文字
も じ

情報
じょうほう

など、必要
ひ つ よ う

な情報
じょうほう

が提供
ていきょう

されていないことで生
しょう

じる障壁
しょうへき

 

④ 心
こころ

の障 壁
しょうへき

 

差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

、障害
しょうがい

に対
たい

する無理解
む り か い

により生
しょう

じる障壁
しょうへき

 

 

県
けん

が目指
め ざ

す「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

」の実現
じつげん

に向
む

けては、この「社会
し ゃ かい

モデル」の 考
かんが

えを 基
もとい

に、  

社会的
し ゃ か い て き

な障壁
しょうへき

のない仕組
し く

みづくり・意識
い し き

づくりが重要
じゅうよう

であると 考
かんが

えています。 

 

【社会
しゃかい

モデルで 考
かんが

えるバリアフリーの一例
いちれい

】 車
くるま

いすを使用
し よ う

している方
かた

がいます。 
 

 

 
 
 
  

このほか、「人権
じんけん

モデル」という 考
かんが

え方
かた

があります。これは「障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、一人
ひ と り

 

一人
ひ と り

は人権
じんけん

の主体
しゅたい

であって、必要
ひつよう

に応
おう

じて医学的
い が く て き

特性
とくせい

に焦点
しょうてん

を当
あ

てるべきであり、そもそも、

“障害者
しょうがいしゃ

は保護
ほ ご

や福祉
ふ く し

の対象
たいしょう

”という前提
ぜんてい

で捉
と ら

えない」という 考
かんが

えです。 

これは、まだ確立
かくりつ

した 考
かんが

え方
かた

ではありませんが、今後
こ ん ご

の地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

す上
うえ

で、大変
たいへん

重要
じゅうよう

となる 考
かんが

え方
かた

とされています。 

段差
だ ん さ

があると、 

車
くるま

いすでは 

進
すす

めません。 

段差
だ ん さ

が原因
げんいん

で 

障 害
しょうがい

が 生
しょう

じます。 

段差
だ ん さ

が解 消
かいしょう

され、 

車
くるま

いすでも 

進
すす

めました。 

車
くるま

いすが、 障 害
しょうがい

で

は無
な

くなります。 

この事例
じ れ い

の 車
くるま

いすの 

方
ほう

は何
なに

も変
か

わっては 

いません。 

周囲
しゅうい

の環 境
かんきょう

が変
か

わり 

障 害
しょうがい

が解 消
かいしょう

されました。 

【スロープ】 【階段
かいだん

】 
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≪ ＳＤＧｓを踏
ふ

まえた地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて ≫ 

持続
じ ぞ く

可能
か の う

で多様性
た よ う せ い

があり、誰
だれ

も排除
は い じ ょ

しない社会
し ゃ かい

を実現
じつげん

するとする持続的
じ ぞ く て き

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

（SDGs）の 考
かんが

え方
かた

は、今日
き ょ う

、社会
し ゃ かい

経済
けいざい

の発展
は っ て ん

のための普遍的
ふ へ ん て き

な 考
かんが

え方
かた

として広
ひろ

く知
し

ら

れるようになりました。 

SDGs には、障害
しょうがい

関連
かんれん

の目標
もくひょう

が４つ設定
せってい

されており、SDGs先進
せんしん

自治体
じ ち た い

を掲
かか

げる当県
と う け ん

においては、ポスト SDGs の議論
ぎ ろ ん

に資
し

する提案
ていあん

を 行
おこな

っていくことも視野
し や

に、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

の取組
と り く

みを SDGs の 考
かんが

えと関連
かんれん

させてくことが重要
じゅうよう

です。 

そのための大事
だ い じ

な視点
し て ん

としては、効率性
こ う り つ せ い

や生産性
せいさんせい

を優先
ゆうせん

する既存
き そ ん

の価値観
か ち か ん

を変
か

えて

いくという視点
し て ん

、例
た と

えば、現代
げんだい

アートを席巻
せっけん

する障害者
しょうがいしゃ

アートのように、「障害
しょうがい

が新
あ ら

たなイ

ノベーションを生
う

み出
だ

す」という視点
し て ん

です。 

多様性
た よ う せ い

が重要視
じ ゅ う よ う し

されている今日
き ょ う

、こうした視点
し て ん

が、誰
だれ

も排除
は い じ ょ

しない社会
し ゃ かい

の構築
こ う ち く

という

SDGs の大目標
だいもくひょう

の具体化
ぐ た い か

にもつながっていくものと 考
かんが

えられます。 

県
けん

では、本計画
ほんけいかく

の推進
すいしん

を通
つ う

じて、教育
きょういく

・就労
しゅうろう

・まちづくりなど、施策
し さ く

の推進
すいしん

を図
はか

り、共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

け、障害者
しょうがいしゃ

が自分
じ ぶ ん

らしく、安全
あんぜん

・安心
あんしん

に暮
く

らせる神奈川県
か な が わ け ん

の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。 
 

≪ＳＤＧs（持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目 標
もくひょう

） Sustainable Development Goals とは≫ 
 

2015（平成
へいせい

27）年
ねん

９月
がつ

に国連
こ く れ ん

サミットで採択
さ い た く

された持続
じ ぞ く

可能
か の う

な世界
せ か い

を実現
じつげん

する 

ための開発
かいはつ

目標
もくひょう

。Sustainable Development Goals の略称
りゃくしょう

（エス・ディー・ジーズ） 

17 のゴール・169 のターゲットから構成
こ うせ い

され、地球上
ちきゅうじょう

の誰一人
だ れ ひ と り

として取
と

り残
のこ

さない 

こと（leave no one behind）を誓
ちか

っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-18-



７．神奈川県
か な が わ け ん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

を取り巻く
と  ま  

状 況
じょうきょう

 
2021（平成 30）年３月 31 日現在で、本県における身体障害者手帳交付者数、 

知的障害児者把握数及び精神障害者保健福祉手帳交付者数の合計（以下「障害者数」

といいます。）は、約○万○千人です。 

内訳は○○（令和○）年３月 31 日現在の数値で、 

身体障害者手帳交付者数（以下「身体障害者数」）は○○○人 

知的障害児者把握数（以下「知的障害者数」）は○○○人、 

精神障害者保健福祉手帳交付者数（以下「精神障害者数」）は○○○人 

 

○年前の○○（平成○）年３月 31 日時点の障害者数（約○万○千人）と 

の比較では、約○万○千人増えて約○.○倍になりました。 

なお、○○○（令和○）年１月１日現在の県内人口千人当たりでみると、 

身体障害者数は○人 

知的障害者数は○人 

精神障害者数は○人 

 

となり、複数の手帳を併せ持つ人もいますが、県民の○.○％が何らかの障害を 

有していることになります。 

○○年には、○○（令和○）年３月 31 日時点の障害者数の約○.○倍の約○万○千

人になると見込んでいます。 

 

【〇〇〇〇〇〇〇〇〇】                        （単位：人） 

 2008 年 1 月 1日 2013 年 1月 1日 2018 年 1月 1日 

(倍数:2013.1.1 との比較） 

2023 年 

（推計値）（※2） 

県内人口 

（※1） 
8,910,256 9,072,533 9,163,279 1.0 倍 9,162,000 

 

※1 県内人口： 

神奈川県人口統計調査結果「神奈川県の人口と世帯」から抜粋しています。 

 

※2 ○○年（推計値）： 

県政策局が実施した○○年○○月○○日時点の将来人口（中位推計）を記載して

います。（推計値は千人単位） 
 

作 成 中
さくせいちゅう

 
 

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く状況
じょうきょう

の変化
へ ん か

として、次
つ ぎ

の内容
な い よ う

を記載
き さ い

予定
よ て い

ですが、 

総論
そ う ろ ん

に全
すべ

て記載
き さ い

せず、内容
な い よ う

によっては各論
か く ろ ん

の「現状
げんじょう

と課題
か だ い

」や資料
し り ょ う

に掲載
け い さ い

 

することを検討
け ん と う

しています。 

 

【総論
そうろん

に掲載
けいさい

予定
よ て い

】 

・人口
じ ん こ う

構成
こ う せ い

 

・各障害者
かくしょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

（等級別
とうきゅうべつ

、年齢
ねんれい

階層別
かい そう べつ

、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分別
く ぶ ん べ つ

、障害
しょうがい

部位別
ぶ い べ つ

） 

・高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害
しょうがい

の相談
そ う だ ん

件数
け ん す う

の推移
す い い

 

・自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
い り ょ う

受給者数
じ ゅき ゅう し ゃす う

の推移
す い い

 

・重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害
しょうがい

、医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

・者数
し ゃ す う

 

・特定
と く て い

医療費
い り ょ う ひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）年次
ね ん じ

受給者数
じ ゅき ゅう し ゃす う

の推移
す い い

 

 

【各論
かくろん

に掲載
けいさい

予定
よ て い

】 

・障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の状況
じょうきょう

、成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

利用
り よ う

状況
じょうきょう

 ⇒ 各論
か く ろ ん

Ⅰ１(1) 

・人口
じ ん こ う

に占
し

める施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の状況
じょうきょう

、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

の状況
じょうきょう

、 

地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者
い こ う し ゃ

の移行後
い こ う ご

の住
す

まいの場
ば

の状況
じょうきょう

 等
など

 ⇒ 各論
か く ろ ん

Ⅱ３(2) 

・共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

（グループホーム）利用者
り よ う し ゃ

の障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

状況
じょうきょう

 ⇒ 各論
か く ろ ん

Ⅱ４(1) 

・精神科
せ い し ん か

病院
びょういん

における平均在院
へい きんざ いい ん

日数
に っ す う

・一年
ひ と と せ

以上
い じ ょ う

入院者数
にゅういんしゃすう

の推移
す い い

、 

精神科
せ い し ん か

入院
にゅういん

患者数
か ん じ ゃ す う

 ⇒ 各論
か く ろ ん

Ⅱ４(3) 

・障害者
しょうがいしゃ

の職業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

状況
じょうきょう

（障害別
しょうがいべつ

）、障害者
しょうがいしゃ

の就職率
しゅうしょくりつ

、工賃
こ う ち ん

実績
じ っ せ き

 ⇒ 各論
か く ろ ん

Ⅲ6(1) 

・公立
こ う り つ

小中学校
しょうちゅうがっこう

の特別
と く べ つ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

、通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

、 

公立
こ う り つ

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

の幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

（障害
しょうがい

部位別
ぶ い べ つ

、学部別
が く ぶ べ つ

）⇒ 各論
か く ろ ん

Ⅳ8(1)(2) 

 

【資料
しりょう

に掲載
けいさい

予定
よ て い

】 

・各指定
か く し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
など

の利用者数
り よ う し ゃ す う

の推移
す い い

 ⇒ 資料
し り ょ う

 

・障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふ く し け ん い き

ごとの指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
など

の状況
じょうきょう

 ⇒ 資料
し り ょ う
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【障害者数の推移】 
 2008（平成 00）年 

3 月 31 日 

202 （令和）年 

3 月 31 日 

2023（令和５）年 

3 月 31 日(倍

数:2013.3.31 との比較) 

2023（令和 00）年 

3 月 31 日 

（推計値）（※4） 

身体障害者数 

（※3） 235,620 261,835 267,576 1.0 倍 271,000 

知的障害者数 

（※3） 
43,815 56,010 68,923 1.2 倍 84,000 

精神障害者数 

（※3） 
35,490 56,392 79,359 1.4 倍 111,000 

合計 314,925 374,237 415,858 1.1 倍 466,000 

 

※3 身体障害者数、知的障害者数、精神障害者数：    

「身体障害者数」は身体障害者手帳交付者数、「知的障害者数」は知的障害児者

把握数、「精神障害者数」は精神障害者保健福祉手帳交付者数（障害福祉課調べ） 

 

※4 2023 年３月 31 日（推計値）：       

2013（平成 25）年３月 31 日から 2018（平成 30）年３月 31 日までの５年間の県

内人口に占める障がい者の比率の伸率から 2023 年の障がい者の比率を推計し、

2023 年の県内人口推計値に乗じて算出しています。 

 

 

  

【障害者数の推移（グラフ）】 
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≪ 障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

 ≫ 

国
く に

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

における障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

は、身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふ く

む。）その他
た

の心身
し ん し ん

の機能
き の う

の障害
しょうがい

がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

により

継続的
け い ぞ く て き

に日常
にちじょう

生活又
せいかつまた

は社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

に相当
そ う と う

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にあるものとされています。 

本計画
ほんけいかく

では、統計上
とうけいじょう

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

交付者数
こ う ふ し ゃ す う

、知的
ち て き

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

把握数
は あ く す う

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
て ち ょ う

交付者数
こ う ふ し ゃ す う

を表記
ひ ょ う き

していますが、本計画
ほんけいかく

が対象
たいしょう

とする「障害者
しょうがいしゃ

」は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の定義
て い ぎ

と同様
ど う よ う

です。 

なお、各障害
かくしょうがい

における個別
こ べ つ

の定義
て い ぎ

は以下
い か

のとおりです。 

 

▶ 身体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

により、「身体上
しんたいじょう

の障害
しょうがい

がある 18歳
さい

以上
い じ ょ う

の人
ひ と

で、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

の

交付
こ う ふ

を受
う

けた人
ひ と

」と定義
て い ぎ

されています。身体上
しんたいじょう

の障害
しょうがい

は、「四肢
し し

（両手
り ょ う て

両足
りょうあし

）に不自由
ふ じ ゆ う

があっ

たり、視覚
し か く

や聴覚
ちょうかく

に制限
せいげん

があったりするなど、身体
しんたい

機能
き の う

に何
なん

らかの障害
しょうがい

を有
ゆ う

する状態
じょうたい

」を  

指
さ

します。 

 

▶ 知的
ち て き

障 害
しょうがい

 

我
わ

が国
く に

において、「知的
ち て き

障害
しょうがい

」に対
たい

する定義
て い ぎ

はいまだに未確立
み か く り つ

であり、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

においても、知的
ち て き

障害
しょうがい

に対
たい

する定義
て い ぎ

が設
も う

けられてはいませんが、一般的
いっぱんてき

には、「知的
ち て き

機能
き の う

の

障害
しょうがい

が発達期
は っ た つ き

（おおむね 18歳
さい

まで）にあらわれ、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
し し ょ う

が生
しょう

じているため、何
なん

ら

かの特別
と く べ つ

の支援
し え ん

を必要
ひ つ よ う

とする状態
じょうたい

にあるもの」とされています。 

 

▶ 精神
せいしん

障 害
しょうがい

（発達
はったつ

障 害
しょうがい

を含
ふく

む） 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する法律
ほ う り つ

により、 「統合
と う ご う

失調症
しっちょうしょう

、精神
せいしん

作用
さ よ う

物質
ぶ っ し つ

によ

る急性
きゅうせい

中毒又
ちゅうどくまた

はその依存症
い ぞ ん し ょ う

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神病質
せいしんびょうしつ

その他
た

の精神
せいしん

疾患
し っ か ん

を有
ゆ う

する者
もの

」と定義
て い ぎ

さ

れています。 

 

▶ その他
た

（難 病 等
なんびょうなど

） 

発病
はつびょう

の機構
き こ う

が明
あ き

らかでなく、治療法
ち り ょ う ほ う

が確立
か く り つ

していない希少
き し ょ う

な疾病
し っ ぺ い

であって、当該疾病
と うが い し っ ぺ い

に 

かかることにより長期
ち ょ う き

にわたり療養
りょうよう

を必要
ひ つ よ う

とすることとなる疾病
し っ ぺ い

を指
さ

します。 

 
 
 
 
 

障害
しょうがい

はこれまで主
お も

な３種類
し ゅ る い

に分類
ぶんるい

され、それぞれの施策
し さ く

が推進
すいしん

されてきましたが、 

重複
じゅうふく

している場合
ば あ い

も少
す く

なくなく、障害
しょうがい

を包括的
ほうかつてき

に捉
と ら

え、支援
し え ん

を 考
かんが

える必要
ひ つ よ う

があります。 
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 分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

の方向性
ほうこうせい

 

各論
かくろん
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１ 各論
かくろん

の読
よ

み方
かた

（凡例
はんれい

） 
「各論

か く ろ ん

」は、県
けん

の様々
さまざま

な取組
と り く

みの現状
げんじょう

や抱
かか

える課題
か だ い

とあわせて、今後
こ ん ご

、県
けん

がどのような

取組
と り く

みをどういった具体的
ぐ た い て き

な目標
もくひょう

を立
た

て進
すす

めていくのかを記載
き さ い

しています。 

各論
か く ろ ん

は大
おお

きく分
わ

けて、１：現状
げんじょう

と課題
か だ い

、２：取組
と り く

みの方向性
ほ う こ う せ い

、３：KPI（目標
もくひょう

を達成
たっせい

するため

の重要
じゅうよう

な業績
ぎょうせき

評価
ひ ょ う か

の指標
し ひ ょ う

）の３つで構成
こ うせ い

しており、ここでは、各論
か く ろ ん

の読
よ

み方
かた

について、ご

説明
せつめい

をします。 

 

 

 

大・中・小柱を記載し、 

現在のページがどこなの

かを示しています 

条文に該当する箇所を黒

塗りで示しています 

この項目のタイトルです 

前半では、県の取組みの

「現状」を、後半では「課

題」を記載しています。 

下線部＋番号は、該当す

る「取組みの方向性」を

示しています。 

なお、番号の読み方は、 

次のページで説明してい

ます。 
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＜取組みの方向性＞は項目ご

とに、番号＋小見出し＋取組内

容で構成されています。 

番号は、すべて４桁であり、 

例えば「１１０１」であれば、 

中柱番号：１＋小柱番号：１＋ 

小柱毎の連番：０１＝１１０１ 

としています。 

所属名を入れていることを  

説明 
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２ 計画
けいかく

の構成
こうせい

 
障害者
しょうがいしゃ

が自分
じ ぶ ん

の生活
せいかつ

や生
い

き方
かた

を自己
じ こ

選択
せ ん た く

・自己
じ こ

決定
け っ て い

し、自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らすためには、 

乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

から成人
せいじん

・高齢期
こ う れ い き

に至
いた

るまで、障害者
しょうがいしゃ

のライフステージに応
お う

じた切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

を実現
じつげん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

の活動
かつどう

を制限
せいげん

し、社会
し ゃ かい

への参加
さ ん か

を妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

を排除
は い じ ょ

し、 障害
しょうがい

への理解
り か い

が県民
けんみん

に浸透
し ん と う

していくことが重要
じゅうよう

です。 

一生涯
いっしょうがい

を通
つ う

じて、誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して安全
あんぜん

に暮
く

らすことができるように、

「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ」の実現
じつげん

を目指
め ざ

すことを基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

とし、「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

か

ながわ憲章
けんしょう

」の４つの柱
はしら

に沿
そ

って、以下
い か

のとおり９つの施策
せ さ く

を位置
い ち

づけて計画
け い か く

を推進
すいしん

しま

す。 

 
Ⅰ 私

わたし

たちは、あたたかい心
こころ

をもって、すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にします 

１ すべての人
ひ と

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

（１）すべての人
ひ と

の権利
け ん り

を守
ま も

るしくみづくり・・・① 

（２）ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

を支
さ さ

える人
ひ と

づくり・・・② 
 

Ⅱ 私
わたし

たちは、誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

します 

２ 誰
だれ

もがその人
ひ と

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
し ゃ かい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

（１）安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり・・・③ 

（２）地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり・・・④ 
 

Ⅲ 私
わたし

たちは、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、いかなる偏見
へんけん

や 

差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

します 

３ 障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ かい

への参加
さ ん か

を妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、いかなる偏見
へんけん

や 

差別
さ べ つ

も排除
は い じ ょ

する取組
と り く

み 

（１）社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり・・・⑤ 

（２）雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

する仕組
し く

みづくり・・・⑥ 
 

Ⅳ 私
わたし

たちは、この憲章
けんしょう

（地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ か い

）の実現
じつげん

に向
む

けて、県民
けんみん

総
そ う

ぐるみで取
と

り組
く

みます 

４ 地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

（１）ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり・・・⑦ 

（２）ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

・・・⑧ 

（３）ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
か つ ど う と う

の振興
し ん こ う

・・・⑨ 
 

※ なお、当計画
と う け い か く

では「憲章
けんしょう

の実現
じつげん

」を「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

」に読
よ

み替
か

えています。 

※ ９つの分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の内容
な い よ う

については、それぞれ次
つぎ

のとおりです。 
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１ すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
まも

るしくみづくり 
国連
こ く れ ん

の「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

」に掲
かか

げられているとおり、障害者
しょうがいしゃ

の自己
じ こ

決定
け っ て い

が 

尊重
そんちょう

され、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの 考
かんが

えと判断
はんだん

により、地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の中
ちゅう

で主体的
し ゅ た い て き

に生
い

き、自己
じ こ

実現
じつげん

を図
はか

ることができるよう、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、

成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進等
そ く し ん と う

により、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を進
すす

めます。 

 

２ ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
ささ

える人
ひと

づくり 
「ひとりひとりを大切

たいせつ

にする」という基本
き ほ ん

理念
り ね ん

のもと、ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

け、個々
こ こ

の障害
しょうがい

特性等
と く せ い と う

に配慮
は い り ょ

し、障
しょう

がい者
し ゃ

に寄
よ

り添
そ

った支援
し え ん

を提供
ていきょう

できる福祉
ふ く し

、

保健
ほ け ん

、医療
い り ょ う

分野
ぶ ん や

の人材
じんざい

の確保
か く ほ

と育成
いくせい

などに取
と

り組
く

みます。 

 

 

 

 

 

３ 安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり 
誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすことができるよう、たとえ重度
じ ゅ う ど

の障害
しょうがい

があって

施設
し せ つ

で生活
せいかつ

を送
お く

る方
ほ う

であっても、本人
ほんにん

の意思
い し

決定
け っ て い

を基本
き ほ ん

とするため、意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

の

取組
と り く

みを進
すす

めるとともに、多様
た よ う

な地域
ち い き

生活
せいかつ

の場
ば

を選択
せ ん た く

できる社会
し ゃ かい

資源
し げ ん

を整備
せ い び

するなど、

地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に向
む

けた支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

あわせて、この意思
い し

決定
け っ て い

支援等
し え ん と う

の取組
と り く

みを県全体
けんぜんたい

に広
ひろ

げるとともに、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

や意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

ガイドラインの普及
ふ き ゅ う

を図
はか

ります。 

 

４ 地域
ち い き

を支
ささ

える福祉
ふ く し

・医療
いりょう

体制
たいせい

づくり 
誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすことができるよう、在宅
ざ い た く

サービスの充実
じゅうじつ

や、

重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

を受入
う け い

れが可能
か の う

なグループホーム等
など

の整備
せ い び

を図
はか

ります。 

また、医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

等
など

に対
たい

する支援
し え ん

体制
たいせい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシス

テムの構築
こ う ち く

に向
む

けた、福祉
ふ く し

、医療
い り ょ う

、教育等
きょういくとう

の各分野
か く ぶ ん や

の連携
れんけい

促進
そ く し ん

に努
つ と

めます。 

 

 

 

Ⅰ．すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を 

実現
じつげん

する取組
と り く

み 
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５ 社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するための環 境
かんきょう

づくり 
障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

によると、「障害
しょうがい

」は、主
し ゅ

に障害者
しょうがいしゃ

の活動
かつどう

を制限
せいげん

し、社会
し ゃ かい

への参加
さ ん か

を

制約
せいやく

している社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

によって作
つ く

られているという捉
と ら

え方
かた

をしています。 

そこで、社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の排除
は い じ ょ

を進
すす

めるため、障害者
しょうがいしゃ

に配慮
は い り ょ

したまちづくり、障害
しょうがい

特性
と く せ い

に

応
お う

じた意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

、防災
ぼ うさい

・防犯
ぼうはん

対策等
た い さ く と う

の推進
すいしん

、行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

における配慮
は い り ょ

の充実等
じゅうじつとう

に

より、ハード、ソフト両面
りょうめん

にわたるバリアフリー化
か

に取
と

り組
く

みます。 

 

６ 雇用
こ よ う

・ 就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

する仕組
し く

みづくり 
働

はたら

くことは自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を支
さ さ

える基本
き ほ ん

のひとつであり、一人
ひ と り

ひとりの可能性
か の う せ い

を伸
の

ばす

ことや生
い

きがいにつながる活動
かつどう

であることから、障害者
しょうがいしゃ

がライフステージに応
お う

じて、 その

人
ひ と

らしい 働
はたら

き方
かた

を選択
せ ん た く

できるよう、福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

とともに、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みます。 

 

 

 

 

 

７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 
障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する県民
けんみん

の理解
り か い

を促進
そ く し ん

し、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

が解消
かいしょう

され、

障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、誰
だれ

もがともに暮
く

らす「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

」という憲章
けんしょう

の理念
り ね ん

が当
あ

たり前
ま え

に普及
ふ き ゅ う

するよう、県民
けんみん

総
そ う

ぐるみで意識
い し き

づくりに向
む

けた取組
と り く

みを推進
すいしん

します。  

 

８ ともに育
そだ

つための教 育
きょういく

の振興
しんこう

 
ともに生

い

きる社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

け、すべての子
こ

どもができるだけ同
おな

じ場
ば

でともに学
ま な

び、  

ともに育
そだ

つことで相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

め、個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し支
さ さ

え合
あ

う 力
ちから

や協働
きょうどう

する 力
ちから

を育
はぐく

む、イン

クルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

 

９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸 術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつどうとう

の振興
しんこう

 

ともに生
い

きる社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

の一員
いちいん

として、生活
せいかつ

を楽
たの

しめる

よう、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

やスポーツ等
など

に触
ふ

れる機会
き か い

の提供
ていきょう

、充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

Ⅲ．障 害 者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、いかなる 

偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はいじょ

する取組
と り く

み 

Ⅳ．憲 章
けんしょう

（地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

）の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そう

ぐるみの 

取組
と り く

み 
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１．すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
まも

るしくみづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

すためには、障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、すべての人
ひと

の権利
け ん り

や尊厳
そんげん

が守
まも

られる必要
ひつよう

があります。 障害
しょうがい

のある方
かた

の自己
じ こ

決定
けってい

が尊重
そんちょう

されること

は勿論
もちろん

のこと、 自
みずか

らの 考
かんが

えと判断
はんだん

により、地域
ち い き

社会
しゃかい

の中
なか

で主体的
しゅたいてき

に生
い

き、自己
じ こ

実現
じつげん

を図
はか

ることができる社会
しゃかい

のしくみを作
つく

ることが重要
じゅうよう

です。 

県
けん

では当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の 考
かんが

えを大切
たいせつ

にし、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

など、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に向
む

けた取組
と り く

みのほか、 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

することに困難
こんなん

を抱
かか

える障害者
しょうがいしゃ

全員
ぜんいん

が、可能
か の う

な限
かぎ

り本人
ほんにん

自
みずか

ら意思
い し

決定
けってい

できるよう支援
し え ん

する「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」を

適切
てきせつ

に受
う

けることができる取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

Ⅰ すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 
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大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 １．すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
ま も

るしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （1）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

 

 

 

 

（１）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

、虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 

県
けん

では障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
よ う ご し ゃ

に対
たい

する支援等
し え ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

を踏
ふ

まえて、

重大
じゅうだい

な人権
じ んけ ん

侵害
しんがい

である障害者
しょうがいしゃ

への虐待
ぎゃくたい

が起
お

きた際
さい

、その改善
かいぜん

に向
む

けた調査等
ち ょ う さ と う

の権限
けんげん

を

有
ゆ う

する市町村
し ち ょ う そ ん

や神奈川
か な が わ

労働局
ろうどうきょく

などの関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や早期
そ う き

発見
は っ けん

、虐待
ぎゃくたい

が発生
はっせい

した際
さい

の迅速
じ ん そ く

かつ適切
てきせつ

な対応
たいおう

を図
はか

るとともに、市町村
し ち ょ う そ ん

職員
しょくいん

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の従事者
じ ゅ う じ し ゃ

への研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

して、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

の取組
と り く

み、通報
つ う ほ う

義務
ぎ む

や

通報者
つ う ほ う し ゃ

の保護
ほ ご

に関
かん

する法
ほ う

の趣旨
し ゅ し

についての周知
し ゅ う ち

徹底
て っ て い

、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼ う し ほ う

の適切
てきせつ

な運用
う ん よ う

を図
はか

っています。 

こうした一方
い っ ぽ う

で、虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する通報
つ う ほ う

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

の傾向
け い こ う

にあります。この虐待
ぎゃくたい

通報
つ う ほ う

件数
け ん す う

は、地域
ち い き

で障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する理解
り か い

が進
すす

むことにより増加
ぞ う か

する側面
そ く め ん

もあります

が、障害者
しょうがいしゃ

へのいかなる権利
け ん り

侵害
しんがい

や虐待
ぎゃくたい

をも無
な

くすことが重要
じゅうよう

であり、社会
し ゃ かい

全体
ぜんたい

で取組
と り く

む必要
ひ つ よ う

があります。1101 

また、施設等
し せ つ と う

における障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の例
れい

では、“利用者
り よ う し ゃ

のために”という、支援者
し え ん し ゃ

の目線
め せ ん

で利用者
り よ う し ゃ

の安全
あんぜん

が優先
ゆうせん

されることで、長時間
ち ょ う じ か ん

の居室
き ょ し つ

施錠等
せ じ ょ う と う

の身体
しんたい

拘束
こ う そ く

が 行
おこな

われ、結果
け っ か

として身体
しんたい

拘束
こ う そ く

が日常化
に ち じ ょ う か

し、このことが契機
け い き

となって、利用者
り よ う し ゃ

に対
たい

する身体的
し んたい てき

虐待
ぎゃくたい

や

心理的
し ん り て き

虐待等
ぎゃくたいとう

に至
いた

ってしまう危険性
き け ん せ い

があります。身体
しんたい

拘束
こ う そ く

ゼロの実現
じつげん

に向
む

けては、職員
しょくいん

一人
ひ と り

ひとりが身体
しんたい

拘束
こ う そ く

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めることが必要
ひ つ よ う

不可欠
ふ か け つ

であるとともに、当事者
と う じ し ゃ

の

目線
め せ ん

を大切
たいせつ

にした支援
し え ん

の徹底
て っ て い

が大変
たいへん

重要
じゅうよう

です。1104 

県立
けんりつ

施設
し せ つ

では、よりよい支援
し え ん

を進
すす

めるため、専門家
せ ん も ん か

や障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

、市町村等
し ち ょ う そ ん と う

の様々
さまざま

な

視点
し て ん

を入
い

れながら支援
し え ん

内容
な い よ う

の検証
けんしょう

を 行
おこな

っており、このような権利
け ん り

擁護
よ う ご

の取組
と り く

みに障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

が参画
さ ん か く

し、ともに 考
かんが

える体制
たいせい

を整
ととの

えることが重要
じゅうよう

です。1103 

このほか、県
けん

では権利
け ん り

擁護
よ う ご

の取組
と り く

みのひとつとして、障害等
しょうがいとう

を理由
り ゆ う

に一人
ひ と り

で決
き

めること

に不安
ふ あ ん

や心配
しんぱい

のある人
ひ と

が、様々
さまざま

な契約
け い や く

や手続
てつづき

をする際
さい

に支援
し え ん

が受
う

けられる「成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

」の利用
り よ う

促進
そ く し ん

を 行
おこな

っており、制度
せ い ど

を必要
ひ つ よ う

とする人
ひ と

が相談
そ う だ ん

しやすい体制
たいせい

を整
ととの

えるととも

に、市民
し み ん

後見人
こ うけ ん に ん

の養成
よ うせ い

事業
じ ぎ ょ う

を実施
じ っ し

する市町村
し ち ょ う そ ん

の数
かず

を増
ふ

やすことが重要
じゅうよう

であるとされてい

ます。1102 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ●11 ●12 ●13 ○14 ●15 ●16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 １．すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
ま も

るしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （1）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

 

障がい者虐待件数の推移 

注１ 県福祉子どもみらい局調べ。 
２ 市町村や県への通報等のうち虐待の事実が認められた件数を計上 

 
 

障がい者虐待の内容（2021（R３）年度：重複計上） 
 

区   分 

養護者による虐待 障害者福祉施設従

事者等による虐待 

使用者による虐待 

  割合（注）   割合（注）   割合（注） 

身体的虐待 91 件 46.9% 24 件 47.1% 1 件 25.0% 

性的虐待 7 件 3.6% 6 件 11.8% 0 件 0.0% 

心理的虐待 55 件 28.4% 17 件 33.3% 0 件 0.0% 

放棄・放置(ﾈｸﾞﾚｸﾄ) 25 件 12.9% 1 件 2.0% 0 件 0.0% 

経済的虐待 16 件 8.2% 3 件 5.9% 3 件 75.0% 

注 県福祉子どもみらい局調べ。（割合：件数／虐待件数） 
 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
1101 障 害 者

しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

への取組
と り く

み                             （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
よ う ご し ゃ

に対
たい

する支援等
し え ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

について、積極的
せっきょくてき

な

広報
こ う ほ う

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を 行
おこな

うとともに、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の一義的
い ち ぎ て き

な通報先
つ う ほ う さ き

である市町村
し ち ょ う そ ん

や、障害者
しょうがいしゃ

の雇用主
こ よ う ぬ し

となる使用者
し よ う し ゃ

による虐待
ぎゃくたい

に対
たい

しての指導
し ど う

権限
けんげん

を持
も

つ神奈川
か な が わ

労働局等
ろうど うきょくと う

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や早期
そ う き

発見
は っ けん

、虐待
ぎゃくたい

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

の迅速
じ ん そ く

かつ

適切
てきせつ

な対応
たいおう

を図
はか

ります。 

あわせて、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の従事者
じ ゅ う じ し ゃ

への研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

の取組
と り く

み、通報
つ う ほ う

義務
ぎ む

や通報者
つ う ほ う し ゃ

の保護
ほ ご

に関
かん

する法律
ほ う り つ

の趣旨
し ゅ し

について、周知
し ゅ う ち

徹底
て っ て い

を図
はか

ることで、

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼ う し ほ う

の適切
てきせつ

な運用
う ん よ う

を図
はか

ります。 

 

区   分 
2017(H29) 

年度 

2018(H30) 

年度 

2019(R 元) 

年度 

2020(R２) 

年度 

2021(R３) 

年度 

養護者による虐待 93 件 100 件 97 件 80 件 124 件 

障害者福祉施設従

事者等による虐待 
32 件 25 件 32 件 44 件 40 件 

使用者による虐待 16 件 21 件 16 件 20 件 3 件 
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大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 １．すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
ま も

るしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （1）権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

 

 

1102 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

  【再掲：1302】            （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

を促進
そ く し ん

するため、必要
ひ つ よ う

な経費
け い ひ

について助成
じ ょ せ い

を 行
おこな

うととも

に、かながわ成年
せいねん

後見
こ う け ん

推進
すいしん

センターを設置
せ っ ち

し、市町村
し ち ょ う そ ん

社会
し ゃ かい

福祉協
ふ く し き ょ う

議会
ぎ か い

の法人
ほ う じ ん

後見
こ う け ん

受任等
じ ゅ に ん と う

の促進
そ く し ん

や市町村
し ち ょ う そ ん

職員等研修
しょくいんとうけんしゅう

、法人
ほ う じ ん

後見
こ う け ん

担当者
た ん と う し ゃ

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

など、利用
り よ う

しやすい成年
せいねん

後見
こ う け ん

のしくみづくりに取
と

り組
く

みます。 

また、どの地域
ち い き

においても必要
ひ つ よ う

な人
ひ と

が成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

できるよう、市町村
し ち ょ う そ ん

における

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

の地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワーク及
およ

び中核
ちゅうかく

機関
き か ん

の整備等
せ い び と う

に対
たい

し、必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて支援
し え ん

します。 

さらに、成年
せいねん

後見人等
こ う け ん に ん と う

を対象
たいしょう

に意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、条例
じょうれい

の理念
り ね ん

及
およ

び意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

を踏
ふ

まえた後見
こ う け ん

事務
じ む

の理解
り か い

促進
そ く し ん

を図
はか

ります。 

 

1103 障 害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

の参画
さんかく

による権利
け ん り

擁護
よ う ご

の取組
と り く

み                （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係
かか

る地域
ち い き

ごとの課題
か だ い

を共有
きょうゆう

し、当事者
と う じ し ゃ

の目線
め せ ん

で地域
ち い き

のサービス基盤
き ば ん

の

整備
せ い び

を推進
すいしん

するため、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

や差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ち い き き ょ う

議会
ぎ か い

への当事者
と う じ し ゃ

委員
い い ん

の参画
さ ん か く

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

当事者等
と う じ し ゃ と う

により実施
じ っ し

される障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための取組
と り く

みを支援
し え ん

します。 

 

1104 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                    （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

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

における利用者
り よ う し ゃ

支援
し え ん

の「見
み

える化
か

」を図
はか

るため、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

を県
けん

のホームページに公表
こうひょう

しています。 

また、県
けん

のホームページに県立
けんりつ

施設
し せ つ

における身体
しんたい

拘束
こ う そ く

廃止
は い し

に向
む

けた取組
と り く み

を掲載
けいさい

するこ

とにより、民間
みんかん

施設
し せ つ

を含
ふ く

めた県全体
けんぜんたい

の身体
しんたい

拘束
こ う そ く

ゼロを目指
め ざ

します。 
 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する弁護士
べ ん ご し

による法的
ほ う て き

な助言
じ ょ げ ん

回数
かいすう

 
○回

かい

 

（2022年
ねん

） 

〇回
まるかい

 

（2029年
ねん

） 
 

【県
けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 
権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター実施
じ っ し

の障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

・

権利
け ん り

擁護
よ う ご

研修
けんしゅう

の累計
るいけい

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 

1130人
にん

 

（2022年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

（2029年
ねん

） 
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大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 １．すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
ま も

るしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

 

 
 
 
 

 

（２）障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
県
けん

では、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

（平成
へいせい

25年
ねん

法律
ほ う り つ

第
だい

65号
ご う

。

以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」という。）及
およ

び同法
ど う ほ う

に基
も と

づく基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

、対応
たいおう

要領
ようりょう

及
およ

び対応
たいおう

指針
し し ん

に基
も と

づき、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する必要
ひ つ よ う

かつ

合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

を徹底
て っ て い

するなど、民間事
み ん か ん じ

業者等
ぎょうしゃとう

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

できるよう取
と

り組
く

んで

います。 

具体的
ぐ た い て き

な取組
と り く

みとしては、同法
ど う ほ う

施行
し こ う

の翌年度
よ く ね ん ど

には、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する

相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

し、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

からの相談
そ う だ ん

に対応
たいおう

し、受
う

け付
つ

け

た相談
そ う だ ん

は、その内容
な い よ う

に応
お う

じて、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別的
さ べ つ て き

な取扱
とりあつか

いを 行
おこな

ったとされる事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

等
と う

への指導
し ど う

権限
けんげん

を有
ゆ う

する機関
き か ん

に引
ひ

き継
つ

ぐほか、必要
ひ つ よ う

に応
お う

じ、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

けて、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

等
と う

への 働
はたら

きかけを 行
おこな

う等
と う

により、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の適切
てきせつ

な運用
う ん よ う

を図
はか

ってきました。 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
し こ う

から８年
ねん

以上
い じ ょ う

が経過
け い か

したところですが、未
いま

だ合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の

不提供等
ふ て い き ょ う と う

、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そ う だ ん

が数多
かずおお

く寄
よ

せられています。 

障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

の 間
あいだ

では、この障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

は認知
に ん ち

され、差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いや合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の不提供
ふ て い き ょ う

について、 自
みずか

ら相談
そ う だ ん

される機会
き か い

も増
ふ

えましたが、一方
い っ ぽ う

で社会
し ゃ かい

全体
ぜんたい

の認識
に ん し き

や

理解
り か い

が進
すす

んでおらず、それにより生
しょう

じている社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

が必要
ひ つ よ う

です。1202 

こうした中
なか

、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

附則
ふ そ く

第
だい

７条
じょう

に基
も と

づき、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

による合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

のあり方
かた

、

その他
た

の施行
し こ う

状況
じょうきょう

について、所要
し ょ よ う

の見直
み な お

しが検討
け ん と う

され、令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

に改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

が公布
こ う ふ

されました。これにより、民間事
み ん か ん じ

業者
ぎょうしゃ

による合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

の義務化
ぎ む か

が

規定
き て い

され、令和
れ い わ

６年
ねん

４月
がつ

から施行
し こ う

されることになりました。 

また、県
けん

では、令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

に「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～」が施行
し こ う

されたところであり、差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そ う だ ん

、解決
かいけつ

に向
む

けた助言
じ ょ げ ん

及
およ

び情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

の相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

の体制
たいせい

強化
き ょ う か

のほか、関係者間
かんけいしゃかん

の調整等
ちょうせいとう

を 行
おこな

うなど体制
たいせい

の強化
き ょ う か

を図
はか

る必要
ひ つ よ う

があります。1201、1203 

 

 

 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん
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大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 １．すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
ま も

るしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
1201 障 害

しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

              （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

及
およ

び同法
ど う ほ う

に基
も と

づく基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

、対応
たいおう

要領
ようりょう

及
およ

び対応
たいおう

指針
し し ん

に基
も と

づき、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

や、障害者
しょうがいしゃ

に

対
たい

する必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

を徹底
て っ て い

するなど、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

できるよう取
と

り組
く

みます。 

あわせて、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の相談
そ う だ ん

を受
う

け付
つ

ける相談員
そうだんいん

を配置
は い ち

して、解決
かいけつ

に向
む

けた

助言
じ ょ げ ん

及
およ

び情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するほか、関係者間
かんけいしゃかん

の調整等
ちょうせいとう

を 行
おこな

う体制
たいせい

の整備
せ い び

など、相談
そ う だ ん

体制
たいせい

の 

強化
き ょ う か

を図
はか

ります。 

 

1202 障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消 法
かいしょうほう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 【再掲
さいけい

：7210】      （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の意義
い ぎ

や趣旨
し ゅ し

、求
も と

められている取組
と り く

み等
と う

について県民
けんみん

の理解
り か い

を深
ふか

めるため、合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の事例集
じ れ い し ゅ う

の活用
かつよう

促進
そ く し ん

や、研修等
けんしゅうとう

により普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 

 

1203 相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

（民間事
み ん か ん じ

業 者
ぎょうしゃ

による差別等
さ べ つ と う

）【再掲
さいけい

：7212】（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

し、民間事
み ん か ん じ

業者
ぎょうしゃ

から受
う

けた不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

い

や合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の不提供
ふ て い き ょ う

に関
かん

する相談
そ う だ ん

を受
う

け付
つ

け、業務
ぎ ょ う む

所管課等
し ょ か ん か と う

に引
ひ

き継
つ

ぐなど連携
れんけい

して

取
と

り組
く

みます。また、相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

の周知
し ゅ う ち

に努
つ と

めます。 

また、民間事
み ん か ん じ

業者
ぎょうしゃ

からの合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

に関
かん

する相談
そ う だ ん

も受
う

け付
つ

けるなど、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

と事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

双方
そ う ほ う

の理解
り か い

が促進
そ く し ん

されるよう相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

の周知
し ゅ う ち

に努
つ と

めます。 

 

1204 相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

（ 教 職 員
きょうしょくいん

による差別等
さ べ つ と う

）【再掲
さいけい

：7213】      （行政課
ぎ ょうせ い か

） 

県教育
けんきょういく

委員会
い い ん か い

では、教育
きょういく

委員会
い い ん か い

に属
ぞ く

する職員
しょくいん

による障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

、その他
た

の関係者
かんけいしゃ

からの相談
そ う だ ん

を受
う

ける相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

し、受
う

け付
つ

け

た相談
そ う だ ん

については、業務
ぎ ょ う む

所管課等
し ょ か ん か と う

へ速
すみ

やかに内容
な い よ う

を伝達
でんたつ

することで、的確
て き か く

に対応
たいおう

がされる

よう連携
れんけい

を図
はか

ります。 

 

1205 矯正施設退所
きょうせいしせつたいしょ

予定者等
よていしゃとう

への支援
し え ん

                            （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

罪
つみ

を犯
おか

した者
もの

のうち、高齢又
こ うれ い ま た

は障害
しょうがい

を有
ゆ う

することにより福祉的
ふ く し て き

な支援
し え ん

を必要
ひ つ よ う

とする者
もの

が、

釈放後
し ゃ く ほ う ご

、円滑
えんかつ

に福祉
ふ く し

サービスを受
う

けられるよう、「地域
ち い き

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

支援
し え ん

センター」において、

地域
ち い き

における社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

への移行
い こ う

、自立
じ り つ

促進
そ く し ん

を図
はか

るための支援
し え ん

を保護
ほ ご

観察所
か ん さ つ じ ょ

と協働
きょうどう

で進
すす

めるなど、矯正施設退所
き ょ う せ い し せ つ た い し ょ

予定者等
よ て い し ゃ と う

への支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 
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大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 １．すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
ま も

るしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

 

 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 
県民
けんみん

ニーズ調査
ち ょ う さ

における障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする

差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

があると思
お も

うと回答
か い と う

する方
かた

の割合
わりあい

 

〇〇〇
０ ０ ０

 ％ 

（2022年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 ％ 

（2029年
ねん

） 

 
障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ち い き き ょ う

議会
ぎ か い

を設置
せ っ ち

した

市町村数
し ち ょ う そ ん す う

 

〇〇〇
０ ０ ０

 市町村
し ち ょ う そ ん

 

（2022年
ねん

）  

〇〇〇
０ ０ ０

 市町村
し ち ょ う そ ん

  

（2029年
ねん

） 
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大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 １．すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
ま も

るしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 
 
 
 

 

（３）意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
【共生

きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

（作成中
さくせいちゅう

）】 

県
けん

は、津久井
つ く い

やまゆり園事件
え ん じ け ん

の後
あ と

、同園
ど う え ん

を中心
ちゅうしん

に、利用者
り よ う し ゃ

一人
ひ と り

ひとりにはそれぞれに

尊重
そんちょう

されるべき意思
い し

があるという前提
ぜんてい

に立
た

ち、本人
ほんにん

の意思
い し

が反映
はんえい

された生活
せいかつ

を送
お く

ることが

できるよう、利用者
り よ う し ゃ

全員
ぜんいん

の意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

に取
と

り組
く

んできました。 

もとより、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供事
て い き ょ う じ

業者
ぎょうしゃ

の中心
ちゅうしん

を占
し

める指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設等
し せ つ と う

の設置者
せ っ ち し ゃ

に対
たい

しては、平成
へいせい

23年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の改正
かいせい

によ

り、支援
し え ん

する側
がわ

の判断
はんだん

のみで相談等
そ う だ ん と う

の支援
し え ん

を進
すす

めるのではなく、障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

決定
け っ て い

を

支援
し え ん

することにも配慮
は い り ょ

しながら支援
し え ん

を進
すす

めていく必要
ひ つ よ う

があるとの観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びそ

の家族等
か ぞ く な ど

に対
たい

する相談
そ う だ ん

支援
し え ん

、成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度等
せ い ど と う

のための施策
し さ く

の実施又
じ っ し ま た

は制度
せ い ど

の利用
り よ う

の際
さい

には、障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

決定
け っ て い

に配慮
は い り ょ

することが明記
め い き

されており、平成
へいせい

24年
ねん

に成立
せいりつ

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

においては、指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
じ

業者等
ぎょうしゃとう

に対
たい

し、障害者等
しょうがいしゃとう

の意思
い し

決定
け っ て い

の

支援
し え ん

に配慮
は い り ょ

することが努力
ど り ょ く

義務
ぎ む

として盛
も

り込
こ

まれています。 

これらの国
く に

の動向
ど う こ う

も踏
ふ

まえ、本条例
ほんじょうれい

で、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供事
て い き ょ う じ

業者
ぎょうしゃ

は、利用者
り よ う し ゃ

の

自己
じ こ

決定
け っ て い

を尊重
そんちょう

し、本人
ほんにん

の願
ねが

いや望
のぞ

みを尊重
そんちょう

する支援
し え ん

の基礎
き そ

となる意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

に努
つ と

め

なければならないことを定
さ だ

めたところであり、県
けん

は、意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

の取組
と り く

みが広
ひろ

がっていく

よう、意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

の推進
すいしん

に関
かん

する必要
ひ つ よ う

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、相談
そ う だ ん

及
およ

び助言等
じ ょ げ ん と う

を 行
おこな

うための

体制
たいせい

の整備
せ い び

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供事
て い き ょ う じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、研修
けんしゅう

を 行
おこな

っていくことが必要
ひ つ よ う

です。

（1301） 

 

 

 

 

 

 

  

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん
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大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 １．すべての人
ひと

の権利
け ん り

を守
ま も

るしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
1301 意思

い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

と啓発
けいはつ

 【再掲
さいけい

：4207】    （共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりの選択
せ ん た く

に基
も と

づく生活
せいかつ

を実現
じつげん

していくため、厚生
こ うせ い

労働省
ろうどうしょう

から示
し め

された

「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の提供
ていきょう

に係
かか

る意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

ガイドライン」や県
けん

が作成
さ く せ い

した

「神奈川県版
か な が わ け ん ば ん

意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

ガイドライン」の普及
ふ き ゅ う

を図
はか

るとともに、これらを活用
かつよう

した研修
けんしゅう

プ

ログラム、事例
じ れ い

共有等
きょうゆうとう

を通
と お

して、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス従事者等
じ ゅ う じ し ゃ と う

の意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

を実践
じ っ せ ん

する

ために必要
ひ つ よ う

な基礎的
き そ て き

な知識
ち し き

や技術
ぎ じ ゅ つ

の向上
こうじょう

のための取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

 あわせて、ご家族
か ぞ く

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

など障害者
しょうがいしゃ

を支
さ さ

える方々
かたがた

のさらなる理解
り か い

を深
ふか

めるため、

意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

の意義
い ぎ

や内容
な い よ う

について説明
せつめい

する機会
き か い

を設
も う

けるなど、積極的
せっきょくてき

な啓発
けいはつ

活動
かつどう

を

行
おこな

います。 

 

1302 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

 【再掲
さいけい

：1102】       （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

の適切
てきせつ

な利用
り よ う

を促進
そ く し ん

するため、必要
ひ つ よ う

な経費
け い ひ

について助成
じ ょ せ い

を 行
おこな

うととも

に、かながわ成年
せいねん

後見
こ う け ん

推進
すいしん

センターを設置
せ っ ち

し、市町村
し ち ょ う そ ん

社会
し ゃ かい

福祉協
ふ く し き ょ う

議会
ぎ か い

の法人
ほ う じ ん

後見
こ う け ん

受任等
じ ゅ に ん と う

の促進
そ く し ん

や市町村
し ち ょ う そ ん

職員等研修
しょくいんとうけんしゅう

、法人
ほ う じ ん

後見
こ う け ん

担当者
た ん と う し ゃ

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

など、利用
り よ う

しやすい成年
せいねん

後見
こ う け ん

のしくみづくりに取
と

り組
く

みます。 

また、どの地域
ち い き

においても必要
ひ つ よ う

な人
ひ と

が成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

できるよう、市町村
し ち ょ う そ ん

における

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

の地域
ち い き

連携
れんけい

ネットワーク及
およ

び中核
ちゅうかく

機関
き か ん

の整備等
せ い び と う

に対
たい

し、必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて支援
し え ん

します。 

さらに、成年
せいねん

後見人等
こ う け ん に ん と う

を対象
たいしょう

に意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、条例
じょうれい

の理念
り ね ん

及
およ

び意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

を踏
ふ

まえた後見
こ う け ん

事務
じ む

の理解
り か い

促進
そ く し ん

を図
はか

ります。 

 

 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

 
意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

の研修
けんしゅう

受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

事
ご と

業者
ぎょうしゃ

の従業者
じゅうぎょうしゃ

等
と う

） 

650 人
ひ と

 

（年度毎
ね ん ど ご と

の目標値
も く ひ ょ う ち

） 
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２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
ささ

える人
ひと

づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

質
しつ

の高
たか

い福祉
ふ く し

サービスが、十分
じゅうぶん

に提 供
ていきょう

されるためには、継続的
けいぞくてき

に必要
ひつよう

な人材
じんざい

を確保
か く ほ

・育成
いくせい

する必要
ひつよう

があります。 

県
けん

では「一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

を大切
たいせつ

にする」という基本
き ほ ん

理念
り ね ん

のもと、地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりの特性等
とくせいとう

に配慮
はいりょ

し、寄
よ

り添
そ

いながら支援
し え ん

を提 供
ていきょう

できる福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

分野
ぶ ん や

の人材
じんざい

の確保
か く ほ

と育成
いくせい

を進
すす

めるとともに、当事者
と う じ し ゃ

（ピア）

による相談
そうだん

活動等
かつどうとう

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

みます。 

さらに、支援者側
し え ん し ゃ が わ

にも注目
ちゅうもく

し、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

・医療
いりょう

分野
ぶ ん や

に従事
じゅうじ

することについて、 

一人
ひ と り

ひとりが魅力
みりょく

とやりがいを感
かん

じてもらうことができるよう、支援者
し え ん し ゃ

へのサポー

ト体制
たいせい

の整備
せ い び

に取
とり

みます。 
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 大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
さ さ

える人
ひと

づくり 

 ▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

 

 

 

 

 

（１）障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を支
ささ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
【障害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：医療的
い り ょ う て き

ケア児者
じ し ゃ

に係
かか

る人材
じんざい

（作成中
さくせいちゅう

）】 

喀痰
か く たん

吸引
きゅういん

や経管
けいかん

栄養等
え い よ う と う

の医療的
い り ょ う て き

ケアを日常的
にちじょうてき

に必要
ひ つ よ う

とする医療的
い り ょ う て き

ケア児者
じ し ゃ

は、医療
い り ょ う

技術
ぎ じ ゅ つ

の進歩
し ん ぽ

を背景
はいけい

に増加
ぞ う か

するとともに、その実態
じ っ た い

が多様化
た よ う か

しています。 

医師
い し

や看護師等
か ん ご し と う

の医療
い り ょ う

従事者
じ ゅ う じ し ゃ

が不足
ふ そ く

する中
なか

で、一定
いっ てい

の研修
けんしゅう

を修了
しゅうりょう

した介護
か い ご

職員等
しょくいんとう

は

こうした医療的
い り ょ う て き

ケアを 行
おこな

うことが可能
か の う

となりましたが、その数
す う

は、増加
ぞ う か

する医療的
い り ょ う て き

ケア児者
じ し ゃ

に対応
たいおう

するには十分
じゅうぶん

ではありません。 

また、特
と く

に医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

にあっては、ライフステージに応
お う

じて、必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

の内容
な い よ う

が変化
へ ん か

する困難性
こんなんせい

もあって、適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

うことができる人材
じんざい

が不足
ふ そ く

しており、その確保
か く ほ

・養成
よ うせ い

が急務
き ゅ う む

となっています。医療的
い り ょ う て き

ケア児者
じ し ゃ

及
およ

びその介護
か い ご

を 行
おこな

う家族
か ぞ く

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

ら

せる社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

のためには、医療的
い り ょ う て き

ケア児者
じ し ゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える人材
じんざい

を確保
か く ほ

するととも

に、医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

の支援
し え ん

の総合
そ う ご う

調整
ちょうせい

を担
にな

う医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

等
と う

コーディネーターなどの専門
せんもん

人材
じんざい

を育成
いくせい

することが必要
ひ つ よ う

です。 

さらに、今後
こ ん ご

、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に 伴
ともな

い、同
おな

じ地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの

経験
けいけん

に基
も と

づいて支援
し え ん

を 行
おこな

うピアサポートの重要性
じゅうようせい

が増
ま

すため、支援
し え ん

に従事
じ ゅ う じ

する当事者
と う じ し ゃ

（ピアサポーター）の養成
よ うせ い

も課題
か だ い

です。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に係
かか

る人材
じんざい

（作成中
さくせいちゅう

）】 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保険
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
て ち ょ う

の所持者数
し ょ じ し ゃ す う

は、平成
へいせい

21年度
ね ん ど

に 43,384人
にん

であったのに対
たい

し、

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

には 100,210人
にん

と、12年
ねん

で２倍
ばい

以上
い じ ょ う

に増加
ぞ う か

しています。また、県内
けんない

の精神科
せ い し ん か

病院
びょういん

における１年
ねん

以上
い じ ょ う

の長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

患者数
か ん じ ゃ す う

は、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

に 6,593人
にん

となっており、依然
い ぜ ん

と

して地域
ち い き

移行
い こ う

への積極的
せっきょくてき

な取組
と り く み

が必要
ひ つ よ う

な状況
じょうきょう

です。精神科
せ い し ん か

病院
びょういん

入院中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

を促進
そ く し ん

していくためには、地域
ち い き

移行
い こ う

に関
かん

する取組
と り く み

だけでなく、在宅
ざ い た く

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を地域
ち い き

で支
さ さ

える取組
と り く み

が重要
じゅうよう

です。 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

への対応
たいおう

においては、個々
こ こ

の障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じた寄
よ

り添
そ

い型
かた

の対応
たいおう

や、多岐
た ぎ

にわたる相談
そ う だ ん

内容
な い よ う

に対応
たいおう

できる支援力
し え ん り ょ く

が必要
ひ つ よ う

であり、それは精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス従事者
じ ゅ う じ し ゃ

にも求
も と

められています。 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ●26 ●27  
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 大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
さ さ

える人
ひと

づくり 

 ▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

 

精神
せいしん

障害
しょうがい

に関
かん

する高
たか

い専門性
せんもんせい

と経験
けいけん

を持
も

った障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス従事者
じ ゅ う じ し ゃ

の確保
か く ほ

や育成
いくせい

は、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

や地域
ち い き

定着
ていちゃく

を進
すす

める上
う え

で必要
ひ つ よ う

不可欠
ふ か け つ

となっています。2104、2114 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

③：障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

に係
かか

る人材
じんざい

（作成中
さくせいちゅう

）】 

研修
けんしゅう

受講後
じ ゅ こ う ご

、研修
けんしゅう

内容
な い よ う

が広
ひろ

く伝達
でんたつ

されず、受講者
じ ゅ こ う し ゃ

個人
こ じ ん

にのみに留
と

まってしまっている

現状
げんじょう

があります。 

受講者
じ ゅ こ う し ゃ

が起点
き て ん

となり、所属
し ょ ぞ く

する障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

や地域
ち い き

において、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

を

推進
すいしん

することが重要
じゅうよう

です。2104、4302  

 

【医療課案
い り ょ う か あ ん

：地域
ち い き

リハビリテーションに係
かか

る人材
じんざい

（作成中
さくせいちゅう

）】 

地域
ち い き

リハビリテーションの推進
すいしん

に向
む

けては、人材
じんざい

の養成
よ うせ い

・確保
か く ほ

を図
はか

る必要
ひ つ よ う

があります。ま

た、リハビリテーション従事者
じ ゅ う じ し ゃ

が地域
ち い き

リハビリテーションを必要
ひ つ よ う

としている方
かた

やそれらの

関係者
かんけいしゃ

に適切
てきせつ

にリハビリテーションを提供
ていきょう

できるようにするには、リハビリテーション技術
ぎ じ ゅ つ

の

向上
こうじょう

が必要
ひ つ よ う

です。（2107） 

将来
しょうらい

、県内
けんない

で理学
り が く

療法士又
り ょ う ほ う し ま た

は作業
さ ぎ ょ う

療法士
り ょ う ほ う し

として業務
ぎ ょ う む

に従事
じ ゅ う じ

する有能
ゆ う の う

な人材
じんざい

を育成
いくせい

す

るため、養成
よ うせ い

施設
し せ つ

の在学生
ざいがくせい

に、修学
しゅうがく

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

を 行
おこな

っています。近年
きんねん

の状況
じょうきょう

として､

貸付者
か し つ け し ゃ

の県内
けんない

就業率
しゅうぎょうりつ

は高水準
こうすいじゅん

を維持
い じ

していますが、貸付者
か し つ け し ゃ

の退学
たいがく

や県外
けんがい

就 業
しゅうぎょう

を防
ふせ

ぐた

め、修学生
しゅうがくせい

及
およ

び養成
よ うせ い

施設
し せ つ

に対
たい

して、引
ひ

き続
つづ

き本貸付
ほんかしつけ

の趣旨
し ゅ し

を周知
し ゅ う ち

する必要
ひ つ よ う

があります。

（2109） 
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 大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
さ さ

える人
ひと

づくり 

 ▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
2101 障 害

しょうがい

福祉
ふ く し

サービス従事者
じゅうじしゃ

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

  （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

が円滑
えんかつ

に実施
じ っ し

されるよう、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

、サービス管理
か ん り

責任者
せ き に ん し ゃ

や児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

管理
か ん り

責任者
せ き に ん し ゃ

などに対
たい

する研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

等
と う

に係
かか

る人材
じんざい

の確保
か く ほ

と資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

また、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

事務
じ む

について客観的
きゃっかんてき

かつ公平
こ うへ い

・公正
こ うせ い

に 行
おこな

われるように障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

調査員
ち ょ う さ い ん

、市町村
し ち ょ う そ ん

審査会
し ん さ か い

委員等
い い ん な ど

に対
たい

し、制度
せ い ど

理解
り か い

の促進
そ く し ん

を図
はか

ります。 

 

2102 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

・充 実
じゅうじつ

               （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の養成
よ うせ い

確保
か く ほ

に向
む

けた相談
そ う だ ん

支援
し え ん

従事者
じ ゅ う じ し ゃ

研修
けんしゅう

に加
く わ

え、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

 従事者
じ ゅ う じ し ゃ

のスキルアップのための研修
けんしゅう

や主任
し ゅ に ん

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の養成
よ うせ い

研修等
けんしゅうとう

を実施
じ っ し

するなど、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

強化
き ょ う か

します。 

 

2103 専門的
せんもんてき

知識
ち し き

と技術
ぎじゅつ

を有
ゆう

する人材
じんざい

の養成
ようせい

と確保
か く ほ

          （医療課
い り ょ う か

） 

県立
けんりつ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

・大学院
だいがくいん

において、社会
し ゃ かい

福祉士
ふ く し し

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士
ふ く し し

、介護
か い ご

福祉士等
ふ く し し と う

の

福祉
ふ く し

専門職
せんもんしょく

や理学
り が く

療法士
り ょ う ほ う し

、作業
さ ぎ ょ う

療法士等
り ょ う ほ う し と う

のリハビリテーション等
と う

に従事
じ ゅ う じ

する人材
じんざい

を養成
よ うせ い

するとともに、実践
じ っ せ ん

教育
きょういく

センターにおける現任者
げんにんしゃ

教育
きょういく

・研修
けんしゅう

を通
つ う

じて、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に 携
たずさ

わる

専門的
せんもんてき

な技術
ぎ じ ゅ つ

及
およ

び知識
ち し き

を有
ゆ う

する人材
じんざい

の確保
か く ほ

と資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

2104 サービス提 供
ていきょう

人材
じんざい

の養成
ようせい

と人材
じんざい

確保
か く ほ

   （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

グループホームの職員
しょくいん

を対象
たいしょう

とした支援
し え ん

技術
ぎ じ ゅ つ

の向上
こうじょう

を図
はか

るための研修
けんしゅう

や、介護
か い ご

職員
しょくいん

に

よる喀痰
か く たん

吸引等
きゅういんとう

の医療的
い り ょ う て き

ケアに関
かん

する研修
けんしゅう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の特性
と く せ い

を理解
り か い

したホームヘルパ

ーを養成
よ うせ い

するための研修等
けんしゅうとう

を実施
じ っ し

し、サービス提供
ていきょう

人材
じんざい

の確保
か く ほ

と資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

2105 発達
はったつ

障害児者
しょうがいじしゃ

への支援者
し え ん し ゃ

育成
いくせい

               （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

発達
はったつ

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

やその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

を強化
き ょ う か

するため、神奈川県
か な が わ け ん

発達
はったつ

障害
しょうがい

支援
し え ん

セン

ターかながわＡ（エース）を中心
ちゅうしん

とした家族
か ぞ く

への支援
し え ん

や関係
かんけい

機関
き か ん

の人材
じんざい

育成等
い く せ い と う

により、

地域
ち い き

の支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

を進
すす

めます。   

 

2106 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

への支援者
し え ん し ゃ

育成
いくせい

      （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

等
と う

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしていけるよう、医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

等
と う

に対
たい

する支援
し え ん

が

適切
てきせつ

に 行
おこな

える人材
じんざい

や、支援
し え ん

を総合的
そ う ご う て き

に調整
ちょうせい

する人材
じんざい

を養成
よ うせ い

します。 
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 大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
さ さ

える人
ひと

づくり 

 ▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

 

2107 地域
ち い き

リハビリテーション支援
し え ん

センターにおける支援
し え ん

       （医療課
い り ょ う か

） 

地域
ち い き

リハビリテーション支援
し え ん

センターにおいて情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

・提供等
ていきょうとう

を 行
おこな

うとともに、

障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

に従事
じ ゅ う じ

する職員
しょくいん

の養成
よ うせ い

・研修
けんしゅう

において、これらの情報
じょうほう

を積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

しま

す。 

 

2108 ピアサポーターの育成
いくせい

 【再掲
さいけい

：3110】  （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

障害者
しょうがいしゃ

・家族
か ぞ く

同士
ど う し

が 行
おこな

う援助
え ん じ ょ

としてのピア（当事者
と う じ し ゃ

）サポーターの育成
いくせい

を 行
おこな

うととも

に、更
さ ら

なる周知
し ゅ う ち

に努
つ と

めます。また、ピアカウンセリング、ピアサポート等
と う

の有効
ゆ う こ う

かつ重要
じゅうよう

な

手段
し ゅ だ ん

である当事者等
と う じ し ゃ と う

による相談
そ う だ ん

活動
かつどう

の周知
し ゅ う ち

及
およ

び拡充
かくじゅう

を図
はか

ります。 

 

2109 国家
こ っ か

資格
し か く

取得
しゅとく

のための修 学
しゅうがく

資金
し き ん

の貸付
か し つ

けと確保
か く ほ

・定 着
ていちゃく

（地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、 医療課
い り ょ う か

） 

県
けん

や関係
かんけい

団体
だんたい

からの修学
しゅうがく

資金
し き ん

の貸付
か し つ

けを通
と お

して、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

、介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

、社会
し ゃ かい

福祉士
ふ く し し

の確保
か く ほ

・定着
ていちゃく

を進
すす

めます。 

 

2110 福祉
ふ く し

介護
か い ご

の仕事
し ご と

の理解
り か い

促進
そくしん

 【再掲
さいけい

：6107】                  （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

「かながわ福祉
ふ く し

人材
じんざい

センター」において、福祉
ふ く し

・介護
か い ご

の仕事
し ご と

に関
かん

して無料
む り ょ う

で職業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

・

あっ旋
せん

事業
じ ぎ ょ う

に取
と

り組
く

むほか、全県立高校
ぜ ん け ん り つ こ う こ う

・中等
ちゅうとう

教育
きょういく

学校
が っ こ う

を対象
たいしょう

として福祉
ふ く し

介護
か い ご

に関
かん

する

教材
きょうざい

の配布等
は い ふ な ど

を 行
おこな

い、福祉
ふ く し

介護
か い ご

の仕事
し ご と

の理解
り か い

や関心
かんしん

を高
たか

めるとともに、将来
しょうらい

の福祉
ふ く し

介護
か い ご

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

につなげます。 

 

2111 ボランティア活動
かつどう

の推進
すいしん

                       （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

「かながわボランティアセンター」において、市町村
し ち ょ う そ ん

社会
し ゃ かい

福祉協
ふ く し き ょ う

議会
ぎ か い

や社
し ゃ

 会福祉
か い ふ く し

施設等
し せ つ と う

のボランティアコーディネーターの人材
じんざい

育成
いくせい

に取
と

り組
く

みます。 

また、ボランティア活動
かつどう

の実態
じ っ た い

を把握
は あ く

し、表 彰
ひょうしょう

を 行
おこな

うことで、活動
かつどう

の意欲
い よ く

向上
こうじょう

を図
はか

りま

す。 

 

2112 ボランティア活動
かつどう

のセンターの強化
きょうか

                       （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

「かながわボランティアセンター」において、ボランティア活動
かつどう

に関
かん

する 総合
そ う ご う

相談
そ う だ ん

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うとともに、市町村
し ち ょ う そ ん

ボランティアセンターの機能
き の う

強化
き ょ う か

を支援
し え ん

するなどし、地域
ち い き

にお

けるボランティア活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 
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 大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
さ さ

える人
ひと

づくり 

 ▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

 

2113 精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

を支援
し え ん

する専門
せんもん

人材
じんざい

の育成
いくせい

 【再掲
さいけい

：3205】  （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の取組
と り く

みを担
にな

う地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

（精神科
せ い し ん か

医療
い り ょ う

機関
き か ん

、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

、自治体
じ ち た い

の職員等
しょくいんとう

）に向
む

け、研修等
けんしゅうとう

を通
と お

した人材
じんざい

育成
いくせい

や連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

を図
はか

ります。 

 

2114 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を実現
じつげん

するための人材
じんざい

確保
か く ほ

 

（共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

、地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に 携
たずさ

わる人材
じんざい

を確保
か く ほ

することを目的
も く て き

に、障害
しょうがい

の理解
り か い

促進
そ く し ん

や障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援等
し え ん と う

、多様
た よ う

な人材
じんざい

を対象
たいしょう

とした取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

あわせて、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

における入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を推進
すいしん

する職員
しょくいん

を、本県
ほんけん

独自
ど く じ

に位置付
い ち づ

け、その人材
じんざい

養成
よ うせ い

に取
と

り組
く

みます。 

 

2115 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の向 上
こうじょう

           （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスが円滑
えんかつ

に実施
じ っ し

されるよう、サービス提供者
ていきょうしゃ

や、その指導
し ど う

を 行
おこな

う者
もの

を

養成
よ うせ い

し事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

への配置
は い ち

を促進
そ く し ん

します。また、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の養成
よ うせ い

のため初任者
し ょ に ん し ゃ

研修
けんしゅう

や現任
げんにん

研修等
けんしゅうとう

を実施
じ っ し

し、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

強化
き ょ う か

します。 

 

2116 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス従事者
じゅうじしゃ

に対
たい

する研 修
けんしゅう

   （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の職員
しょくいん

が、共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の理念
り ね ん

を理解
り か い

し、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

が

望
のぞ

む支援
し え ん

を 行
おこな

うことができるよう、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

への理解
り か い

、障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じた

支援
し え ん

技術
ぎ じ ゅ つ

などの研修
けんしゅう

の実施等
じ っ し と う

を進
すす

めます。 

 

2117 市町村
しちょうそん

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係
かか

る人材
じんざい

の育成
いくせい

 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、障害
しょうがい

サービス課
か

、がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

市町村
し ち ょ う そ ん

において障害
しょうがい

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

に従事
じ ゅ う じ

する職員
しょくいん

を対象
たいしょう

に、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

や福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

に関
かん

する情報
じょうほう

、精神
せいしん

保健等
ほ け ん と う

に関
かん

する研修
けんしゅう

を 行
おこな

い、専門
せんもん

職員
しょくいん

としての資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

り

ます。 
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 大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
さ さ

える人
ひと

づくり 

 ▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 

※各年度
か く ね ん ど

の目標値
も く ひ ょ う ち

 

 

 

【県
けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

】 

※各年度
か く ね ん ど

の見込量
み こ み り ょ う

 

 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

 障害者
しょうがいしゃ

グループホームサポートセンター事業
じ ぎ ょ う

における職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の修了者数
しゅうりょうしゃすう

 200人
にん

 

 障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

に従事
じ ゅ う じ

する職員
しょくいん

を対象
たいしょう

とした研修
けんしゅう

回数
かいすう

 ２回
かい

 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 
発達
はったつ

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

のためのペアレントトレーニング普及
ふ き ゅ う

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

自治体数
じ ち た い す う

 

11市
し

町村
ちょうそん

 

（2022年度
ね ん ど

） 

15市
し

町村
ちょうそん

 

（2029年度
ね ん ど

） 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 見込量
みこみりょう

 

 医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

等
と う

コーディネーター養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

の累計
るいけい

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 10人
にん

 

 サービス管理
か ん り

責任者
せ き に ん し ゃ

研修
けんしゅう

及
およ

び児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

管理
か ん り

責任者
せ き に ん し ゃ

研修
けんしゅう

の終了者数
しゅうりょうしゃすう

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 強度
き ょ う ど

行動
こ う ど う

障害
しょうがい

支援者
し え ん し ゃ

養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

（基礎
き そ

研修
けんしゅう

）の修了者数
しゅうりょうしゃすう

 705人
にん

 

 強度
き ょ う ど

行動
こ う ど う

障害
しょうがい

支援者
し え ん し ゃ

養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

（実践
じ っ せ ん

研修
けんしゅう

）の修了者数
しゅうりょうしゃすう

 130人
にん

 

 【再掲
さいけい

】障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

研修
けんしゅう

の修了者数
しゅうりょうしゃすう

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

調査員
ち ょ う さ い ん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 ３回
かい

 

 喀痰
か く たん

吸引等研修
きゅういんとうけんしゅう

事業
じ ぎ ょ う

研修
けんしゅう

の受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん
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 大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
さ さ

える人
ひと

づくり 

 ▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）保険
ほ け ん

・医療
い り ょ う

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

 
 
 
 

 

（２）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

を支
ささ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
【医療課

い り ょ う か

①：看護師等医療
か ん ご し と う い り ょ う

人材
じんざい

の確保
か く ほ

（作 業 中
さぎょうちゅう

）】 

我
わ

が国
く に

では、急速
きゅうそく

に少子
し ょ う し

・高齢化
こ う れ い か

が進展
し ん てん

し、医療
い り ょ う

・介護
か い ご

需要
じ ゅ よ う

が増大
ぞ うだ い

するなど、社会
し ゃ かい

全体
ぜんたい

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

は大
おお

きく変化
へ ん か

しています。 

神奈川県
か な が わ け ん

における人口
じ ん こ う

10万人
まんにん

当
あ

たりの就 業
しゅうぎょう

看護職員数
か ん ご し ょ く い ん す う

（令和
れ い わ

２年
ねん

12月
がつ

末現在
まつげんざい

）は、

934.9人
にん

と 47都道府県中
と ど う ふ け ん ち ゅ う

最下位
さ い か い

（全国
ぜ ん こ く

平均
へいきん

1315.2 人
ふ た り

）となっています。 

また、令和
れ い わ

元年
がんねん

８月
がつ

に本県
ほんけん

から厚労省
こうろうしょう

に報告
ほ う こ く

した看護
か ん ご

職員
しょくいん

の需給
じゅきゅう

推計
すいけい

結果
け っ か

によれば、

本県
ほんけん

の 2025年
ねん

（令和
れ い わ

７年
ねん

）時点
じ て ん

での看護
か ん ご

職員
しょくいん

の需給
じゅきゅう

推計
すいけい

は、需要数
じ ゅ よ う す う

：109,970人
にん

に対
たい

して、供給数
きょうきゅうすう

：85,084人
にん

であり、不足数
ふ そ く す う

は 24,886人
にん

、充足率
じゅうそくりつ

は 77.4％となっており、こ

の結果
け っ か

は、都道府県
と ど う ふ け ん

の中
なか

で最低
さいてい

の充足率
じゅうそくりつ

となっています。看護
か ん ご

職員
しょくいん

の需給
じゅきゅう

については、

対策
た い さ く

を 行
おこな

っているものの決
き

め手
て

がなく、臨床
りんしょう

現場
げ ん ば

において慢性的
まんせいてき

なマンパワー不足
ふ そ く

が続
つづ

いています。 

一方
い っ ぽ う

、高齢化
こ う れ い か

の進展
し ん てん

や医療
い り ょ う

技術
ぎ じ ゅ つ

の高度化
こ う ど か

・専門化
せ ん も ん か

などにより、急速
きゅうそく

に拡大
かくだい

する医療
い り ょ う

・

地域
ち い き

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

ニーズに対応
たいおう

できる、看護師
か ん ご し

をはじめとする保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

人材
じんざい

の確保
か く ほ

は喫緊
き っ き ん

の課題
か だ い

です。しかし、少子化
し ょ う し か

が加速
か そ く

していることから看護
か ん ご

学校等
が っ こ う と う

への進学者
し ん が く し ゃ

も減少
げんしょう

し、担
にな

い手
て

不足
ふ そ く

に更
さ ら

に拍車
は く し ゃ

がかかることが懸念
け ね ん

されています。 

安定的
あんていてき

な保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

職員
しょくいん

の確保
か く ほ

を図
はか

るとともに、保健
ほ け ん

・医療職
いりょうしょく

を目指
め ざ

す学生
がくせい

を支援
し え ん

して 

いくことが必要
ひ つ よ う

となります。（2201） 

 
【医療課

い り ょ う か

②：在宅
ざ い た く

療養等
りょうようとう

に係
かか

る訪問
ほ う も ん

看護師
か ん ご し

の養成
よ うせ い

と離職
り し ょ く

防止
ぼ う し

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

高齢化
こ う れ い か

の進展
し ん てん

に伴
ともな

う介護
か い ご

保険
ほ け ん

施設
し せ つ

や在宅
ざ い た く

療養
りょうよう

のニーズの増大
ぞ うだ い

、医療
い り ょ う

技術
ぎ じ ゅ つ

の高度化
こ う ど か

や

専門化等
せ ん も ん か と う

など、医療
い り ょ う

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

が変化
へ ん か

している中
なか

で、在宅
ざ い た く

医療
い り ょ う

を含
ふ く

め、様々
さまざま

な場面
ば め ん

や

対象者
たいしょうしゃ

に対応
たいおう

できる質
し つ

の高
たか

い看護師等
か ん ご し と う

の養成
よ うせ い

や職員
しょくいん

の離職
り し ょ く

防止
ぼ う し

が求
も と

められています。 

こうした中
なか

、本県
ほんけん

では訪問
ほ う も ん

看護
か ん ご

管理者
か ん り し ゃ

研修
けんしゅう

や訪問
ほ う も ん

看護
か ん ご

ステーションと医療
い り ょ う

機関
き か ん

の看護
か ん ご

職員
しょくいん

の相互
そ う ご

研修
けんしゅう

などを実施
じ っ し

することで、職員
しょくいん

の質向上
しつこうじょう

や事業所
じ ぎ ょ う し ょ

経営
けいえい

の安定化
あ ん て い か

、職員
しょくいん

の離
り

 

職防止
し ょ く ぼ う し

を図
はか

り、将来
しょうらい

の訪問
ほ う も ん

看護
か ん ご

の需要増
じ ゅ よ う ぞ う

に備
そな

えた在宅
ざ い た く

医療
い り ょ う

の経営
けいえい

基盤
き ば ん

の安定化
あ ん て い か

に取
と

り

組
く

んでいます。 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ●26 ●27  
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 大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
さ さ

える人
ひと

づくり 

 ▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）保険
ほ け ん

・医療
い り ょ う

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

 

一方
い っ ぽ う

、一部
い ち ぶ

地域
ち い き

では在宅
ざ い た く

医療
い り ょ う

に従事
じ ゅ う じ

する医療
い り ょ う

機関
き か ん

が需要
じ ゅ よ う

に対
たい

して少
す く

ないことや、規模
き ぼ

の小
ちい

さい訪問
ほ う も ん

看護
か ん ご

ステーションの経営
けいえい

が不安定
ふ あ ん て い

であるといった課題
か だ い

が見受
み う

けられます。 

そのため、ニーズに合
あ

わせた開催
かいさい

方法
ほ う ほ う

や内容
な い よ う

の再検討
さ い け ん と う

をしながら、今後
こ ん ご

も訪問
ほ う も ん

看護師
か ん ご し

などの業務
ぎ ょ う む

に必要
ひ つ よ う

とされる研修
けんしゅう

を継続的
け い ぞ く て き

に実施
じ っ し

するとともに、職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

参加
さ ん か

を積極的
せっきょくてき

に呼
よ

び掛
か

けることで、様々
さまざま

な状況
じょうきょう

に対応
たいおう

できる看護
か ん ご

職員等
しょくいんとう

の増加
ぞ う か

につなげることが必要
ひ つ よ う

だと 考
かんが

えています。（2202） 

 

【医療課
い り ょ う か

③：理学
り が く

及
およ

び作業
さ ぎ ょ う

療法士等
り ょ う ほ う し と う

への人材
じんざい

育成
い くせ い

支援
し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

将来
しょうらい

、県内
けんない

で理学
り が く

療法士又
り ょ う ほ う し ま た

は作業
さ ぎ ょ う

療法士
り ょ う ほ う し

として業務
ぎ ょ う む

に従事
じ ゅ う じ

する有能
ゆ う の う

な人材
じんざい

を育成
いくせい

す

るため、養成
よ うせ い

施設
し せ つ

の在学生
ざいがくせい

に、修学
しゅうがく

資金
し き ん

の貸付
かしつけ

を 行
おこな

っています。近年
きんねん

の状況
じょうきょう

としては、

療法士
り ょ う ほ う し

の需給
じゅきゅう

推計
すいけい

は供給数
きょうきゅうすう

が需要数
じ ゅ よ う す う

を上回
うわ ま わ

っており、2040年
ねん

頃
こ ろ

には供給数
きょうきゅうすう

が需要数
じ ゅ よ う す う

の約
や く

1.5倍
ばい

となる見込
み こ

みです。 

県
けん

として、療法士
り ょ う ほ う し

の資質
し し つ

の更
さ ら

なる向上
こうじょう

のための取組
と り く

みが必要
ひ つ よ う

です。（2203） 
 
【健康

け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

「保健
ほ け ん

・公衆
こうしゅう

衛生系専門
えいせいけいせんもん

職
しょく

の人材
じんざい

育成
いくせい

指針
し し ん

～かながわ保健
ほ け ん

・公衆
こうしゅう

衛生
えいせい

エキスパートナ

ビ～」を作成
さ く せ い

し、公衆
こうしゅう

衛生系専門
えいせいけいせんもん

職
しょく

の人材
じんざい

育成
いくせい

を進
すす

めています。 

保健師
ほ け ん し

分野
ぶ ん や

については、このほか、「神奈川県
か な が わ け ん

保健師
ほ け ん し

の活動
かつどう

指針
し し ん

」等
と う

を作成
さ く せ い

し、実践的
じ っ せ ん て き

な保健師
ほ け ん し

活動
かつどう

の質
し つ

を高
たか

めていくために、健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

及
およ

び各保健
か く ほ け ん

福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

・センターで

実施
じ っ し

しています。 

保健師
ほ け ん し

活動
かつどう

については、キャリアレベルに応
お う

じた人材
じんざい

育成
いくせい

が一貫
いっかん

して 行
おこな

えることが必要
ひ つ よ う

です。 
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 大柱
おおばしら

 Ⅰ.すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ２．ともに生
い

きる社会
しゃかい

を支
さ さ

える人
ひと

づくり 

 ▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）保険
ほ け ん

・医療
い り ょ う

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
2201 医療

いりょう

従事者
じゅうじしゃ

の養成
ようせい

と人材
じんざい

確保
か く ほ

                （医療課
い り ょ う か

） 

医師
い し

及
およ

び歯科
し か

医師
い し

への障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する医療
い り ょ う

や総合的
そ う ご う て き

なリハビリテーションに関
かん

する

教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、障害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めるなど、資質
し し つ

の向上
こうじょう

に努
つ と

めるとともに、様々
さまざま

な

場面
ば め ん

や対象者
たいしょうしゃ

に対応
たいおう

できる質
し つ

の高
たか

い看護
か ん ご

職員等
しょくいんとう

を養成
よ うせ い

します。 

 

2202 看護
か ん ご

人材
じんざい

の養成
ようせい

と育成
いくせい

                   （医療課
い り ょ う か

） 

様々
さまざま

な場面
ば め ん

や対象者
たいしょうしゃ

に対応
たいおう

できる質
し つ

の高
たか

い看護師等
か ん ご し と う

の養成
よ うせ い

に努
つ と

めるとともに、卒後
そ つ ご

の

現任
げんにん

教育
きょういく

として、研修等
けんしゅうとう

を通
つ う

じて在宅
ざ い た く

医療
い り ょ う

を担
にな

う看護
か ん ご

人材
じんざい

を育成
いくせい

します。 

 

2203 リハビリテーションに従事
じゅうじ

する人材
じんざい

の養成
ようせい

          （医療課
い り ょ う か

） 

理学
り が く

療法士
り ょ う ほ う し

、作業
さ ぎ ょ う

療法士
り ょ う ほ う し

、言語
げ ん ご

聴覚士等
ち ょ う か く し と う

の障害者
しょうがいしゃ

のリハビリテーションに従事
じ ゅ う じ

する者
もの

に

ついて、専門的
せんもんてき

な技術
ぎ じ ゅ つ

及
およ

び知識
ち し き

を有
ゆ う

する人材
じんざい

の確保
か く ほ

と資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

2204 保健所
ほ け ん じ ょ

、保健
ほ け ん

センター等
とう

の職 員
しょくいん

の育成
いくせい

          （健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

） 

地域
ち い き

において健康
け ん こ う

相談等
そ う だ ん と う

を 行
おこな

う保健所
ほ け ん じ ょ

、保健
ほ け ん

センター等
と う

の職員
しょくいん

の資質
し し つ

の向上
こうじょう

及
およ

び

保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

・福祉
ふ く し

事業
じ ぎ ょ う

従事者間
じ ゅ う じ し ゃ か ん

の連携
れんけい

を図
はか

ります。 

 

2205 発達
はったつ

障 害
しょうがい

の診 療
しんりょう

・支援
し え ん

ができる人材
じんざい

の養成
ようせい

        （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

発達
はったつ

障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
は っ けん

、早期
そ う き

支援
し え ん

の重要性
じゅうようせい

に 鑑
かんが

み、発達障
はったつしょう

害
がい

の診療
しんりょう

・支援
し え ん

ができる

医師
い し

の養成
よ うせ い

及
およ

び地域
ち い き

のかかりつけ医師
い し

の発達
はったつ

障害対
しょうがいたい

応力
おうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、県内
けんない

各地域
か く ち い き

に発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

マネージャーを配置
は い ち

し、関係
かんけい

機関
き か ん

を支援
し え ん

します。 
 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

 重度
じ ゅ う ど

重複
ちょうふく

障害者等支援
し ょ う が い し ゃ と う し え ん

看護師
か ん ご し

養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

の修了者数
しゅうりょうしゃすう

（看護師
か ん ご し

養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

） 20人
にん

 

 重度
じ ゅ う ど

重複
ちょうふく

障害者等支援
し ょ う が い し ゃ と う し え ん

看護師
か ん ご し

養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

の修了者数
しゅうりょうしゃすう

（普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

研修
けんしゅう

） 60人
にん

 
 

【県
けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 見込量
みこみりょう

 

 かかりつけ医
い

うつ病 対
やまいたい

応力
おうりょく

向上
こうじょう

研修
けんしゅう

の受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

（政令市
せ い れ い し

含
ふ く

む県全体
けんぜんたい

） 270人
にん

 

※いずれも年度毎
ね ん ど ご と

の目標値
も く ひ ょ う ち
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３．安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

 

地域
ち い き

で安心
あんしん

してくらしていくためには、日々
ひ び

の生活
せいかつ

の中
なか

で抱
かか

えている課題
か だ い

に

きめ細
こま

かく対応
たいおう

し、適切
てきせつ

に公的
こうてき

サービスなどに結
むす

び付
つ

けていく仕組
し く

みが、地域
ち い き

に用意
よ う い

されていることが必要
ひつよう

です。 

県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

がいつでも身近
み ぢ か

に相談
そうだん

ができる相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に努
つと

め

るとともに、地域
ち い き

の様々
さまざま

な機関
き か ん

や団体
だんたい

の連携
れんけい

のほか、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

が自身
じ し ん

の経験
けいけん

を伝
つた

えるピア活動等
かつどうとう

を通
つう

じて、相談者
そうだんしゃ

を「ひとりにさせない」伴奏型
ばんそうがた

の支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を推進
すいしん

します。 

また、誰
だれ

もが希望
き ぼ う

する環 境
かんきょう

で生活
せいかつ

がおくれるよう、たとえ 自
みずか

ら意思
い し

表示
ひょうじ

が

難
むずか

しい状態
じょうたい

であっても、可能
か の う

な限
かぎ

り本人
ほんにん

の意思
い し

決定
けってい

を尊重
そんちょう

し、多様
た よ う

な地域
ち い き

生活
せいかつ

の場
ば

が選択
せんたく

できるよう、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

と社会
しゃかい

資源
し げ ん

の整備
せ い び

に取組
と り く

み

ます。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ３．安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

 

 

 

 

 

 

（１）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
【障害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：専門性
せんもんせい

の高
たか

い支援
し え ん

体制
たいせい

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

は、医療
い り ょ う

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、労働
ろ う ど う

など関係
かんけい

する分野
ぶ ん や

が多岐
た ぎ

にわたるため、「どこに相談
そ う だ ん

したらよいか分
わ

からない」といった声
こ え

が多
おお

く寄
よ

せられました。 

高
たか

い専門性
せんもんせい

が求
も と

められる支援
し え ん

については、当事者
と う じ し ゃ

からの相談
そ う だ ん

に適切
てきせつ

に対応
たいおう

できる専門
せんもん

相談
そ う だ ん

機関
き か ん

の確保
か く ほ

が重要
じゅうよう

です。 

さらに、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を推進
すいしん

するためには、既
すで

に地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの経験
けいけん

に基
も と

づいて相談
そ う だ ん

に応
お う

じるピアカウンセリングも効果的
こ う か て き

とされています。 

令和
れ い わ

３年
ねん

９月
がつ

に施行
し こ う

された「医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」で

は、都道府県
と ど う ふ け ん

は医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

及
およ

びその家族等
か ぞ く と う

に対
たい

し、専門的
せんもんてき

に相談
そ う だ ん

に応
お う

じる機関
き か ん

として、

「医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

支援
し え ん

センター」を設置
せ っ ち

することができるとされており、県
けん

では令和
れ い わ

４年
ねん

５月
がつ

に「かながわ医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

支援
し え ん

センター」を開設
かいせつ

しましたが、今後
こ ん ご

も一層
い っ そ う

の機能
き の う

強化
き ょ う か

を図
はか

る必要
ひ つ よ う

があります。 

さらに、高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害
しょうがい

などの専門性
せんもんせい

の高
たか

い相談
そ う だ ん

に対応
たいおう

できる支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こ う ち く

すると

ともに、ピアカウンセリングなど障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

による相談
そ う だ ん

支援
し え ん

活動
かつどう

を促進
そ く し ん

することも重要
じゅうよう

で

す。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：盲
も う

ろう者支援
し ゃ し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、盲
も う

ろう者支援
し ゃ し え ん

センターを設置
せ っ ち

し、コミュニケーションをとることが 難
むずか

しく、 自
みずか

らど

のような支援
し え ん

が必要
ひ つ よ う

か訴
うった

えることが 難
むずか

しい盲
も う

ろう者
し ゃ

に対
たい

し、それぞれの方
かた

に適
て き

したコミュ

ニケーション方法
ほ う ほ う

で的確
て き か く

にニーズを受
う

け止
と

め、必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

につなげ、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

して

います。今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き、盲
も う

ろう者
し ゃ

への適切
てきせつ

な支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいく必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

③：ピアサポーター（作業中
さぎょうちゅう

）】 

また、当事者
と う じ し ゃ

であるピアサポーターの 力
ちから

を相談
そ う だ ん

支援
し え ん

に活用
かつよう

することが重要
じゅうよう

です。ピアサ

ポートとは、障害
しょうがい

や疾病
し っ ぺ い

のある人自身
ひ と じ し ん

が、 自
みずか

らの経験
けいけん

を活
い

かし、同
おな

じ障害
しょうがい

や疾病
し っ ぺ い

の方
かた

を

支援
し え ん

する活動
かつどう

であり、ピアサポートを 行
おこな

う人
ひ と

をピアサポーターと言
い

います。一般
いっぱん

に同
おな

じ課題
か だ い

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ３．安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

 

や環境
かんきょう

を体験
たいけん

する人
ひ と

が、体験
たいけん

に基
も と

づく感情等
かんじょうとう

を共有
きょうゆう

することで、専門職
せんもんしょく

による支援
し え ん

では得
え

がたい安心感
あんしんかん

や自己
じ こ

肯定感
こ うてい かん

を得
え

られるとされ、高
たか

い効果
こ う か

が期待
き た い

されています。 

現在
げんざい

、県内
けんない

で活動
かつどう

するピアサポーターのうち、約
や く

６割
わ り

が精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

であり、３障害
しょうがい

及
およ

び

難病
なんびょう

の方
かた

も含
ふ く

めたピアサポーターの養成
よ うせ い

、支援
し え ん

スキルを身
み

に着
つ

けることができる研修等
けんしゅうとう

の

継続
け い ぞ く

した実施
じ っ し

が必要
ひ つ よ う

です。3302 

なお、県
けん

では、これまで精神
せいしん

障害
しょうがい

分野
ぶ ん や

におけるピアサポーターの養成
よ うせ い

を 行
おこな

い、病院
びょういん

訪問
ほ う も ん

による長期
ち ょ う き

入院者
にゅういんしゃ

への退院
たいいん

意欲
い よ く

喚起
か ん き

、さらに地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

するために有効
ゆ う こ う

な個別
こ べ つ

給付
き ゅ う ふ

へとつなげる取組
と り く み

を 行
おこな

ってきました。しかし、コロナ禍以降
か い こ う

は病院
びょういん

への訪問
ほ う も ん

が制限
せいげん

され、ピ

アサポーターの活躍
かつやく

の場
ば

が減少
げんしょう

していました。 

ピアサポートは、その支援
し え ん

を受
う

ける側
がわ

だけでなく、ピアサポーターとして活動
かつどう

する当事者
と う じ し ゃ

にとっても非常
ひ じ ょ う

に重要
じゅうよう

な活動
かつどう

であるため、今後
こ ん ご

はピアサポーターの活躍
かつやく

の場
ば

を積極的
せっきょくてき

に増
ふ

やしていく取組
と り く み

が必要
ひ つ よ う

です。3302 

 
【がん・疾病

しっ ぺ い

対策課
た い さ く か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、医療費
い り ょ う ひ

の給付
き ゅ う ふ

の他
ほか

、在宅
ざ い た く

の難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の受入
う け い

れ病 床
びょうしょう

を確保
か く ほ

し、在宅
ざ い た く

で療養
りょうよう

する患者
かんじゃ

を

介護
か い ご

する家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

るレスパイト事業
じ ぎ ょ う

や、在宅
ざ い た く

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

の支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

と

患者
かんじゃ

の生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、地域
ち い き

における訪問
ほ う もん

相談
そ う だん

事業
じ ぎ ょ う

や医療
い り ょ う

相談
そ う だん

事業等
じ ぎ ょ う と う

を実施
じ っ し

してい

ます。 

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の療養上
りょうようじょう

、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

での悩
なや

みや不安等
ふ あ ん と う

の解消
かいしょう

を図
はか

るとともに、 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の様々
さまざま

な

ニーズに対応
たいおう

したきめ細
こ ま

やかな相談
そ う だん

や支援
し え ん

を通
つ う

じて地域
ち い き

における難病
なんびょう

患者
かんじゃ

支援
し え ん

対策
た い さ く

を推進
すいしん

する

ため、かながわ難病
なんびょう

相談
そ う だん

・支援
し え ん

センターを中心
ちゅうしん

とした、様々
さまざま

な関係者間
かんけいしゃかん

で連携
れんけい

し、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する

難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

における相談
そ う だん

・支援
し え ん

や地域
ち い き

交流
こうりゅう

活動
かつどう

の促進
そ く し ん

を図
はか

っています。 

 
【共生

きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

ＤＶ防止
ぼ う し

啓発
けいはつ

及
およ

び相談
そ う だ ん

事業
じ ぎ ょ う

については、障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず全
すべ

ての県民
けんみん

を対象
たいしょう

とし

ているが、ＤＶが重大
じゅうだい

な人権
じ んけ ん

侵害
しんがい

であること、ＤＶによる被害
ひ が い

をなくさなければならないこと

の周知
し ゅ う ち

を一層
い っ そ う

強化
き ょ う か

する必要
ひ つ よ う

がある。（3107） 

 
【くらし安全

あんぜん

交通課
こ う つ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

犯罪
はんざい

被害者
ひ が い し ゃ

に対
たい

する相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

では、電話
で ん わ

、メール等
と う

により相談
そ う だ ん

を受
う

け、相談者
そ う だ ん し ゃ

の希望
き ぼ う

に応
お う

じ

て、筆談
ひつだん

での相談等
そ う だ ん と う

を実施
じ っ し

しています。一方
い っ ぽ う

で、音声
おんせい

コードを添付
て ん ぷ

したリーフレット等
と う

による

広報
こ う ほ う

や、すべての人
ひ と

がより相談
そ う だ ん

しやすい相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

づくりに取
と

り組
く

む必要
ひ つ よ う

があります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ３．安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
3101 身近

み ぢ か

な地域
ち い き

における相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

             （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

や、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を増
ふ

やすことで、障害者
しょうがいしゃ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

 で相談
そ う だ ん

支援
し え ん

を受
う

けることができる体制
たいせい

を整備
せ い び

します。また、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

が、様々
さまざま

な障害
しょうがい

の

種別
し ゅべ つ

や、個々
こ こ

の状態
じょうたい

、年齢
ねんれい

、性別等
せいべつとう

について理解
り か い

を深
ふか

め、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

や家族等
か ぞ く な ど

の意向
い こ う

を

踏
ふ

まえたサービス等利用
と う り よ う

計画案
けいかくあん

を作成
さ く せ い

することができるよう、研修等
けんしゅうとう

の人材
じんざい

育成
いくせい

の体制
たいせい

を

充実
じゅうじつ

させ、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

の質
し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

3102 基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

の促進
そくしん

及
およ

び活動
かつどう

の推進
すいしん

    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

相談
そ う だ ん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

への専門的
せんもんてき

指導
し ど う

や人材
じんざい

育成
いくせい

、障害者
しょうがいしゃ

の相談等
そ う だ ん と う

を総合的
そ う ご う て き

に 行
おこな

うととも

に、地域
ち い き

における相談
そ う だ ん

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

な役割
や く わ り

を担
にな

う基幹
き か ん

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センターの必要性
ひつようせい

を周知
し ゅ う ち

すること等
と う

により設置
せ っ ち

を促進
そ く し ん

します。 

 

3103 基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

の促進
そくしん

及
およ

び活動
かつどう

の推進
すいしん

    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

を促進
そ く し ん

し、その運営
うん え い

の活性化
か っ せ い か

を図
はか

ることにより、当事者
と う じ し ゃ

参画
さ ん か く

を促進
そ く し ん

するとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を緊密化
き ん み つ か

し、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
お う

じた相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

3104 発達
はったつ

障害児者
しょうがいじしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

            （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

発達
はったつ

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

とその家族
か ぞ く

を支援
し え ん

するため、地域
ち い き

の医療
い り ょ う

・保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

・教
きょう

 育
い く

・雇用等
こ よ う と う

、

様々
さまざま

な関係者
かんけいしゃ

により構成
こ うせ い

された発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

地域協
ち い き き ょ う

議会
ぎ か い

において地域
ち い き

の課題等
か だ い と う

を

協議
き ょ う ぎ

するとともに、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター等
と う

において様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

と連携
れんけい

しながら、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支援
し え ん

が受
う

けられる体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

3105 高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害児者
しょうがいじしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

への支援
し え ん

に関
かん

する取組
と り く

みについて普及
ふ き ゅ う

・定着
ていちゃく

させるため、

高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害
しょうがい

支援
し え ん

拠点
き ょ て ん

機関
き か ん

に支援
し え ん

コーディネーターを配置
は い ち

し、専門的
せんもんてき

な相談
そ う だ ん

支援
し え ん

、

関係
かんけい

機関
き か ん

との支援
し え ん

ネットワークの充実
じゅうじつ

、高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害
しょうがい

の正
ただ

しい理解
り か い

を促進
そ く し ん

するための

普及
ふ き ゅ う

・啓発
けいはつ

、支援
し え ん

手法等
し ゅ ほ う と う

に関
かん

する研修等
けんしゅうとう

を 行
おこな

い、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の確立
か く り つ

を図
はか

ります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ３．安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

 

 

3106 難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 【再掲：4313】  （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

の療養上
りょうようじょう

、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

での悩
なや

みや不安等
ふ あ ん と う

の解消
かいしょう

を図
はか

るとともに、 難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

の様々
さまざま

なニーズに対応
たいおう

したきめ細
こ ま

やかな相談
そ う だ ん

や支援
し え ん

を通
つ う

じて地域
ち い き

における難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

支援
し え ん

対策
た い さ く

を推進
すいしん

するため、かながわ難病
なんびょう

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センターを中心
ちゅうしん

とした、様々
さまざま

な関係者間
かんけいしゃかん

で

連携
れんけい

し、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

における相談
そ う だ ん

・支援
し え ん

や地域
ち い き

交流
こうりゅう

活動
かつどう

の

促進
そ く し ん

を図
はか

ります。 

 

3107 犯罪
はんざい

被害者等
ひがいしゃとう

への支援
し え ん

 【再掲
さいけい

：5603】             （くらし安全
あんぜん

交通課
こ う つ う か

） 

障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、すべての犯罪
はんざい

被害者等
ひ が い し ゃ と う

への総合的
そ う ご う て き

な支援
し え ん

体制
たいせい

として、「かながわ

犯罪
はんざい

被害者
ひ が い し ゃ

サポートステーション」を運営
うん え い

し、犯罪
はんざい

被害者等
ひ が い し ゃ と う

からの相談
そ う だ ん

に対応
たいおう

するとともに、

犯罪
はんざい

被害者等
ひ が い し ゃ と う

の立場
た ち ば

から適切
てきせつ

できめ細
こ ま

かい支援
し え ん

を一元的
いちげんてき

に提供
ていきょう

します。  

 

3108 配偶者
はいぐうしゃ

暴 力
ぼうりょく

及
およ

び性犯罪
せいはんざい

・性 暴 力
せいぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

への支援
し え ん

 【再掲
さいけい

：5604】 

（共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

、 くらし安全
あんぜん

交通課
こ う つ う か

） 

障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、すべての人
ひ と

に対
たい

する暴力
ぼうりょく

の予防
よ ぼ う

と根絶
こんぜつ

に向
む

けた啓発
けいはつ

を 行
おこな

うと

ともに、配偶者
は い ぐ う し ゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センターにおける相談
そ う だ ん

を実施
じ っ し

します。また、障
しょう

害者
が いし ゃ

を含
ふ く

む

性犯罪
せいはんざい

・性暴力
せいぼうりょく

の被害者
ひ が い し ゃ

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

を提供
ていきょう

するため、かながわ性
せい

犯罪
はんざい

・性暴力
せいぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

ワンストップ支援
し え ん

センター「かならいん」を運営
うん え い

します。 

 

3109 盲
もう

ろう者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

               （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

盲
も う

ろう者
し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

からの相談
そ う だ ん

を受
う

けつける体制
たいせい

を整備
せ い び

するとともにコミュニケーシ

ョン支援
し え ん

及
およ

び移動時等
い ど う じ と う

の介助
か い じ ょ

を 行
おこな

う通訳
つ う や く

・介助員
かいじょいん

を養成
よ うせ い

し、 必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて派遣
は け ん

すること

により、盲
も う

ろう者
し ゃ

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

します。 

 

3110 ピアカウンセリング等
とう

の拡 充
かくじゅう

 【再掲
さいけい

：2108】     （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

・家族
か ぞ く

同士
ど う し

が 行
おこな

う援助
え ん じ ょ

としてのピア（当事者
と う じ し ゃ

）サポーターの育成
いくせい

を 行
おこな

うととも

に、そのさらなる周知
し ゅ う ち

に努
つ と

めます。また、ピアカウンセリング、ピアサポート等
と う

の有効
ゆ う こ う

かつ

重要
じゅうよう

な手段
し ゅ だ ん

である当事者等
と う じ し ゃ と う

による相談
そ う だ ん

活動
かつどう

のさらなる周知
し ゅ う ち

及
およ

び拡充
かくじゅう

を図
はか

ります。 
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おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ３．安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

 

 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2029年
ねん

） 

 相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

における相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の実人数
じつにんず う

 1,584人
にん

 2,380人
にん

 

 相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の累計
るいけい

利用者数
り よ う し ゃ す う

（障害者
しょうがいしゃ

） 64,640人
にん

 86,918人
にん

 

 〃 （障害児
し ょ う が い じ

） 37,753人
にん

 81,082人
にん

 

 
相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

による障
しょう

がいサービス等利用
と う り よ う

計画等作成率
け い か く と う さ く せ い り つ

（障
しょう

がい者
し ゃ

） 
62.3％ 73.2％ 

 〃 （障
しょう

がい児
じ

） 34.6% 36% 

 
相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

への意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

ガイドライン等
と う

を

活用
かつよう

した研修
けんしゅう

の回数
かいすう

、人数
にんずう

 
年
と し

１回
かい

50名
めい

定員
ていいん

 

 相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

総数
そ う す う

 654事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 829事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 

 
【厚生

こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく成果
せ い か

目 標
もくひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2026年
ねん

） 

 基幹
き か ん

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センターを設置
せ っ ち

する市町村数
し ち ょ う そ ん す う

 〇〇〇市
０ ０ ０ し

町村
ちょうそん

 〇〇〇市
０ ０ ０ し

町村
ちょうそん

 

 協議会
き ょ う ぎ か い

における相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の参画
さ ん か く

による事例
じ れ い

検討
け ん と う

実施
じ っ し

回数
かいすう

、参加事
さ ん か ご と

業者
ぎょうしゃ

・機関数
き か ん す う

 

〇回
まるかい

 

〇〇人
０ ０ に ん

 

○回
かい

 

〇〇人
０ ０ に ん

 

 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターを設置
せ っ ち

する市町村数
し ち ょ う そ ん す う

 〇〇〇市
０ ０ ０ し

町村
ちょうそん

 〇〇〇市
０ ０ ０ し

町村
ちょうそん

 

 

【厚生
こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく活動
かつどう

指標
しひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2026年
ねん

） 

 神奈川県
か な が わ け ん

発達
はったつ

障害
しょうがい

サポートネットワーク推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

の開催
かいさい

回数
かいすう

 
〇回
まるかい

 〇回
まるかい

 

 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター相談
そ う だ ん

件数
け ん す う

 ○件
けん

 ○件
けん

 

 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター及
およ

び発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

マネジャーの関係
かんけい

機関
き か ん

への助言
じ ょ げ ん

件数
け ん す う

 
○件

けん

 ○件
けん

 

 
発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター及
およ

び発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

マネジャーの外部
が い ぶ

機関
き か ん

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

への研修
けんしゅう

件数
け ん す う

 
○件

けん

 ○件
けん
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らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ３．安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

 

 
ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等

と う

の

支援
し え ん

プログラム等
と う

の受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

（保護者
ほ ご し ゃ

） 
〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 
ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等

と う

の

支援
し え ん

プログラム等
と う

の実施者数
じ っ し し ゃ す う

（支援者
し え ん し ゃ

） 
〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 ペアレントメンターの人数
にんずう

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 ピアサポートの活動
かつどう

への参加
さ ん か

人数
にんずう

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 

【障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】（１か月
げつ

当
あ

たりの見込量
みこみりょう

） 
 指定

し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

 

サービス名
めい

 

現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2024年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2025年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2026年
ねん

） 

 指定
し て い

計画
け い か く

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

（サービス利用
り よ う

支援
し え ん

、継続
け い ぞ く

サービス

利用
り よ う

支援
し え ん

） 

    

 指定
し て い

地域
ち い き

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

（地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

） 
    

 指定
し て い

地域
ち い き

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

（地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

） 
    

 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

 相談
そ う だ ん

支援
し え ん

従事者
じ ゅ う じ し ゃ

研修
けんしゅう

の修了者数
しゅうりょうしゃすう

 835人
にん

 

 相談
そ う だ ん

支援
し え ん

従事者等
じ ゅ う じ し ゃ と う

の質
し つ

の向上
こうじょう

や、専門性
せんもんせい

の強化
き ょ う か

のための研修
けんしゅう

（専門
せんもん

コース別研修
べつけんしゅう

）の受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

 
400人

にん

 

 神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

の開催
かいさい

回数
かいすう

 ２回
かい

 

 圏域
けんいき

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

の開催
かいさい

回数
かいすう

 10回
かい

 

 発達
はったつ

障害
しょうがい

支援
し え ん

センター職員
しょくいん

が関係
かんけい

機関
き か ん

の調整
ちょうせい

・検討
け ん と う

会議等
か い ぎ と う

に参加
さ ん か

し

て、地域
ち い き

の支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に協力
きょうりょく

した回数
かいすう

 
180回

かい

 

 自閉症児者
じ へ い し ょ う じ し ゃ

に対
たい

する専門
せんもん

の医師
い し

を各児童
か く じ ど う

相談所
そ う だ ん じ ょ

に配置
は い ち

し、相談
そ う だ ん

機能
き の う

を強化
き ょ う か

した回数
かいすう

 
180回

かい

 

 高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害
しょうがい

支援
し え ん

普及
ふ き ゅ う

事業
じ ぎ ょ う

における相談者数
そ う だ ん し ゃ す う

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害
しょうがい

セミナー参加
さ ん か

人数
にんずう

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん
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らすことのできる地域
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社会
しゃかい

を実施
じ っ し

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ３．安心
あんしん

して暮
く

らせる地域
ち い き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

支援等
し え ん と う

の充実
じゅうじつ

 

 

 
 
 
 
 

（２） 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

支援等
し え ん と う

の充 実
じゅうじつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している障害者
しょうがいしゃ

の人口
じ ん こ う

に占
し

める割合
わりあい

は、都道府県
と ど う ふ け ん

によって差
さ

が

あり、大都市
だ い と し

があるという地域
ち い き

事情
じ じ ょ う

に加
く わ

え、早
はや

い時期
じ き

から入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を

進
すす

めてきた背景
はいけい

がある我
わ

が県
けん

は全国
ぜ ん こ く

で最少
さいしょう

となっています。このような状況
じょうきょう

とともに、

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

支援
し え ん

の観点
かんてん

から、地域
ち い き

生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすこと

ができるよう、必要
ひ つ よ う

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスが提供
ていきょう

される体制
たいせい

の整備
せ い び

が必要
ひ つ よ う

です。 

県
けん

では、これまで施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を進
すす

めるため、自立
じ り つ

訓練
く ん れ ん

や  地域
ち い き

移行
い こ う

支援等
し え ん と う

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを活用
かつよう

し、グループホームや一般
いっぱん

住宅等
じゅうたくとう

への移行
い こ う

を推進
すいしん

し、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の基盤
き ば ん

整備等
せ い び と う

に取
と

り組
く

むとともに、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行後
い こ う ご

の主
お も

な生活
せいかつ

の場
ば

となるグループホームにおいて、「障害者
しょうがいしゃ

グループホーム等
と う

サポートセンター」の設置
せ っ ち

や、グループホームの開設
かいせつ

を検討
け ん と う

している法人等
ほ う じ ん と う

への助言
じ ょ げ ん

、市町村
し ち ょ う そ ん

を通
つ う

じたグループホー

ムの整備
せ い び

・運営
うん え い

に係
かか

る費用
ひ よ う

や重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

を受
う

け入
い

れた場合
ば あ い

の人件費
じ ん け ん ひ

の補助
ほ じ ょ

など、設置
せ っ ち

・

利用
り よ う

の促進
そ く し ん

に取
と

り組
く

んできました。 

更
さ ら

に、強度行動障
き ょうど こ うど うし ょう

がいのある方
かた

や医療的
い り ょ う て き

ケアを要
よ う

する方等
か た と う

に対応
たいおう

できる職員
しょくいん

が不足
ふ そ く

し

ていることから、こうした重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を支
さ さ

える人材
じんざい

の育成
いくせい

にも取
と

り組
く

んできました。 

一方
い っ ぽ う

、本県
ほんけん

では施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の重度化
じ ゅ う ど か

が進
すす

み、地域
ち い き

移行
い こ う

が比較的
ひ か く て き

しやすい中軽度
ち ゅ う け い ど

の方
かた

の割合
わりあい

が低
ひ く

くなっている現状
げんじょう

から、中軽度
ち ゅ う け い ど

に比
く ら

べて重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

が進
すす

んでいな

い状況
じょうきょう

があります。重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を促進
そ く し ん

する取組
と り く

みが必要
ひ つ よ う

であり、重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

の受
う

け入
い

れが可能
か の う

なグループホームを増
ふ

やすことにあわせ、強度
き ょ う ど

行動
こ う ど う

障害等
しょうがいとう

、

専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

が必要
ひ つ よ う

となる方
かた

を地域
ち い き

で受
う

け入
い

れることができるよう、専門的
せんもんてき

知識
ち し き

や技術
ぎ じ ゅ つ

を有
ゆ う

する人材
じんざい

育成
いくせい

など、更
さ ら

なる体制
たいせい

の整備
せ い び

が必要
ひ つ よ う

です。 

また、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の中
なか

には、生活
せいかつ

の場
ば

が限
かぎ

られてしまい、地域
ち い き

生活
せいかつ

を上手
う ま

くイメージが

出来
で き

なかったり、地域
ち い き

生活
せいかつ

と距離
き ょ り

が出来
で き

てしまうことで不安
ふ あ ん

が生
う

まれ、入所
にゅうしょ

期間
き か ん

が長期化
ち ょ う き か

していることも少
す く

なくありません。 

入所中
にゅうしょちゅう

に地域
ち い き

における様々
さまざま

な体験
たいけん

や経験
けいけん

の機会
き か い

を積極的
せっきょくてき

に増
ふ

やし、当事者
と う じ し ゃ

（ピア）

同士
ど う し

によるサポート体制
たいせい

など、幅広
はばひろ

く支援
し え ん

をしていく必要
ひ つ よ う

があります。 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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 （２）地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

支援等
し え ん と う

の充実
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＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
3201 地域

ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

      （共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

、障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

が、 自
みずか

らどこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するか決定
け っ て い

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

する方
かた

が地域
ち い き

で暮
く

らす環境
かんきょう

を整備
せ い び

することは大切
たいせつ

です。 

県
けん

は、重度
じ ゅ う ど

の障害者
しょうがいしゃ

であっても、本人
ほんにん

の意思
い し

を可能
か の う

な限
かぎ

り反映
はんえい

した生活
せいかつ

の場
ば

を選択
せ ん た く

で

きるよう、必要
ひ つ よ う

な方
かた

への意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

を 行
おこな

い、入所者
にゅうしょしゃ

が地域
ち い き

生活
せいかつ

を体験
たいけん

できる機会
き か い

を増
ふ

やし、複数
ふ く す う

の選択肢
せ ん た く し

を用意
よ う い

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を支援
し え ん

します。 

 

3202 グループホームの整備
せ い び

 【再掲
さいけい

：4107、5112】    （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

における居住
きょじゅう

の場
ば

の一
ひ と

つであるグループホームについて、県
けん

では運営費
う ん え い ひ

補助等
ほ じ ょ と う

の支援
し え ん

を通
つ う

じ、市町村
し ち ょ う そ ん

と協力
きょうりょく

して、設置
せ っ ち

・利用
り よ う

の促進
そ く し ん

とサービスの充実
じゅうじつ

を継続
け い ぞ く

して

図
はか

ると共
と も

に、多様
た よ う

なニーズを持
も

つ障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を支援
し え ん

し、特
と く

に、課題
か だ い

である重度
じ ゅ う ど

の障害者
しょうがいしゃ

の受入
う け い

れ・対応
たいおう

が可能
か の う

なグループホームの整備
せ い び

支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

また、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

での生活
せいかつ

の継続
け い ぞ く

に対
たい

する障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やご

家族
か ぞ く

等
と う

の不安
ふ あ ん

を解消
かいしょう

するため、体験的
たいけんてき

な利用
り よ う

の促進等
そ く し ん と う

により住
す

まいの場
ば

の選択肢
せ ん た く し

の拡大
かくだい

に努
つ と

めます。 

 

3203 グループホームへの助言
じょげん

・指導
し ど う

のしくみづくり 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

強度
き ょ う ど

行動
こ う ど う

障害
しょうがい

などの手厚
て あ つ

い支援
し え ん

が必要
ひ つ よ う

な障害者
しょうがいしゃ

を受
う

け入
い

れて支援
し え ん

しているグループ

ホームに対
たい

して指導
し ど う

・助言
じ ょ げ ん

を 行
おこな

うしくみづくりに取
と

り組
く

みます。 

 

3204 地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えるサービス等
とう

の充 実
じゅうじつ

                      （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

地域
ち い き

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

(地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

)の提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、居宅
き ょ た く

介護
か い ご

など訪問系
ほ うもん けい

サービスの充実
じゅうじつ

や、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の特性
と く せ い

を理解
り か い

したホームヘルパーの養成
よ うせ い

及
およ

び質
し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

3205 精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

を支援
し え ん

する専門
せんもん

人材
じんざい

の育成
いくせい

 【再掲
さいけい

：2113】      （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

）  

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の取組
と り く

みを担
にな

う地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

（精神科
せ い し ん か

医療
い り ょ う

機関
き か ん

、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

、自治体
じ ち た い

の職員等
しょくいんとう

）に向
む

け、研修等
けんしゅうとう

を通
と お

した人材
じんざい

育成
いくせい

や連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

を図
はか

ります。 
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3206 精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

を支援
し え ん

するピア活動
かつどう

の推進
すいしん

と普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 【再掲
さいけい

：7303】 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

をしている精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を促進
そ く し ん

するため、ピア（当事者
と う じ し ゃ

）サポ

ーターによる病院
びょういん

訪問等
ほ う も ん と う

を通
つ う

じた長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

患者
か ん じ ゃ

への退院
たいいん

意欲
い よ く

喚起
か ん き

を 行
おこな

います。 

また、精神科
せ い し ん か

医療
い り ょ う

機関
き か ん

病院
びょういん

職員
しょくいん

をはじめとする地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

や地域
ち い き

住民等
じゅうみんとう

に

向
む

けて、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

や障害
しょうがい

理解
り か い

の普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

を充実
じゅうじつ

させます。 

 

3207 精神
せいしん

障 害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム（地域
ち い き

生活
せいかつ

後
ご

の生活
せいかつ

） 

【再掲
さいけい

：4202、4319、5114】（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

精神科
せ い し ん か

病院等
びょういんとう

からの退院後
た い い ん ご

に安心
あんしん

して地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
お く

れるよう、医療
い り ょ う

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

、

住
す

まい、就労
しゅうろう

などの社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

、地域
ち い き

の助
たす

け合
あ

い、普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

、教育等
きょういくとう

が包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

された

「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こ う ち く

」を推進
すいしん

します。 

 
3208 措置

そ ち

入 院 者
にゅういんしゃ

の退院後
た い い ん ご

支援
し え ん

                            （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

精神
せいしん

障害
しょうがい

により自分
じ ぶ ん

を傷
きず

つけたり他人
た に ん

に害
がい

をおよぼすおそれ（自傷
じ し ょ う

他害
た が い

）がある場合
ば あ い

に、都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

のにより入院
にゅういん

措置
そ ち

を 行
おこな

う「措置
そ ち

入院
にゅういん

」等
と う

の退院後
た い い ん ご

に、地域
ち い き

において

自分
じ ぶ ん

らしい生活
せいかつ

を送
お く

ることができるよう、入院中
にゅういんちゅう

から入院者
にゅういんしゃ

の希望
き ぼ う

を踏
ふ

まえた退院後
た い い ん ご

支援
し え ん

計画
け い か く

を策定
さ く て い

し、退院後
た い い ん ご

に安定
あんてい

した生活
せいかつ

を送
お く

れるよう計画
け い か く

に基
も と

づいた支援
し え ん

を 行
おこな

いま

す。 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【厚生

こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく成果
せ い か

目 標
もくひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2026年
ねん

） 

 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
い こ う し ゃ す う

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の減少数
げんしょうかず

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 

【障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】（１か月
げつ

当
あ

たりの見込量
みこみりょう

） 
 指定

し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

 

サービス名
めい

 

現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2024年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2025年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2026年
ねん

） 

 訪問系
ほ うもん けい

サービス     

 居宅
き ょ た く

介護
か い ご

     

 重度
じ ゅ う ど

訪問
ほ う も ん

介護
か い ご
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 同行
ど う こ う

援護
え ん ご

     

 行動
こ う ど う

援護
え ん ご

     

 重度
じ ゅ う ど

障害者等包括
しょうがいしゃとうほうかつ

支援
し え ん

 
    

 日中
にっちゅう

活動系
かつどうけい

サービス     

 生活
せいかつ

介護
か い ご

     

 自立
じ り つ

訓練
く ん れ ん

     

 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

     

 就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ａ型
がた

     

 就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
がた

     

 就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

     

 就労
しゅうろう

選択
せ ん た く

支援
し え ん

     

 療養
りょうよう

介護
か い ご

     

 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（福祉型
ふ く し が た

）     

 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（医療型
い り ょ う が た

）     

 居住系
きょじゅうけい

サービス     

 自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

     

 共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

     

 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

     

 【再掲
さいけい

】指定
し て い

計画
け い か く

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

    

 サービス利用
り よ う

支援
し え ん

     

 継続
け い ぞ く

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

 
    

 地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

     

 地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

     

 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

 地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

によるピアサポーター実
じ つ

活動者数
か つ ど う し ゃ す う

 50人
にん

 

※ピサポーターは精神障
せいしんしょう

がい当事者
と う じ し ゃ

であり、体調等
たいちょうとう

に応
お う

じて活動数
か つ ど うす う

の増減
ぞ うげ ん

があるため、

現状
げんじょう

の数
す う

を維持
い じ

することを目標
もくひょう

とする。 
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４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える福祉
ふ く し

・医療
いりょう

体制
たいせい

づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えていくためには、障害者
しょうがいしゃ

の高齢化
こ う れ い か

や障害
しょうがい

の

重度化
じ ゅ う ど か

、医療的
いりょうてき

ケア児
じ

・者
しゃ

への支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

を踏
ふ

まえ、医療
いりょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

、介護
か い ご

、住
す

ま

い、社会
しゃかい

参加
さ ん か

などが包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

されることに加
くわ

え、ライフステージに応
おう

じた切
き

れ

目
め

のない地域
ち い き

の仕組
し く

みづくりが必要
ひつよう

です。 

県
けん

では、年齢
ねんれい

や 体
からだ

の状態
じょうたい

に関
かか

わらず、誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らす

ことができるよう、在宅
ざいたく

サービスの充実
じゅうじつ

や、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

も受入
う け い

れが可能
か の う

なグルー

プホーム等
とう

の整備
せ い び

を図
はか

るとともに、医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

など、障害
しょうがい

のあ

る子
こ

どもに対
たい

する支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

や、精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステ

ムの更
さら

なる構築
こうちく

に向
む

けた、福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、教育等
きょういくとう

の各分野
か く ぶ ん や

の連携
れんけい

促進
そくしん

に努
つと

めます。 
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（１）障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の整備
せ い び

・充 実
じゅうじつ

と、質
しつ

の向 上
こうじょう

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：医療的
い り ょ う て き

ケア（作業中
さぎょうちゅう

）】 

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

が障害
しょうがい

の程度
て い ど

や種別
し ゅべ つ

にかかわらず、地域
ち い き

でその人
ひ と

らしく暮
く

らしていくためには、

地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

と質
し つ

の向上
こうじょう

が不可欠
ふ か け つ

です。 

とりわけ、医療的
い り ょ う て き

ケアを必要
ひ つ よ う

とする在宅
ざ い た く

の障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

にとって、家族
か ぞ く

のレス

パイト等
と う

による一時的
い ち じ て き

な受入先
うけ い れ さ き

である医療型
い り ょ う が た

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

は重要
じゅうよう

な受
う

け皿
ざ ら

ですが、

看護師等
か ん ご し と う

の確保
か く ほ

が 難
むずか

しい等
と う

の理由
り ゆ う

で、十分
じゅうぶん

な事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

が確保
か く ほ

できていない現状
げんじょう

があり

ます。 

また、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

にとって、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

に必要
ひ つ よ う

な移動
い ど う

支援
し え ん

や、

創作的
そ う さ く て き

活動
かつどう

及
およ

び生産
せいさん

活動
かつどう

の場
ば

は欠
か

かせませんが、これらのサービス等
と う

は市町村
し ち ょ う そ ん

によって

提供
ていきょう

されるため、市町村
し ち ょ う そ ん

の財政力等
ざいせいりょくとう

により、地域
ち い き

格差
か く さ

が生
しょう

じる恐
おそ

れがあります。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：補助犬
ほ じ ょ け ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬法
け ん ほ う

により公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関
き か ん

や店舗
て ん ぽ

などには障害者
しょうがいしゃ

が補助犬
ほ じ ょ け ん

を同伴
ど うは ん

する

際
さい

の受入
う け い

れが義務付
ぎ む づ

けられていますが、店舗等
て ん ぽ と う

から入店
にゅうてん

を断
ことわ

られる事案
じ あ ん

があるなど理解
り か い

は十分
じゅうぶん

とは言
い

えません。4407 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

③：音声
おんせい

機能
き の う

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、疾病等
し っ ぺ い と う

により咽頭
い ん と う

を摘出
てきしゅつ

し音声
おんせい

機能
き の う

を喪失
そ う し つ

した者
もの

に対
たい

し、生活
せいかつ

の質
し つ

を向上
こうじょう

さ

せ、社会
し ゃ かい

復帰
ふ っ き

を促進
そ く し ん

するための発声
はっせい

訓練
く ん れ ん

を 行
おこな

っています。少子
し ょ う し

高齢化
こ う れ い か

の社会
し ゃ かい

情勢
じょうせい

の中
なか

、

特
と く

に高齢
こ うれ い

の喉摘者
こ う て き し ゃ

が社会
し ゃ かい

に参画
さ ん か く

し、活躍
かつやく

していくためにも、音声
おんせい

機能
き の う

習得
しゅうとく

の必要性
ひつようせい

は高
たか

まっています。4104 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

④：オストメイト（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、オストメイト（人工
じ ん こ う

肛門
こ う も ん

・人工
じ ん こ う

膀胱
ぼ う こ う

を造設
ぞうせつ

している人
ひ と

）対
たい

するストーマ用
よ う

装具
そ う ぐ

や

社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

に関
かん

する講習
こうしゅう

を 行
おこな

うことにより、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

しています。 

一方
い っ ぽ う

で、オストメイトへの県民
けんみん

への理解
り か い

が十分
じゅうぶん

とは言
い

えない状況
じょうきょう

であり。引
ひ

き続
つづ

き理解
り か い

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ●20 ●21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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促進
そ く し ん

を進
すす

めていく必要
ひ つ よ う

があります。4104 

 

【高齢
こ うれ い

福祉課
ふ く し か

：生活
せいかつ

支援
し え ん

コーディネーター（作業中
さぎょうちゅう

）】 

市町村
し ち ょ う そ ん

に設置
せ っ ち

され、地域
ち い き

の支
さ さ

え合
あ

い活動
かつどう

を推進
すいしん

する生活
せいかつ

支援
し え ん

コーディネーターについ

ても、地域
ち い き

の課題
か だ い

解決
かいけつ

にあたり障害
しょうがい

福祉
ふ く し

への理解
り か い

が必要
ひ つ よ う

になる場合
ば あ い

がありますが、現状
げんじょう

、

高齢者
こ う れ い し ゃ

への支援
し え ん

のための活動
かつどう

が基本
き ほ ん

のため、障害
しょうがい

への理解
り か い

が十分
じゅうぶん

とは言
い

えない状況
じょうきょう

に

あります。 

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
4101 在宅

ざいたく

サービス等
とう

の充 実
じゅうじつ

         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

に基
も と

づき、家族
か ぞ く

の高齢化
こ う れ い か

や親
おや

が亡
な

くなった後
あ と

も地域
ち い き

で生活
せいかつ

ができるよう、

個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

のニーズ及
およ

び実態
じ っ た い

に応
お う

じて、居宅
き ょ た く

介護
か い ご

、重度
じ ゅ う ど

訪問
ほ う も ん

介護
か い ご

、同行
ど う こ う

援護
え ん ご

、行動
こ う ど う

援護
え ん ご

や、新
あ ら

たなサービスである自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助等
え ん じ ょ と う

の支援
し え ん

を 行
おこな

うとともに、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

及
およ

び

日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の確保等
か く ほ と う

により、在宅
ざ い た く

サービスの量的
りょうてき

・質的
し つ て き

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

4102 医療型
いりょうがた

短期
た ん き

入 所 等
にゅうしょとう

の整備
せ い び

        （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

常時
じ ょ う じ

介護
か い ご

を必要
ひ つ よ う

とする障害者
しょうがいしゃ

が、 自
みずか

らが選択
せ ん た く

する地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるよう、 日中
にっちゅう

及
およ

び

夜間
や か ん

における医療的
い り ょ う て き

ケアを含
ふ く

む支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るとともに、体調
たいちょう

の変化
へ ん か

・支援者
し え ん し ゃ

の

状況等
じょうきょうとう

に応
お う

じて一時的
い ち じ て き

に利用
り よ う

することができる医療型
い り ょ う が た

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

などの整備
せ い び

を進
すす

めます。 

 

4103 自立
じ り つ

訓練
くんれん

サービスの充 実
じゅうじつ

              （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害者
しょうがいしゃ

の身体
しんたい

機能又
き の う ま た

は生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を目的
も く て き

として、利用者
り よ う し ゃ

の障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じた

専門
せんもん

職員
しょくいん

による自立
じ り つ

訓練
く ん れ ん

(機能
き の う

訓練
く ん れ ん

、生活
せいかつ

訓練
く ん れ ん

)を、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

の事業所
じ ぎ ょ う し ょ

において受
う

けら

れるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の量的
りょうてき

・質的
し つ て き

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

4104 日 常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

                 （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

市町村
し ち ょ う そ ん

が実施
じ っ し

する外出
がいしゅつ

のための移動
い ど う

支援
し え ん

、創作的
そ う さ く て き

活動
かつどう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

する

とともに、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひ つ よ う

な便宜
べ ん ぎ

を供与
き ょ う よ

する地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センターの機能
き の う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、

障害者
しょうがいしゃ

の豊
ゆた

かな地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

します。 

また、音声
おんせい

機能
き の う

を喪失
そ う し つ

した者
もの

やオストメイトへの必要
ひ つ よ う

な訓練等
く ん れ ん と う

を 行
おこな

うほか、地域
ち い き

におけ

る社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

促進
そ く し ん

施策
し さ く

を実施
じ っ し

し、障害者等
しょうがいしゃとう

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

します。 
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4105 身体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

補助犬
ほ じ ょ け ん

の給付等
きゅうふとう

               （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するため、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助犬
ほ じ ょ け ん

の給付
き ゅ う ふ

を 行
おこな

いま

す。 

また、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬法
け ん ほ う

に基
も と

づき身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助犬
ほ じ ょ け ん

を使用
し よ う

する身体
しんたい

障害
しょうがい

者
し ゃ

の

施設等
し せ つ と う

の利用
り よ う

の円滑化
え ん か つ か

を図
はか

ります。 

 

4106 補装具
ほ そ う ぐ

の購 入 等
こうにゅうなど

に係
かか

る市町村
しちょうそん

への補助等
ほ じ ょ と う

         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

補装具
ほ そ う ぐ

の購入
こうにゅう

、借受
か り う

け又
ま た

は修理
し ゅ う り

に要
よ う

する費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

や、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

の給付
き ゅ う ふ

・貸与
た い よ

に

関
かん

して市町村
し ち ょ う そ ん

へ補助
ほ じ ょ

を 行
おこな

うとともに、市町村間
し ち ょ う そ ん か ん

の連絡
れ ん ら く

調整
ちょうせい

、市町村
し ち ょ う そ ん

に対
たい

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

そ

の他
た

必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて援助
え ん じ ょ

します。 

 

4107 グループホームの整備
せ い び

促進等
そくしんとう

【再掲
さいけい

：3202、5112】  （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

における居住
きょじゅう

の場
ば

の一
ひ と

つであるグループホームについて、県
けん

では運営費
う ん え い ひ

補助等
ほ じ ょ と う

の支援
し え ん

を通
つ う

じ、市町村
し ち ょ う そ ん

と協力
きょうりょく

して、設置
せ っ ち

・利用
り よ う

の促進
そ く し ん

とサービスの充実
じゅうじつ

を継続
け い ぞ く

して

図
はか

ると共
と も

に、多様
た よ う

なニーズを持
も

つ障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を支援
し え ん

し、特
と く

に、課題
か だ い

である重度
じ ゅ う ど

の障害者
しょうがいしゃ

の受入
う け い

れ・対応
たいおう

が可能
か の う

なグループホームの整備
せ い び

支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

また、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

での生活
せいかつ

の継続
け い ぞ く

に対
たい

する障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やご

家族
か ぞ く

等
と う

の不安
ふ あ ん

を解消
かいしょう

するため、体験的
たいけんてき

な利用
り よ う

の促進等
そ く し ん と う

により住
す

まいの場
ば

の選択肢
せ ん た く し

の拡大
かくだい

に努
つ と

めます。 

 

4108 介護
か い ご

サービスと障 害
しょうがい

サービスの連携
れんけい

   （高齢
こ うれ い

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

同一
どういつ

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

において、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスと障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの両方
りょうほう

を提供
ていきょう

する

「共生型
きょうせいがた

サービス」の普及
ふ き ゅ う

を図
はか

り、高齢者
こ う れ い し ゃ

・障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

とも利用
り よ う

できる事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の選択肢
せ ん た く し

を増
ふ

やし、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

を推進
すいしん

します。 

 

4109 事業者
じぎょうしゃ

への指導
し ど う

・監査
か ん さ

                （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

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

の実現
じつげん

に向
む

けて、サービス利用者
り よ う し ゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

とサービスを 行
おこな

う事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

等
と う

の健全
けんぜん

な育成
いくせい

を図
はか

るため、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

等
と う

に対
たい

して、指定
し て い

基準等
き じ ゅ ん と う

に準
じゅん

じた事業
じ ぎ ょ う

運営
うん え い

を 行
おこな

うよう必要
ひ つ よ う

な指導
し ど う

や監査
か ん さ

を実施
じ っ し

します。 
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4110 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等 情 報
とうじょうほう

公 表
こうひょう

の促進
そくしん

  （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

を提供
ていきょう

する事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

に対
たい

する適切
てきせつ

な苦情
く じ ょ う

解決
かいけつ

の推進
すいしん

、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

に対
たい

する第三者
だ い さ ん し ゃ

評価
ひ ょ う か

の受審
じ ゅ し ん

及
およ

び評価
ひ ょ う か

結果
け っ か

の公表
こうひょう

の促進等
そ く し ん と う

に努
つ と

めます。また、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービ

ス等情報
とうじょうほう

公表
こうひょう

制度
せ い ど

の活用
かつよう

により、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

を利用
り よ う

する障害者等
しょうがいしゃとう

が個々
こ こ

のニー

ズに応
お う

じて良質
りょうしつ

なサービスを選択
せ ん た く

できるようにするとともに、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

によるサービスの質
し つ

の

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

4111 処遇
しょぐう

改善
かいぜん

への取組
と り く

み                 （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の現場
げ ん ば

で 働
はたら

く職員
しょくいん

の賃金
ちんぎん

水準
すいじゅん

は他業種
た ぎ ょ う し ゅ

に比
く ら

べるとまだ十分
じゅうぶん

ではないため、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス報酬
ほうしゅう

に上乗
う わ の

せする「処遇
し ょ ぐ う

改善
かいぜん

加算
か さ ん

」を事業所
じ ぎ ょ う し ょ

が取得
し ゅ と く

できるように、

加算
か さ ん

取得
し ゅ と く

を支援
し え ん

するセミナーや個別
こ べ つ

相談
そ う だ ん

を実施
じ っ し

し、職員
しょくいん

の待遇
た い ぐ う

改善
かいぜん

を確実
か く じ つ

に進
すす

めるとと

もに、共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

を支
さ さ

える人材
じんざい

の確保
か く ほ

を促進
そ く し ん

します。 

 

4112 事業所間
じぎょうしょかん

の連携
れんけい

と支援者
し え ん し ゃ

の資質
し し つ

向 上
こうじょう

の促進
そくしん

        （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害
しょうがい

団体
だんたい

が実施
じ っ し

する事業所向
じ ぎ ょ う し ょ む

け研修等
けんしゅうとう

に係
かか

る経費
け い ひ

を補助
ほ じ ょ

し、各事業所間
か く じ ぎ ょ う し ょ か ん

の連携
れんけい

と

支援者
し え ん し ゃ

の資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

ります。図
はか

る 

 

4113 生活
せいかつ

支援
し え ん

コーディネーターの活躍
かつやく

促進
そくしん

                     （高齢
こ うれ い

福祉課
ふ く し か

） 

生活
せいかつ

支援
し え ん

コーディネーターが、高齢者
こ う れ い し ゃ

の支援
し え ん

だけでなく、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

の

課題
か だ い

に寄
よ

り添
そ

った支
さ さ

え合
あ

い活動
かつどう

を推進
すいしん

できるよう、研修等
けんしゅうとう

による資質
し し つ

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 
障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス報酬
ほうしゅう

の「処遇
し ょ ぐ う

改善
かいぜん

加算
か さ ん

」の届出
とどけで

をする事業所
じ ぎ ょ う し ょ

・施設
し せ つ

の割合
わりあい

 

82.6% 

（2022年
ねん

） 

95％ 

（2029年
ねん

） 

 
【厚生

こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく活動
かつどう

指標
しひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 見込量
みこみりょう

 

 

県等
け ん と う

が実施
じ っ し

する指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
ご と

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び

指定
し て い

障害児通所
し ょ う が い じ つ う し ょ

支援事
し え ん ご と

業者等
ぎょうしゃとう

に対
たい

する指導
し ど う

監査
か ん さ

結果
け っ か

を関係
かんけい

自治体
じ ち た い

と共有
きょうゆう

する回数
かいすう

 

〇回
まるかい

 

（2022年
ねん

） 

〇
まる

 回
かい

 

（2029年
ねん

） 
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 （１）障害
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サービス等
と う

の整備
せ い び

・充実
じゅうじつ
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【障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】（１か月
げつ

当
あ

たりの見込量
みこみりょう

） 
 指定

し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

 

サービス名
めい

 

現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2024年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2025年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2026年
ねん

） 

 【再掲
さいけい

】訪問系
ほ うもん けい

サービス 

 居宅
き ょ た く

介護
か い ご

     

 重度
じ ゅ う ど

訪問
ほ う も ん

介護
か い ご

     

 同行
ど う こ う

援護
え ん ご

     

 行動
こ う ど う

援護
え ん ご

     

 重度
じ ゅ う ど

障害者等包括
しょうがいしゃとうほうかつ

支援
し え ん

 
    

 【再掲
さいけい

】日中
にっちゅう

活動系
かつどうけい

サービス 

 生活
せいかつ

介護
か い ご

     

 自立
じ り つ

訓練
く ん れ ん

     

 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

     

 就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ａ型
がた

     

 就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
がた

     

 就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

     

 就労
しゅうろう

選択
せ ん た く

支援
し え ん

     

 療養
りょうよう

介護
か い ご

     

 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（福祉型
ふ く し が た

）     

 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

（医療型
い り ょ う が た

）     

 【再掲
さいけい

】居住系
きょじゅうけい

サービス 

 自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

     

 共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

     

 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

     

 【再掲
さいけい

】指定
し て い

計画
け い か く

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

    

 サービス利用
り よ う

支援
し え ん

     

 継続
け い ぞ く

サービス利用
り よ う

支援
し え ん

 
    

 地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

     

 地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん
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▶ 小柱
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 （１）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

と、質
しつ

の向上
こうじょう

 

 

 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 見込量
みこみりょう

 

 オストメイト社会
し ゃ かい

適応
て き お う

訓練
く ん れ ん

事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

か所数
し ょ す う

 16 か所
し ょ

 

 音声
おんせい

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

発生
はっせい

訓練
く ん れ ん

講習会
こうしゅうかい

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 84回
かい

 

 基幹
き か ん

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センター連絡会
れんらくかい

の開催
かいさい

回数
かいすう

（回
かい

/年
と し

） ２回
かい

 

 障害者
しょうがいしゃ

社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

推進
すいしん

センターにおける講習会
こうしゅうかい

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 ６回
かい

 

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助犬
ほ じ ょ け ん

の給付者数
き ゅ う ふ し ゃ す う

 ５人
にん

 

※各年度
か く ね ん ど

の見込量
み こ み り ょ う
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（２）地域
ち い き

における支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
【障 害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

（作 業 中
さぎょうちゅう

）】 
神奈川
か な が わ

県内
けんない

に 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

は 、 市町村
し ち ょ う そ ん

（ 全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

に 設置済
せ っ ち す み

） 、 障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふ く し け ん い き

、県
けん

の３層
そ う

構造
こ う ぞ う

の体制
たいせい

で設置
せ っ ち

しており、地域
ち い き

課題
か だ い

を神奈川
か な が わ

県内
けんない

で共有
きょうゆう

できる

仕組
し く

みを形成
けいせい

しています。 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

は、自治体
じ ち た い

職員
しょくいん

や、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の職員
しょくいん

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の職員
しょくいん

、

当事者
と う じ し ゃ

の方等
か た と う

、様々
さまざま

な方
かた

が委員
い い ん

として参画
さ ん か く

し、それぞれの立場
た ち ば

から議題
ぎ だ い

に関
かん

して意見
い け ん

を出
だ

し合
あ

い、誰
だれ

でも暮
く

らしやすい地域
ち い き

を目指
め ざ

すことを目的
も く て き

としています。 

 
【障害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスは、市町村
し ち ょ う そ ん

が実施
じ っ し

主体
し ゅ た い

となり、国
く に

と県
けん

が

その費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を負担
ふ た ん

していますが、一部
い ち ぶ

のサービスには国
く に

の定
さ だ

めた負担
ふ た ん

上限額
じょうげんがく

があり、

上限
じょうげん

を超過
ち ょ う か

した費用
ひ よ う

は市町村
し ち ょ う そ ん

の負担
ふ た ん

となるため、市町村
し ち ょ う そ ん

の財政
ざいせい

を圧迫
あ っ ぱ く

する要因
よ うい ん

となって

います。全国
ぜ ん こ く

一律
いち りつ

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスだけでは、支援
し え ん

が行
ゆ

き届
と ど

かないとの意見
い け ん

もある中
なか

、

市町村
し ち ょ う そ ん

が地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
お う

じて実施
じ っ し

する地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

では、市町村
し ち ょ う そ ん

の財政力等
ざいせいりょくとう

の違
ちが

いにより、受
う

けられるサービスに地域
ち い き

格差
か く さ

が生
しょう

じるとの懸念
け ね ん

も示
し め

されているところです。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

③：にも包括
ほうかつ

（協議
き ょ う ぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

）（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、精神
せいしん

障害
しょうがい

の有無
う む

や程度
て い ど

にかかわらず、誰
だれ

もが安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らすことが

できるよう、医療
い り ょ う

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

、住
す

まい、就労
しゅうろう

などの社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

、地域
ち い き

の助
たす

け合
あ

い、普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

や教育
きょういく

などが包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

された「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの

構築
こ う ち く

」を推進
すいしん

してきました。 

第
だい

６期
き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
け い か く

では、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までに精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の生活圏域
せいかつけんいき

である全
ぜん

33

市
し

町村
ちょうそん

に「協議
き ょ う ぎ

の場
ば

」が設置
せ っ ち

されることを目指
め ざ

してきましたが、完了
かんりょう

しませんでした。 

引
ひ

き続
つづ

き、全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

における協議
き ょ う ぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

を目指
め ざ

すとともに、保健所等
ほ け ん じ ょ と う

が設置
せ っ ち

した

協議
き ょ う ぎ

の場
ば

との役割
や く わ り

分担
ぶんたん

を図
はか

りながら、あらゆる分野
ぶ ん や

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

して、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

していきます。4202 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ●5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ●23 ●24 ●25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）地域
ち い き

における支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
4201 地域

ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点等
きょてんとう

の整備
せ い び

              （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

を進
すす

めるために、各市町村
か く し ち ょ う そ ん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点等
き ょ て ん と う

の

整備
せ い び

状況
じょうきょう

を把握
は あ く

するとともに、整備
せ い び

が進
すす

んでいる市町村
し ち ょ う そ ん

の情報
じょうほう

など、整備
せ い び

に有効
ゆ う こ う

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

います。また、単独
た ん ど く

で地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点等
き ょ て ん と う

の整備
せ い び

が困難
こんなん

な市町村
し ち ょ う そ ん

に対
たい

しては、

市町村間
し ち ょ う そ ん か ん

での必要
ひ つ よ う

な調整
ちょうせい

の支援
し え ん

を 行
おこな

うための協議
き ょ う ぎ

の場
ば

の設置等
せ っ ち と う

を支援
し え ん

します。 

 

4202 精神
せいしん

障 害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム（協議
きょうぎ

の場
ば

の設置
せ っ ち

） 

【再掲
さいけい

：3207、4319、5114】（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

精神
せいしん

障害
しょうがい

を有
ゆ う

する方等
か た と う

の日常
にちじょう

生活圏域
せいかつけんいき

である市町村
し ち ょ う そ ん

において、地域
ち い き

生活
せいかつ

に関
かん

する

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

が 行
おこな

われる必要
ひ つ よ う

があることから、保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

・福祉
ふ く し

関係者等
か ん け い し ゃ と う

による協議
き ょ う ぎ

の場
ば

を

県内
けんない

全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

に設置
せ っ ち

します。協議
き ょ う ぎ

の場
ば

や個別
こ べ つ

支援
し え ん

における協働等
きょうどうとう

を通
つ う

じて、医療
い り ょ う

機関
き か ん

、

地域
ち い き

援助事
え ん じ ょ じ

業者
ぎょうしゃ

、当事者
と う じ し ゃ

・ピアサポーター等
と う

との重層的
じゅうそうてき

な連携
れんけい

による支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

を

推進
すいしん

します。 

また、保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

及
およ

び同
ど う

センターは、市町村
し ち ょ う そ ん

との協働
きょうどう

により精神
せいしん

障害
しょうがい

を有
ゆ う

する

方等
か た と う

のニーズや、地域
ち い き

の課題
か だ い

を共有化
き ょ う ゆ う か

した上
う え

で、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こ う ち く

を推進
すいしん

しま

す。 

 

4203 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

における地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

強化
きょうか

 （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

においては、医療的
い り ょ う て き

ケアや強度
き ょ う ど

行動
こ う ど う

障害
しょうがい

など、専門性
せんもんせい

の高
たか

い入所
にゅうしょ

支援
し え ん

機能
き の う

に加
く わ

え、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

や相談
そ う だ ん

支援
し え ん

など、専門的
せんもんてき

支援力
し え ん り ょ く

を活
い

かして地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える

拠点
き ょ て ん

機能
き の う

を充実
じゅうじつ

・強化
き ょ う か

します。 

とりわけ、県立
けんりつ

施設
し せ つ

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、 再
ふたた

び

地域
ち い き

に帰
かえ

れるようにする「通過型
つ う か が た

施設
し せ つ

」としての役割
や く わ り

を担
にな

っていきます。 

 

4204 中 核 的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う拠点
きょてん

の整備
せ い び

           （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

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、通過型
つ う か か た

施設
し せ つ

として、地域
ち い き

住民
じゅうみん

や民間
みんかん

事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

と連携
れんけい

しなが

ら、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

の幅
はば

を広
ひろ

げ、率先
そ っ せん

して地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を進
すす

めるとともに、福祉
ふ く し

科学
か が く

研究
けんきゅう

・

人材
じんざい

育成
いくせい

を通
つ う

じて、当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

の普及
ふ き ゅ う

に取
と

り組
く

みます。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）地域
ち い き

における支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 

 

4205 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

の促進
そくしん

及
およ

び活動
かつどう

の推進
すいしん

    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

を促進
そ く し ん

し、その運営
うん え い

の活性化
か っ せ い か

を図
はか

ることにより、当事者
と う じ し ゃ

参画
さ ん か く

を促進
そ く し ん

するとともに、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を緊密化
き ん み つ か

し、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
お う

じた相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

4206 地域間
ち い き か ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスにおける格差
か く さ

の均衡
きんこう

 

（共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

、 障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

指定
し て い

にあたっては、市町村
し ち ょ う そ ん

意見
い け ん

の聴取等
ちょうしゅとう

の仕組
し く

みを

導入
どうにゅう

し、地域
ち い き

のニーズ等
と う

に応
お う

じたサービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の指定
し て い

を促進
そ く し ん

します。 

 

4207 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

と啓発
けいはつ

 【再掲
さいけい

：1301】    （共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりの選択
せ ん た く

に基
も と

づく生活
せいかつ

を実現
じつげん

していくため、厚生
こ うせ い

労働省
ろうどうしょう

から示
し め

された

「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の提供
ていきょう

に係
かか

る意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

ガイドライン」や県
けん

が作成
さ く せ い

した

「神奈川県版
か な が わ け ん ば ん

意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

ガイドライン」の普及
ふ き ゅ う

を図
はか

るとともに、これらを活用
かつよう

した研修
けんしゅう

プ

ログラム、事例
じ れ い

共有等
きょうゆうとう

を通
と お

して、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス従事者等
じ ゅ う じ し ゃ と う

の意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

を実践
じ っ せ ん

する

ために必要
ひ つ よ う

な基礎的
き そ て き

な知識
ち し き

や技術
ぎ じ ゅ つ

の向上
こうじょう

のための取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

 あわせて、ご家族
か ぞ く

や施設
し せ つ

職員
しょくいん

など障害者
しょうがいしゃ

を支
さ さ

える方々
かたがた

のさらなる理解
り か い

を深
ふか

めるため、

意思
い し

決定
け っ て い

支援
し え ん

の意義
い ぎ

や内容
な い よ う

について説明
せつめい

する機会
き か い

を設
も う

けるなど、積極的
せっきょくてき

な啓発
けいはつ

活動
かつどう

を

行
おこな

います。 

 

4208 市町村等
しちょうそんとう

への支援
し え ん

と事業者
じぎょうしゃ

指導
し ど う

（障害
しょうがい

サービス課
か

） 

市町村
し ち ょ う そ ん

や事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

への適切
てきせつ

な支援等
し え ん と う

を通
つ う

じ、個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

のニーズ及
およ

び実態
じ っ た い

に応
お う

じ

たサービス提供
ていきょう

や地域間
ち い き か ん

のサービス格差
か く さ

の解消
かいしょう

を実現
じつげん

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）地域
ち い き

における支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 

 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【厚生

こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく成果
せ い か

目 標
もくひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2026年
ねん

） 

 
地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点等
き ょ て ん と う

のコーディネーター、担当者
た ん と う し ゃ

の

配置等
は い ち と う

の各種
か く し ゅ

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

した市町村数
し ち ょ う そ ん す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 
地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点等
き ょ て ん と う

の運用
う ん よ う

状況
じょうきょう

の検証
けんしょう

及
およ

び検討
け ん と う

の回数
かいすう

 
〇回
まるかい

 〇回
まるかい

 

 
強度
き ょ う ど

行動
こ う ど う

障害
しょうがい

を有
ゆ う

する者
し ゃ

に関
かん

し、支援
し え ん

ニーズを把握
は あ く

し支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

をしている市町村数
し ち ょ う そ ん す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 
【厚生

こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく活動
かつどう

指標
しひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2026年
ねん

） 

 
各市町村
か く し ち ょ う そ ん

における地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点等
き ょ て ん と う

の整備
せ い び

状況
じょうきょう

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点等
き ょ て ん と う

のコーディネーター配置
は い ち

人数
にんずう

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 
 
【指定

し て い

障 害 者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の必要
ひつよう

入 所
にゅうしょ

定員
ていいん

総数
そうすう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2026年
ねん

） 

 指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の必要
ひ つ よ う

定員
ていいん

総数
そ う す う

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 
【指定

し て い

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

施設等
し せ つ と う

の必要
ひつよう

入 所
にゅうしょ

定員
ていいん

総数
そうすう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2026年
ねん

） 

 指定
し て い

障害児
し ょ う が い じ

入所
にゅうしょ

施設等
し せ つ と う

の必要
ひ つ よ う

定員
ていいん

総数
そ う す う

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 上記
じ ょ う き

のうち福祉型
ふ く し が た

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 上記
じ ょ う き

のうち医療型
い り ょ う が た

及
およ

び指定
し て い

発達
はったつ

支援
し え ん

医療
い り ょ う

機関
き か ん

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

 
 
 
 
 

（３）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞   

私
わたし

たちが地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすには、たとえ病気
び ょ う き

を負
お

ったとしても、誰
だれ

もが 身近
み ぢ か

に医療
い り ょ う

を受
う

けることができる体制
たいせい

を整
ととの

えることがとても重要
じゅうよう

です。 

県
けん

では、障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で適切
てきせつ

に医療
い り ょ う

を受
う

けることが出来
で き

るよう、保健
ほ け ん

や医療
い り ょ う

、 

福祉
ふ く し

などの関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、次
つぎ

のように様々
さまざま

な施策
し さ く

を推進
すいしん

しています。 

ここでは、主
し ゅ

に①健康
け ん こ う

増進
ぞ う し ん

、②口腔
こ う く う

ケア（歯科
し か

診療
しんりょう

）、③小児期
し ょ う に き

医療
い り ょ う

、④周産期
し ゅ う さ ん き

医療
い り ょ う

、⑤

精神
せいしん

障害
しょうがい

、⑥難病
なんびょう

、⑦感染症
かんせんしょう

対策
た い さ く

の７つに分
わ

けて、現状
げんじょう

と課題
か だ い

を整理
せ い り

しています。 

 

【健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

③：健康
け ん こ う

増進
ぞ う し ん

に向
む

けた計画
け い か く

の策定
さ く て い

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

かながわ健康
け ん こ う

プラン２１」は、健康
け ん こ う

増進法
ぞ う し ん ほ う

第
だい

８条
じょう

第
だい

１項
こ う

に規定
き て い

される都道府県
と ど う ふ け ん

健康
け ん こ う

増進
ぞ う し ん

計画
け い か く

で、現在
げんざい

、第
だい

２次
じ

計画
け い か く

（平成
へいせい

25年
ねん

から令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）を推進
すいしん

しています。 

令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

に公表
こうひょう

した最終
さいしゅう

評価
ひ ょ う か

では、目標
もくひょう

「平均
へいきん

寿命
じゅみょう

の延伸
え ん しん

の増加分
ぞ う か ぶ ん

を上回
うわ ま わ

る

健康
け ん こ う

寿命
じゅみょう

の延伸
え ん しん

をはかる」と「県内
けんない

の各地域
か く ち い き

の健康
け ん こ う

格差
か く さ

の縮小
しゅくしょう

をはかる」は、いずれも

目標
もくひょう

に達
た っ

していないため、それぞれの背景
はいけい

要因
よ うい ん

を踏
ふ

まえ、効果的
こ う か て き

な取組
と り く

みを検討
け ん と う

していき

ます。 

また、生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

に関
かん

する指標
し ひ ょ う

や、生活
せいかつ

習慣病
しゅうかんびょう

に関連
かんれん

する指標
し ひ ょ う

に改善
かいぜん

が認
み と

められない

項目
こ う も く

が多
おお

いため、将来
しょうらい

、各疾病
か く し っ ぺ い

の指標
し ひ ょ う

が悪化
あ っ か

することが懸念
け ね ん

され、引
ひ

き続
つづ

き、多
おお

くの

関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

して取組
と り く

みを充実
じゅうじつ

させていくとともに、個々人
こ こ じ ん

の背景
はいけい

に応
お う

じた取組
と り く

みや、

自然
し ぜ ん

に健康
け ん こ う

になれる環境
かんきょう

づくり等
と う

も強化
き ょ う か

し、県民
けんみん

の生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

改善
かいぜん

を 促
うなが

していきます。4802 

 

【健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

①：口腔
こ う く う

ケア（作業中
さぎょうちゅう

）】 

健康
け ん こ う

寿命
じゅみょう

の延伸
え ん しん

に向
む

けて未病
み び ょ う

の見
み

える化等
か と う

を通
つ う

じ、疾病
し っ ぺ い

の早期
そ う き

発見
は っ けん

や未病
み び ょ う

の改善
かいぜん

を

図
はか

る必要
ひ つ よ う

があります。 

例
た と

えば 「口
く ち

から食
た

べる」ことは、その人
ひ と

の生活
せいかつ

の質
し つ

を高
たか

めます。 

県
けん

では、障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

の健康
け ん こ う

維持
い じ

・増進
ぞ う し ん

の取組
と り く

みのひとつとして、市町村
し ち ょ う そ ん

と連携
れんけい

して、

「障害児等
し ょ う が い じ な ど

の食
た

べ方
かた

の発達
はったつ

支援
し え ん

」や「口腔
こ う く う

機能
き の う

の発育
は つい く

を 促
うなが

す支援
し え ん

」を 行
おこな

うとともに、

歯科
し か

医療
い り ょ う

従事者
じ ゅ う じ し ゃ

や関係者
かんけいしゃ

対象
たいしょう

の相談
そ う だ ん

事業等
じ ぎ ょ う と う

を 行
おこな

い、摂食
せっしょく

機能
き の う

の発達
はったつ

支援
し え ん

体制
たいせい

の推進
すいしん

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

を図
はか

ることで、口腔
こ う く う

管理
か ん り

を支援
し え ん

する体制
たいせい

を整備
せ い び

し、口腔
こ う く う

ケアに関
かか

わる職種
しょくしゅ

の人材
じんざい

育成
いくせい

や、

地域
ち い き

における連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

を進
すす

め、口腔
こ う く う

管理
か ん り

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでいます。 

また、障害者
しょうがいしゃ

や要介護者
よ う か い ご し ゃ

の口腔
こ う く う

機能
き の う

の維持
い じ

・向上
こうじょう

のためには、定期的
て い き て き

な歯科
し か

検診
け んし ん

を受
う

けられるような歯科
し か

診療
しんりょう

の体制
たいせい

整備
せ い び

といった取組
と り く

みや要介護者
よ う か い ご し ゃ

のオーラルフレイル対策
た い さ く

が

重要
じゅうよう

です。4605 

なお、障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

への歯科
し か

診療
しんりょう

の体制
たいせい

整備
せ い び

には、診療
しんりょう

に従事
じ ゅ う じ

する人材
じんざい

の育成
いくせい

や高度
こ う ど

な

診療
しんりょう

を 行
おこな

う地域
ち い き

の中核的
ちゅうかくてき

な歯科
し か

診療所
しんりょうしょ

（二次
に じ

診療
しんりょう

機関
き か ん

）の確保
か く ほ

が必要
ひ つ よ う

であり、県
けん

では

県歯科
け ん し か

医師会
い し か い

と連携
れんけい

し、歯科
し か

医師
い し

を対象
たいしょう

とした障害
しょうがい

の理解
り か い

を深
ふか

め、より高度
こ う ど

で専門性
せんもんせい

の

高
たか

い歯科
し か

医師
い し

の養成
よ うせ い

を目的
も く て き

とした研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

しています。 

あわせて、圏域
けんいき

単位
た ん い

での二次
に じ

診療
しんりょう

機関
き か ん

の運営
うん え い

支援
し え ん

を 行
おこな

っています。 

 

【健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

②：小児期
し ょ う に き

支援
し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

は身体
しんたい

発育
は つい く

、精神
せいしん

発達
はったつ

の面
めん

で大
おお

きく変化
へ ん か

する時期
じ き

であり、言語
げ ん ご

発達
はったつ

、運動
う ん ど う

機能
き の う

、視聴覚等
し ち ょ う か く と う

の障害
しょうがい

、疾病
し っ ぺ い

を早期
そ う き

に発見
は っ けん

し、早期
そ う き

療養
りょうよう

、早期
そ う き

療育
りょういく

を図
はか

る必要
ひ つ よ う

がありま

す。 

生後
せ い ご

、間
ま

もなくに実施
じ っ し

する先天性
せんてんせい

代謝
た い し ゃ

異常等検査
い じ ょ う と う け ん さ

及
およ

び新生児
し ん せ い じ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

、３歳
さい

児健康診査
じ け ん こ う し ん さ

の際
さい

に実施
じ っ し

する屈折
く っ せ つ

検査
け ん さ

機器
き き

を用
も ち

いた視覚
し か く

検査
け ん さ

により、障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
は っ けん

し、

早期
そ う き

治療
ち り ょ う

、早期
そ う き

療育
りょういく

へと結
むす

びつけることがねらいです。 

先天性
せんてんせい

代謝
た い し ゃ

異常等検査
い じ ょ う と う け ん さ

は、検査
け ん さ

費用
ひ よ う

の全額
ぜんがく

公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

で実施
じ っ し

しており、県内
けんない

で生
う

まれた

ほとんどの新生児
し ん せ い じ

が検査
け ん さ

を受検
じ ゅ け ん

していますが、新生児
し ん せ い じ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

は、市町村
し ち ょ う そ ん

の公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

が、全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

で実施
じ っ し

されておらず、また、公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

を受
う

けられても受診者
じ ゅ し ん し ゃ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

が生
しょう

じており、受検率
じ ゅ け ん り つ

が全国
ぜ ん こ く

平均
へいきん

を下回
し た ま わ

っているといった課題
か だ い

があります。 

また、視覚
し か く

検査
け ん さ

は、家庭
か て い

での一次
い ち じ

検査
け ん さ

で弱視
じ ゃ く し

の 疑
うたが

いがあった児
こ

のみに対
たい

して、屈折
く っ せ つ

検査
け ん さ

機器
き き

を用
も ち

いた二次
に じ

検査
け ん さ

を実施
じ っ し

している市町村
し ち ょ う そ ん

が多
おお

く、弱視
じ ゃ く し

の見逃
み の が

しが発生
はっせい

している

可能性
か の う せ い

があり、全
すべ

ての幼児
よ う じ

への屈折
く っ せ つ

検査
け ん さ

機器
き き

を用
も ち

いた検査
け ん さ

の実施
じ っ し

を推進
すいしん

していく必要
ひ つ よ う

が

あります。 

医学
い が く

の進歩
し ん ぽ

により医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

や小児
し ょ う に

慢性
まんせい

特定
と く て い

疾病児等
し っ ぺ い じ と う

の長期
ち ょ う き

療養児
り ょ う よ う じ

が増加
ぞ う か

して   

おり、長期
ち ょ う き

療養児
り ょ う よ う じ

やその家族
か ぞ く

は心身
し ん し ん

の負担
ふ た ん

が大
おお

きいため、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した継続的
け い ぞ く て き

な

支援
し え ん

が重要
じゅうよう

である。4801・470３ 

 

【県立
け んり つ

病院課
びょういんか

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

利用者
り よ う し ゃ

サービスの更
さ ら

なる向上
こうじょう

を図
はか

るため、看護師
か ん ご し

をはじめとし、良質
りょうしつ

な人材
じんざい

の確保
か く ほ

・

定着
ていちゃく

を図
はか

るとともに、利用者
り よ う し ゃ

の視点
し て ん

に立
た

った施設
し せ つ

運営
うん え い

に努
つ と

める。  
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らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

 

【医療課
い り ょ う か

①：周産期
し ゅ う さ ん き

救 急
きゅうきゅう

医療
い り ょ う

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では「神奈川県
か な が わ け ん

周産期
し ゅ う さ ん き

救 急
きゅうきゅう

医療
い り ょ う

システム」を運用
う ん よ う

することで、ハイリスク妊婦
に ん ぷ

から

新生児
し ん せ い じ

まで、24時間
じ か ん

対応
たいおう

できる体制
たいせい

を確保
か く ほ

しています。県
けん

の出生数
しゅっしょうすう

は減少
げんしょう

傾向
け い こ う

にあり、

分娩
ぶんべん

取 扱
とりあつかい

施設数
し せ つ す う

も減少
げんしょう

している一方
い っ ぽ う

で、今後
こ ん ご

もハイリスク分娩
ぶんべん

や医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

は

一定数
い っ て い す う

あることが見込
み こ

まれます。 

そのため、今後
こ ん ご

も安心
あんしん

して子
こ

どもを産
う

み、育
そだ

てる環境
かんきょう

づくりを推進
すいしん

するため、どのように

周産期
し ゅ う さ ん き

救 急
きゅうきゅう

医療
い り ょ う

を安定的
あんていてき

に運用
う ん よ う

させていくかが課題
か だ い

として挙
あ

げられます。4801 

 

【医療課
い り ょ う か

②：体制
たいせい

整備
せ い び

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県民
けんみん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

えるには、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの推進
すいしん

が必要
ひ つ よ う

であり、在宅
ざ い た く

医療
い り ょ う

を中心
ちゅうしん

にその地域
ち い き

における医師
い し

、歯科
し か

医師
い し

、薬剤師
や く ざ い し

、看護師
か ん ご し

などの医療
い り ょ う

関係者
かんけいしゃ

の連携
れんけい

強化
き ょ う か

を図
はか

る必要
ひ つ よ う

があります。 

さらに、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

や地域
ち い き

づくりにも結
むす

び付
つ

くよう関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

も強化
き ょ う か

し、“住
す

み慣
な

れ

た地域
ち い き

で誰
だれ

もが尊重
そんちょう

され、その人
ひ と

らしい生活
せいかつ

が実現
じつげん

できるよう地域
ち い き

で支
さ さ

える”体制
たいせい

整備
せ い び

が

求
も と

められています。4803 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

①・がん疾
し つ

：精神
せいしん

障害
しょうがい

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

精神
せいしん

疾患
し っ か ん

は、近年
きんねん

その患者数
か ん じ ゃ す う

が急増
きゅうぞう

しており、令和
れ い わ

２年
ねん

患者
か ん じ ゃ

調査
ち ょ う さ

によると、全国
ぜ ん こ く

の

総患者数
そ う か ん じ ゃ す う

は 623万
ま ん

９千人
せんにん

で、平成
へいせい

29年
ねん

の前回
ぜんかい

調査時
ち ょ う さ じ

の 426万
ま ん

１千人
せんにん

から大
おお

きく増加
ぞ う か

し

ています。本県
ほんけん

の総患者数
そ う か ん じ ゃ す う

は、令和
れ い わ

２年
ねん

患者
か ん じ ゃ

調査
ち ょ う さ

によると 45万
ま ん

９千人
せんにん

で、平成
へいせい

29年
ねん

の 36

万
ま ん

５千人
せんにん

から増加
ぞ う か

しています。 

県内
けんない

の患者数
か ん じ ゃ す う

の増加
ぞ う か

傾向
け い こ う

を踏
ふ

まえ、保健
ほ け ん

、医療
い り ょ う

、福祉
ふ く し

、雇用
こ よ う

、教育
きょういく

など多方面
た ほ う め ん

から、ここ

ろの健康
け ん こ う

の維持
い じ

増進
ぞ う し ん

や、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

の相談
そ う だ ん

体制
たいせい

を強化
き ょ う か

し、必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて医療
い り ょ う

や関係
かんけい

機関等
き か ん と う

へのつながるように連携
れんけい

していく必要
ひ つ よ う

があります。 

地域
ち い き

でサポートするため、精神
せいしん

疾患
し っ か ん

やメンタルヘルス等
と う

の知識
ち し き

について、普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

を

実施
じ っ し

し、精神
せいしん

疾患
し っ か ん

の予防
よ ぼ う

、重症化
じゅうしょうか

予防
よ ぼ う

、再発
さいはつ

予防
よ ぼ う

を図
はか

ることが重要
じゅうよう

です。4508 

また、相談
そ う だ ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に当
あ

たっては、県民
けんみん

にとって身近
み ぢ か

な市町村
し ち ょ う そ ん

で精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

相談
そ う だ ん

を 受
う

けられ、複雑
ふくざつ

困難
こんなん

な事例
じ れ い

には県
けん

が実施
じ っ し

している専門
せんもん

相談
そ う だ ん

や訪問
ほ う も ん

支援
し え ん

も活用
かつよう

するな

どの、重層的
じゅうそうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こ う ち く

する必要
ひ つ よ う

があります。4504 

精神
せいしん

疾患
し っ か ん

の中
なか

には、専門的
せんもんてき

な治療
ち り ょ う

を要
よ う

する疾患
し っ か ん

があり、治療
ち り ょ う

を必要
ひ つ よ う

とする精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が、どの医療
い り ょ う

機関
き か ん

に受診
じ ゅ し ん

すればよいのか明確
めいかく

にし、治療
ち り ょ う

を担
にな

える医療
い り ょ う

機関
き か ん

から精神
せいしん

疾患
し っ か ん

の普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

や、他
ほか

の医療
い り ょ う

機関
き か ん

との連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

を進
すす

めていく必要
ひ つ よ う

があります。4502 
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おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

 

県内
けんない

の精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における入院
にゅういん

期間
き か ん

１年
ねん

以上
い じ ょ う

の患者数
か ん じ ゃ す う

は、令和
れ い わ

４年
ねん

６月
がつ

末時点
ま つ じ て ん

で

6,593人
にん

となり、前年
ぜんねん

同時期
ど う じ き

から 115名
めい

減少
げんしょう

していますが、このうち 65歳
さい

以上
い じ ょ う

の割合
わりあい

は

増加
ぞ う か

しており、半数超
はんすうちょう

の 3,710人
にん

が 65歳
さい

以上
い じ ょ う

となっていることからも、入院
にゅういん

患者
か ん じ ゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

を一層
い っ そ う

推進
すいしん

するとともに、入院
にゅういん

している患者
か ん じ ゃ

の人権
じ んけ ん

に配慮
は い り ょ

した治療
ち り ょ う

が 行
おこな

われるよう

な医療
い り ょ う

体制
たいせい

を確保
か く ほ

する必要
ひ つ よ う

があります。4509 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：にも包括
ほうかつ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

本県
ほんけん

では、精神
せいしん

障害
しょうがい

の有無
う む

や程度
て い ど

にかかわらず、誰
だれ

もが安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らすこと

ができるよう、医療
い り ょ う

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

、住
す

まい、就労
しゅうろう

などの社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

、地域
ち い き

の助
たす

け合
あ

い、

普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

や教育
きょういく

などが包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

された「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステ

ムの構築
こ う ち く

」を推進
すいしん

してきました。このシステムは、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

や精神
せいしん

保健
ほ け ん

（メンタルヘルス）

上
じょう

の課題
か だ い

を抱
かか

えた者等
ものなど

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

えるものです。 

また、入院
にゅういん

患者
か ん じ ゃ

の中
なか

には、症状
しょうじょう

が落
お

ち着
つ

いても、地域
ち い き

で暮
く

らすための受
う

け皿
ざ ら

となる社会
し ゃ かい

資源
し げ ん

の不足
ふ そ く

や、地域
ち い き

生活
せいかつ

に必要
ひ つ よ う

な条件
じょうけん

が整
ととの

わないことなどから退院
たいいん

することが 難
むずか

しい人
ひ と

がおり、県
けん

では、こうした方
かた

が地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

できるように、引
ひ

き続
つづ

き精神
せいしん

障害
しょうがい

に対応
たいおう

した

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の従事者
じ ゅ う じ し ゃ

の養成
よ うせ い

や、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の実施
じ っ し

主体
し ゅ た い

である市町村
し ち ょ う そ ん

と連携
れんけい

し、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

としたグループホームの充実等
じゅうじつとう

に取
と

り組
く

んできました。 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が、ライフステージに応
お う

じて 自
みずか

ら生活
せいかつ

の場
ば

を選択
せ ん た く

し、地域
ち い き

でその人
ひ と

らしく暮
く

らせる社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

には、精神
せいしん

症状
しょうじょう

が悪化
あ っ か

した際
さい

の急性期
き ゅ う せ い き

医療
い り ょ う

を含
ふ く

む精神科
せ い し ん か

医療
い り ょ う

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備等
せ い び と う

とともに、地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するためのしくみが必要
ひ つ よ う

です。4503、4507 

また、入院中
にゅういんちゅう

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

をさらに進
すす

めるためには、市町村
し ち ょ う そ ん

を含
ふ く

めた、保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

・福祉
ふ く し

の連携
れんけい

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
き ょ う か

を図
はか

り、よりきめ細
こ ま

かい支援
し え ん

の提供
ていきょう

に向
む

け

て、「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こ う ち く

」を促進
そ く し ん

していく必要
ひ つ よ う

がありま

す。4507 

入院
にゅういん

期間
き か ん

１年
ねん

以上
い じ ょ う

の患者
か ん じ ゃ

のうち、65 歳以上
さ い い じ ょ う

の割合
わりあい

が増加
ぞ う か

していることからも、地域
ち い き

移行
い こ う

や地域
ち い き

生活
せいかつ

を 考
かんが

える上
う え

では、障害
しょうがい

分野
ぶ ん や

と介護
か い ご

分野
ぶ ん や

の連携
れんけい

が重要
じゅうよう

です。4507 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

③：自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
い り ょ う

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
い り ょ う

については、障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

を総合的
そ う ご う て き

に支援
し え ん

するため

の法律
ほ う り つ

に基
も と

づき、医療費
い り ょ う ひ

の自己
じ こ

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

する制度
せ い ど

になります。 

増加
ぞ う か

傾向
け い こ う

のある自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
い り ょ う ひ

に対
たい

し適切
てきせつ

に本人
ほんにん

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

し、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と

社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

します。4601 
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【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

④：重度
じ ゅ う ど

障害者等
しょうがいしゃとう

への医療費
い り ょ う ひ

助成
じ ょ せ い

】 

重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

医療
い り ょ う

給付
き ゅ う ふ

事業費
じ ぎ ょ う ひ

補助
ほ じ ょ

については、重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

の健康
け ん こ う

の保持
ほ じ

及
およ

び増進
ぞ う し ん

を図
はか

るため、医療費
い り ょ う ひ

の自己
じ こ

負担分
ふ た ん ぶ ん

を補助
ほ じ ょ

している市町村
し ち ょ う そ ん

に補助
ほ じ ょ

を 行
おこな

っています。 

この補助
ほ じ ょ

の対象者
たいしょうしゃ

は、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

１・２級
きゅう

、IQ35以下
い か

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

３級
きゅう

でかつ IQ50

以下
い か

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

１級
きゅう

の重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

（精神
せいしん

障害
しょうがい

は通院
つういん

のみ）としています。一方
い っ ぽ う

、一部
い ち ぶ

の

県内
けんない

市町村
し ち ょ う そ ん

では、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

2級
きゅう

の方
かた

を対象者
たいしょうしゃ

に加
く わ

えるなど県
けん

の対象者
たいしょうしゃ

よりも独自
ど く じ

に

対象者
たいしょうしゃ

を広
ひろ

げて補助
ほ じ ょ

をしている市町村
し ち ょ う そ ん

が見
み

られます。 

こうした現状
げんじょう

を踏
ふ

まえ、本県
ほんけん

では、地域間
ち い き か ん

のサービス水準
すいじゅん

の格差
か く さ

是正
ぜ せ い

に向
む

け、国
く に

の責任
せきにん

において、身体
しんたい

・知的
ち て き

・精神
せいしん

の重度
じ ゅ う ど

障害者等
しょうがいしゃとう

への医療費
い り ょ う ひ

助成
じ ょ せ い

の統一的
と う い つ て き

な公費
こ う ひ

負担
ふ た ん

制度
せ い ど

を

創設
そ うせ つ

するよう要望
よ う ぼ う

しています。 

 

 【がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

：難病
なんびょう

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

原因
げんいん

が不明
ふ め い

で、治療
ち り ょ う

方法
ほ う ほ う

が確立
か く り つ

していない、いわゆる「難病
なんびょう

」のうち、原因
げんいん

究明
きゅうめい

や治療
ち り ょ う

方法
ほ う ほ う

の解明等
かいめいとう

を目的
も く て き

として、厚生
こ うせ い

労働省
ろうどうしょう

が定
さ だ

めた 338疾患
し っ か ん

を対象
たいしょう

に、医療費
い り ょ う ひ

の給付
き ゅ う ふ

を

行
おこな

っており、県内
けんない

の受給者
じゅきゅうしゃ

は令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

末現在
まつげんざい

、６万人
まんにん

を超
こ

えています。 

難病
なんびょう

は、長期
ち ょ う き

の療養
りょうよう

を必要
ひ つ よ う

としますが、疾病
し っ ぺ い

の適切
てきせつ

な管理
か ん り

を継続
け い ぞ く

すれば日常
にちじょう

生活
せいかつ

や

学業
がくぎょう

・職業
しょくぎょう

生活
せいかつ

が可能
か の う

であるものもあり、患者
か ん じ ゃ

の状況
じょうきょう

や必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

の状況
じょうきょう

が多様
た よ う

です。 

県
けん

では、医療費
い り ょ う ひ

の給付
き ゅ う ふ

のほか、在宅
ざ い た く

の難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

の受入
う け い

れ病 床
びょうしょう

を確保
か く ほ

し、在宅
ざ い た く

で療養
りょうよう

する患者
か ん じ ゃ

を介護
か い ご

する家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

るレスパイト事業
じ ぎ ょ う

や、在宅
ざ い た く

難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

の

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

と患者
か ん じ ゃ

の生活
せいかつ

の質
し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、地域
ち い き

における訪問
ほ う も ん

相談
そ う だ ん

事業
じ ぎ ょ う

や

医療
い り ょ う

相談
そ う だ ん

事業等
じ ぎ ょ う と う

を実施
じ っ し

しています。また、患者
か ん じ ゃ

を多方面
た ほ う め ん

から支援
し え ん

するため、各地域
か く ち い き

に

「難病
なんびょう

対策
た い さ く

地域協
ち い き き ょ う

議会
ぎ か い

」を設置
せ っ ち

することにより、医療
い り ょ う

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、労働等
ろ う ど う と う

の各機関
か く き か ん

との

情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や、連携
れんけい

を図
はか

っています。 

難病
なんびょう

の多様性
た よ う せ い

、希少性
き し ょ う せ い

のため、患者
か ん じ ゃ

はもとより医療
い り ょ う

従事者
じ ゅ う じ し ゃ

であっても、どの医療
い り ょ う

機関
き か ん

を

受診
じ ゅ し ん

（紹介
しょうかい

）すれば早期
そ う き

に正
ただ

しい判断
はんだん

をつけられるかがわかりづらく、医療
い り ょ う

機関
き か ん

の全国的
ぜ ん こ く て き

な連携
れんけい

、医療
い り ょ う

提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

が必要
ひ つ よ う

です。 

患者
か ん じ ゃ

の状況
じょうきょう

が多様
た よ う

で、必要
ひ つ よ う

とする支援
し え ん

も多様
た よ う

であるため、関係
かんけい

各機関
か く き か ん

との連携
れんけい

強化
き ょ う か

、

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が必要
ひ つ よ う

です。 
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＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
4301 障 害

しょうがい

・疾病
しっぺい

の早期
そ う き

発見
はっけん

と早期
そ う き

療 育
りょういく

 

（いのち・未来
み ら い

戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

、医療
い り ょ う

危機
き き

対策本
たいさくぼん

部室
ぶ し つ

、医療課
い り ょ う か

、健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

） 

周産期
し ゅ う さ ん き

医療
い り ょ う

・小児
し ょ う に

医療
い り ょ う

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させることにより乳幼児
に ゅ う よ う じ

に対
たい

する健康診査
け ん こ う し ん さ

、保健
ほ け ん

指導
し ど う

を適切
てきせつ

に実施
じ っ し

するとともに、これらの機会
き か い

の活用
かつよう

により、疾病等
し っ ぺ い と う

の早期
そ う き

発見
は っ けん

及
およ

び

治療
ち り ょ う

、早期
そ う き

療養
りょうよう

を図
はか

ります。また、障
しょう

がいの早期
そ う き

発見
は っ けん

と早期
そ う き

療育
りょういく

を図
はか

るとともに、療育
りょういく

に

知見
ち け ん

と経験
けいけん

を有
ゆ う

する医療
い り ょ う

専門職
せんもんしょく

を育成
いくせい

します。 

 

4302 未病
みびょう

の改善
かいぜん

           （いのち・未来
み ら い

戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

、健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

） 

生活
せいかつ

習慣病
しゅうかんびょう

とその合併症
がっぺいしょう

の発症
はっしょう

や症状
しょうじょう

の進展等
し ん て ん と う

を抑
お さ

えるため、栄養
え い よ う

・食生活
しょくせいかつ

、身体
しんたい

活動
かつどう

・運動
う ん ど う

、休養
きゅうよう

・こころの健康
け ん こ う

づくり、飲酒
い ん し ゅ

、喫煙
きつえん

及
およ

び歯
は

・口腔
こ う く う

の健康
け ん こ う

に関
かん

する生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

の改善
かいぜん

、医療
い り ょ う

連携
れんけい

体制
たいせい

の推進
すいしん

、健康診査
け ん こ う し ん さ

・保健
ほ け ん

指導等
し ど う と う

に取
と

り組
く

むことにより、県民
けんみん

の健康
け ん こ う

の増進
ぞ う し ん

と、未病
み び ょ う

の改善
かいぜん

を図
はか

ります。 

また、未病
み び ょ う

指標
し ひ ょ う

及
およ

び未病
み び ょ う

ブランド等
と う

の地域
ち い き

展開
てんかい

により、未病
み び ょ う

の見
み

える化
か

（現在
げんざい

の未病
み び ょ う

の

状態
じょうたい

や将来
しょうらい

の疾病
し っ ぺ い

リスクの見
み

える化
か

）を進
すす

めるとともに、地域
ち い き

の健康
け ん こ う

課題
か だ い

の解決
かいけつ

に寄与
き よ

す

る産学公連携
さ ん が く こ うれ ん け い

プロジェクト（教育
きょういく

・研究
けんきゅう

機関
き か ん

、民間
みんかん

企業
き ぎ ょ う

、行政
ぎょうせい

の連携
れんけい

）を推進
すいしん

します。 

さらに、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

プログラムなどの最先端
さいせんたん

技術
ぎ じ ゅ つ

・サービス等
と う

の介入
かいにゅう

により未病
み び ょ う

改善
かいぜん

を進
すす

めます。 

 

4303 在宅
ざいたく

医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

                      （医療課
い り ょ う か

） 

専門
せんもん

医療
い り ょ う

機関
き か ん

、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

における医療
い り ょ う

機関
き か ん

及
およ

び在宅
ざ い た く

における医療
い り ょ う

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

と関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を促進
そ く し ん

します。 

 

4304 保健
ほ け ん

サービスの充 実
じゅうじつ

と合 併 症
がっぺいしょう

に対
たい

する医療
いりょう

の確保
か く ほ

（医療
い り ょ う

危機
き き

対策本
たいさくぼん

部室
ぶ し つ

） 

障害者
しょうがいしゃ

の健康
け ん こ う

の保持
ほ じ

・増進
ぞ う し ん

を図
はか

るため、福祉
ふ く し

サービスと連携
れんけい

した保健
ほ け ん

サービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

また、障害
しょうがい

に起因
き い ん

して合併
がっぺい

しやすい疾患
し っ か ん

、外傷
がいしょう

、感染症等
かんせんしょうとう

の防止
ぼ う し

と、これらを合併
がっぺい

した際
さい

の障害
しょうがい

及
およ

び合併症
がっぺいしょう

に対
たい

して適切
てきせつ

な医療
い り ょ う

を確保
か く ほ

します。 
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４305 リハビリテーション医療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

         （県立
けんりつ

病院課
びょういんか

、医療課
い り ょ う か

） 

神奈川県
か な が わ け ん

総合
そ う ご う

リハビリテーションセンターは、県内
けんない

のリハビリテーション医療
い り ょ う

の拠点
き ょ て ん

施設
し せ つ

として、医療
い り ょ う

と福祉
ふ く し

との連携
れんけい

のもと早期
そ う き

の社会
し ゃ かい

復帰
ふ っ き

を目指
め ざ

したリハビリテーション医療
い り ょ う

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

４306 歯科
し か

保健
ほ け ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

） 

歯科
し か

疾患
し っ か ん

の早期
そ う き

発見
は っ けん

・早期
そ う き

治療
ち り ょ う

のための口腔
こ う く う

管理
か ん り

や歯科
し か

検診
け んし ん

を受
う

ける機会
き か い

の提供
ていきょう

の

必要性
ひつようせい

について、障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

へ普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

するとともに、保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

の人材
じんざい

育成
いくせい

、連携
れんけい

強化
き ょ う か

、歯科
し か

診療
しんりょう

施設
し せ つ

の設備等
せ つ び と う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

への歯科
し か

診療
しんりょう

、オーラルフレイル対策
た い さ く

、歯科
し か

保健
ほ け ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を促進
そ く し ん

します。 

 

4307 精神
せいしん

保健
ほ け ん

医療
いりょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

              （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

多種多様
た し ゅ た よ う

な精神
せいしん

疾患
し っ か ん

に対応
たいおう

するため、県内
けんない

の患者
か ん じ ゃ

の動向
ど う こ う

、医療
い り ょ う

資源
し げ ん

・連携等
れ ん けい と う

の現状
げんじょう

把握
は あ く

に努
つ と

め、県民
けんみん

に分
わ

かりやすい精神
せいしん

疾患
し っ か ん

の医療
い り ょ う

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

医療
い り ょ う

体制
たいせい

の整備
せ い び

にあたっては、精神
せいしん

疾患
し っ か ん

と身体
しんたい

疾患
し っ か ん

を併発
へいはつ

している身体
しんたい

合併症
がっぺいしょう

の医療
い り ょ う

体制
たいせい

の整備
せ い び

や、専門的
せんもんてき

治療
ち り ょ う

を要
よ う

する精神
せいしん

疾患
し っ か ん

治療
ち り ょ う

の拠点
き ょ て ん

となる医療
い り ょ う

機関
き か ん

の整備
せ い び

を進
すす

め

ます。 

 

4308 精神科
せ い し ん か

救 急
きゅうきゅう

システムの整備
せ い び

            （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

様々
さまざま

な救 急
きゅうきゅう

ニーズに対応
たいおう

できる精神科
せ い し ん か

救 急
きゅうきゅう

システムを整備
せ い び

し、適切
てきせつ

な精神
せいしん

医療
い り ょ う

提供
ていきょう

体制
たいせい

や相談
そ う だ ん

機能
き の う

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

4309 訪問
ほうもん

指導
し ど う

の実施
じ っ し

                  （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

県民
けんみん

が精神的
せいしんてき

健康
け ん こ う

を保持
ほ じ

できるよう、精神
せいしん

障害者等
しょうがいしゃとう

を対象
たいしょう

とした専門医
せ ん も ん い

による相談
そ う だ ん

及
およ

び訪問
ほ う も ん

指導
し ど う

、福祉職
ふ く し し ょ く

、保健師
ほ け ん し

による随時
ず い じ

の訪問
ほ う も ん

指導
し ど う

を関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら実施
じ っ し

しま

す。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

 

4310 健康
けんこう

づくり対策
たいさく

の推進
すいしん

               （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

学校
が っ こ う

におけるこころの健康
け ん こ う

づくり推進
すいしん

体制
たいせい

の強化
き ょ う か

や職場
し ょ く ば

におけるメンタルヘルス対策
た い さ く

の

推進
すいしん

、地域
ち い き

におけるこころの健康
け ん こ う

づくり体制
たいせい

の整備等
せ い び と う

により、県民
けんみん

のこころの健康
け ん こ う

づくり

対策
た い さ く

を推進
すいしん

します。 

また、うつ病等
びょうとう

の精神
せいしん

疾患
し っ か ん

の予防
よ ぼ う

及
およ

び早期
そ う き

発見
は っ けん

・早期
そ う き

治療
ち り ょ う

につなぐ体制
たいせい

整備
せ い び

を図
はか

り、

適切
てきせつ

に支援
し え ん

します。 

 

4311 適正
てきせい

な精神
せいしん

医療
いりょう

の確保
か く ほ

               （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

精神
せいしん

医療
い り ょ う

における人権
じ んけ ん

の確保
か く ほ

を図
はか

るため、国
く に

の「精神
せいしん

医療
い り ょ う

審査会
し ん さ か い

運営
うん え い

マニュアル」に

基
も と

づき、精神
せいしん

医療
い り ょ う

審査会
し ん さ か い

の運営
うん え い

を 行
おこな

い、入院届等
にゅういんとどけとう

の届出
とどけで

書類
し ょ る い

や、入院
にゅういん

患者等
か ん じ ゃ と う

から請求
せいきゅう

のあった退院
たいいん

請求
せいきゅう

及
およ

び処遇
し ょ ぐ う

改善
かいぜん

請求
せいきゅう

を適正
てきせい

かつ迅速
じ ん そ く

に審査
し ん さ

します。また、県
けん

及
およ

び政令市
せ い れ い し

では、精神科
せ い し ん か

医療
い り ょ う

機関
き か ん

に 赴
おもむ

き、診療録
しんりょうろく

の検査
け ん さ

や病棟内
びょうとうない

の巡視
じ ゅ ん し

を通
つ う

じて、適正
てきせい

な医療
い り ょ う

が

提供
ていきょう

されているかを確認
か く にん

する精神科
せ い し ん か

病院
びょういん

実地
じ っ ち

指導
し ど う

・実地
じ っ ち

審査
し ん さ

を実施
じ っ し

します。 

 

4312 相談
そうだん

、医療
いりょう

、在宅
ざいたく

療 養
りょうよう

支援
し え ん

            （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

に対
たい

し、総合的
そ う ご う て き

な相談
そ う だ ん

・支援
し え ん

や地域
ち い き

における受入
う け い

れ病院
びょういん

の確保
か く ほ

を図
はか

るととも

に、在宅
ざ い た く

療養上
りょうようじょう

の適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

うことにより、安定
あんてい

した療養
りょうよう

生活
せいかつ

の確保
か く ほ

と難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

の生活
せいかつ

の質
し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

4313 難 病
なんびょう

患者
かんじゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 【再掲
さいけい

：3106】  （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

の療養上
りょうようじょう

、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

での悩
なや

みや不安等
ふ あ ん と う

の解消
かいしょう

を図
はか

るとともに、難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

の様々
さまざま

なニーズに対応
たいおう

したきめ細
こ ま

やかな相談
そ う だ ん

や支援
し え ん

を通
つ う

じて地域
ち い き

における難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

支援
し え ん

対策
た い さ く

を推進
すいしん

するため、かながわ難病
なんびょう

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センターを中心
ちゅうしん

とした、様々
さまざま

な関係
かんけい

機関
き か ん

と

連携
れんけい

し、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

における相談
そ う だ ん

・支援
し え ん

や地域
ち い き

交流
こうりゅう

活動
かつどう

の

促進
そ く し ん

を図
はか

ります。 

 

4314 小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

児童等
じ ど う と う

の自立
じ り つ

支援
し え ん

、および相談
そうだん

支援
し え ん

体制等
たいせいとう

の充 実
じゅうじつ

 

（健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

、 子
こ

ども家庭課
か て い か

） 

幼少期
よ う し ょ う き

から慢性
まんせい

疾病
し っ ぺ い

に罹患
り か ん

しているため、長期
ち ょ う き

にわたり療養
りょうよう

が必要
ひ つ よ う

な児童
じ ど う

やその

家族等
か ぞ く と う

からの相談
そ う だ ん

に応
お う

じ、必要
ひ つ よ う

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

及
およ

び助言
じ ょ げ ん

を 行
おこな

います。 

あわせて、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
お う

じた相談
そ う だ ん

支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させるなど、将来
しょうらい

に向
む

けた社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

へ

の自立
じ り つ

に向
む

け、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

や環境
かんきょう

調整
ちょうせい

促進
そ く し ん

を図
はか

ります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

 

4315 医療費
い り ょ う ひ

（自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
い り ょ う ひ

）の支給
しきゅう

     （子
こ

ども家庭課
か て い か

、 障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

を総合的
そ う ご う て き

に支援
し え ん

するための法律
ほ う り つ

に基
も と

づき、障害者等
しょうがいしゃとう

の心身
し ん し ん

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

の軽減
けいげん

を図
はか

り、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活又
せいかつまた

は社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むために必要
ひ つ よ う

な医療
い り ょ う

について、自立
じ り つ

支援
し え ん

医療費
い り ょ う ひ

を支給
し き ゅ う

します。 

 

4316 医療費
い り ょ う ひ

（重度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

医療費
い り ょ う ひ

）の補助
ほ じ ょ

           （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

重度
じ ゅ う ど

障害者等
しょうがいしゃとう

の福祉
ふ く し

の増進
ぞ う し ん

を図
はか

るため、重度
じ ゅ う ど

障害者等
しょうがいしゃとう

の医療費
い り ょ う ひ

の自己
じ こ

負担分
ふ た ん ぶ ん

を助成
じ ょ せ い

する市町村
し ち ょ う そ ん

に対
たい

し、補助
ほ じ ょ

します。 

 

4317 医療費
い り ょ う ひ

（難 病 等
なんびょうとう

の医療費
い り ょ う ひ

）の助成
じょせい

         （がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

難病
なんびょう

患者等
か ん じ ゃ と う

の医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

るため、医療
い り ょ う

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

所持
し ょ じ

患者
か ん じ ゃ

に対
たい

し保険
ほ け ん

適用
て き よ う

の医療費
い り ょ う ひ

の自己
じ こ

負担額
ふ た ん が く

の一部
い ち ぶ

を助成
じ ょ せ い

します。 

 

4318 医療費
い り ょ う ひ

（小児
しょうに

慢性
まんせい

特定
とくてい

疾病
しっぺい

医療費
い り ょ う ひ

）の助成
じょせい

        （子
こ

ども家庭課
か て い か

） 

児童
じ ど う

福祉法等
ふ く し ほ う と う

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほ う り つ

に基
も と

づく小児
し ょ う に

慢性
まんせい

特定
と く て い

疾病
し っ ぺ い

児童等
じ ど う と う

の健全
けんぜん

育成
いくせい

の観点
かんてん

から、その疾病
し っ ぺ い

に罹患
り か ん

している患児
か ん じ

家庭
か て い

の医療費
い り ょ う ひ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

るため、医療
い り ょ う

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

を所持
し ょ じ

する保護者等
ほ ご し ゃ と う

に対
たい

し、保険
ほ け ん

適用
て き よ う

の医療費
い り ょ う ひ

の自己
じ こ

負担額
ふ た ん が く

の一部
い ち ぶ

を助成
じ ょ せ い

し

ます。 

 

4319 精神
せいしん

障 害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こうちく

（医療等
いりょうとう

との連携
れんけい

） 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

精神
せいしん

障害
しょうがい

の有無
う む

や程度
て い ど

にかかわらず、誰
だれ

もが安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らすことができるよ

う、医療
い り ょ う

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

、住
す

まい、就労
しゅうろう

などの社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

、地域
ち い き

の助
たす

け合
あ

い、普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

、

教育等
きょういくとう

が包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

された「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こ う ち く

」を 

目指
め ざ

し、推進
すいしん

します。 

 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における入院
にゅういん

需要
じ ゅ よ う

（患者数
か ん じ ゃ す う

） 
11,670人

にん

 

（2022年
ねん

） 

11,051人
にん

 

（2029年
ねん

） 

 訪問
ほ う も ん

診療
しんりょう

を実施
じ っ し

している診療所
しんりょうじょ

・病院数
びょういんすう

 1,467 か所
し ょ

 前年度比増
ぜ ん ね ん ど ひ ぞ う
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

（2020年
ねん

） 

 訪問
ほ う も ん

歯科
し か

診療
しんりょう

を実施
じ っ し

している診療所
しんりょうじょ

・病院数
びょういんすう

 
1,416 か所

し ょ

 

（2020年
ねん

） 
前年度比増
ぜ ん ね ん ど ひ ぞ う

 

 
障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における定期的
て い き て き

な歯科
し か

検診
け んし ん

の

実施率
じ っ し り つ

 

77.5％ 

（2020年
ねん

） 
前年度比増
ぜ ん ね ん ど ひ ぞ う

 

 難病
なんびょう

医療
い り ょ う

協力
きょうりょく

病院
びょういん

の設置数
せ っ ち す う

 
26 か所

し ょ

 

（2022年
ねん

） 

31 か所
し ょ

 

（2029年
ねん

） 

 脳血管
の うけっ かん

疾患
し っ か ん

の年齢
ねんれい

調整
ちょうせい

死亡率
し ぼ う り つ

（人口
じ ん こ う

10万人
まんにん

対
たい

） 
〇
まる

％ 

（2022年
ねん

） 
前年度比増
ぜ ん ね ん ど ひ ぞ う

 

 
【厚生

こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく成果
せ い か

目 標
もくひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2026年
ねん

） 

 精神障
せいしんしょう

がい者
し ゃ

の精神
せいしん

病 床
びょうしょう

から退院後
た い い ん ご

１年
ねん

以内
い な い

の

地域
ち い き

における平均
へいきん

生活
せいかつ

日数
に っ す う

 

327.3 日
み っ か

 331.5日
にち

 

 精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における１年
ねん

以上
い じ ょ う

の長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

患者数
か ん じ ゃ す う

（65

歳
さい

以上
い じ ょ う

） 

3,710人
にん

 3,362人
にん

 

 精神
せいしん

病 床
びょうしょう

における１年
ねん

以上
い じ ょ う

の長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

患者数
か ん じ ゃ す う

（65

歳
さい

未満
み ま ん

） 

2,883人
にん

 2,735人
にん

 

 精神
せいしん

病 床
びょうしょう

への入院後
に ゅ うい んご

、早期
そ う き

に退院
たいいん

する人
ひ と

の割合
わりあい

 

（入院後
に ゅ うい んご

３か月
げつ

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

） 

60.1％ 68.9% 

 〃 （６か月
げつ

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

） 80.2% 84.5% 

 〃 （１年
ねん

時点
じ て ん

の退院率
たいいんりつ

） 89.4% 91.0% 

 
【厚生

こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく活動
かつどう

指標
しひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2026年
ねん

） 

 
市町村
し ち ょ う そ ん

における精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケ

アシステム構築
こ う ち く

にかかる協議
き ょ う ぎ

の場
ば

の設置数
せ っ ち す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 
市町村
し ち ょ う そ ん

ごとの保健
ほ け ん

、医療
い り ょ う

及
およ

び福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

による協議
き ょ う ぎ

の場
ば

の一年間
いちねんかん

の開催
かいさい

回数
かいすう

 
〇回
まるかい

 〇回
まるかい

 

 
協議
き ょ う ぎ

の場
ば

における保健
ほ け ん

、医療
い り ょ う

、福祉
ふ く し

、介護
か い ご

、当事者
と う じ し ゃ

及
およ

び家族等
か ぞ く と う

の関係者
かんけいしゃ

ごとの参加者数
さ ん か し ゃ す う

 
〇人
まるにん

 〇人
まるにん
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

施策
し さ く

の推進
すいしん

 

 

 協議
き ょ う ぎ

の場
ば

における目標
もくひょう

設定
せってい

及
およ

び評価
ひ ょ う か

の実施
じ っ し

回数
かいすう

 〇回
まるかい

 〇回
まるかい

 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

の年間
ねんかん

の実利用者数
じ つ り よ う し ゃ す う

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の年間
ねんかん

の実利用者数
じ つ り よ う し ゃ す う

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

の年間
ねんかん

の実利用者数
じ つ り よ う し ゃ す う

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

の年間
ねんかん

の実利用者数
じ つ り よ う し ゃ す う

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

訓練
く ん れ ん

の年間
ねんかん

の実利用者数
じ つ り よ う し ゃ す う

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

訓練
く ん れ ん

の年間
ねんかん

の実利用者数
じ つ り よ う し ゃ す う

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 精神
せいしん

病 床
びょうしょう

からの退院後
た い い ん ご

の行
い

き先
さ き

別
べつ

の退院
たいいん

患者数
か ん じ ゃ す う

 〇人
まるにん

 〇人
まるにん

 

 
 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

 県酒害
けんさけがい

相談員
そうだんいん

研修
けんしゅう

 回数
かいすう

 １回
かい

 

 県酒害
けんさけがい

相談員
そうだんいん

地区別一般
ち く べ つ い っ ぱ ん

研修会
けんしゅうかい

 回数
かいすう

 20回
かい

 

 障害者
しょうがいしゃ

歯科
し か

診療
しんりょう

における一次
い ち じ

・二次
に じ

医療
い り ょ う

担当者
た ん と う し ゃ

研修
けんしゅう

参加者数
さ ん か し ゃ す う

 350人
にん
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 
 
 
 
 

（４）障 害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：聴覚
ちょうかく

障害児
し ょ う が い じ

支援
し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

聴覚
ちょうかく

障害児
し ょ う が い じ

の支援
し え ん

について、保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

においては新生児
し ん せ い じ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

体制
たいせい

の整備
せ い び

、教育
きょういく

においては特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

の乳幼児
に ゅ う よ う じ

相談
そ う だ ん

や幼稚部
よ う ち ぶ

による療育
りょういく

、福祉
ふ く し

においては県聴覚
けんちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センターでの相談
そ う だ ん

支援等
し え ん と う

や各療育
かくりょういく

機関
き か ん

による療育等
りょういくとう

をそれぞれの関係
かんけい

機関
き か ん

が実施
じ っ し

しているのが現状
げんじょう

です。その一方
い っ ぽ う

で、難聴
なんちょう

は早期
そ う き

に発見
は っ けん

し、速
すみ

やかに療育
りょういく

や教育
きょういく

に

つなげることが重要
じゅうよう

とされています。 

平成
へいせい

４年
ねん

２月
がつ

に厚生
こ うせ い

労働省
ろうどうしょう

から「難聴児
な ん ち ょ う じ

の早期
そ う き

発見
は っ けん

・早期
そ う き

療育
りょういく

のための基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

」が

発出
はっしゅつ

され、県
けん

では、障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
け い か く

において、難聴児
な ん ち ょ う じ

支援
し え ん

のための中核的
ちゅうかくてき

機能
き の う

を有
ゆ う

する

体制
たいせい

を令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

までに確保
か く ほ

することとされています。 

そこで、県
けん

では、令和
れ い わ

４年
ねん

12月
がつ

からのモデル事業
じ ぎ ょ う

を開始
か い し

し、県聴覚
けんちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

センター

に中核
ちゅうかく

機能
き の う

を設置
せ っ ち

しています。そこでは、家族
か ぞ く

支援
し え ん

として、療育
りょういく

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

に関
かん

する相談
そ う だ ん

支援
し え ん

、聴覚
ちょうかく

障害児
し ょ う が い じ

や家族
か ぞ く

同士
ど う し

が交流
こうりゅう

する場
ば

として家族
か ぞ く

教室等
きょうしつとう

の取組
と り く

みを 行
おこな

っています。 

こうした取組
と り く み

により、これまで以上
い じ ょ う

に、新生児
し ん せ い じ

聴覚
ちょうかく

検査等
け ん さ と う

で見
み

つけられない聴覚
ちょうかく

障害児
し ょ う が い じ

の把握
は あ く

、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した速
すみ

やかな対応
たいおう

が求
も と

められています。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：発達
はったつ

（療育
りょういく

）支援
し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

障害児
し ょ う が い じ

の発達
はったつ

を 促
うなが

し、社会
し ゃ かい

で自立
じ り つ

して生活
せいかつ

できるように支援
し え ん

する療育
りょういく

支援
し え ん

の中
なか

で、

医学的
い が く て き

な知見
ち け ん

を有
ゆ う

する専門性
せんもんせい

の高
たか

い支援
し え ん

は、これまで県立
けんりつ

総合
そ う ご う

療育
りょういく

相談
そ う だ ん

センターを中心
ちゅうしん

に実施
じ っ し

してきましたが、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支援
し え ん

を受
う

けたいという家族等
か ぞ く と う

からの要望
よ う ぼ う

に対応
たいおう

する

とともに、居住
きょじゅう

する地域
ち い き

にかかわらず、等
ひ と

しく適切
てきせつ

な療育
りょういく

支援
し え ん

を受
う

けられる体制
たいせい

づくりが

課題
か だ い

となっています。 

また、人工
じ ん こ う

呼吸器
こ き ゅ う き

による呼吸
こ き ゅ う

管理
か ん り

や喀痰
か く たん

吸引
きゅういん

などの医療的
い り ょ う て き

ケアを日常的
にちじょうてき

に必要
ひ つ よ う

とする

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

しては、令和
れ い わ

３年
ねん

９月
がつ

に施行
し こ う

された「医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

及
およ

びそ

の家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」において、切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を 行
おこな

うことが地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

として規定
き て い

されており、医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

やその家族等
か ぞ く と う

からの相談
そ う だ ん

に応
お う

じる医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

支援
し え ん

センターの運営
うん え い

を始
は じ

め、医療
い り ょ う

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、労働等
ろ う ど う と う

の多分野
た ぶ ん や

にわたる

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ●20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
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 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

総合
そ う ご う

的
て き

な支援
し え ん

を 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【医療課
い り ょ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

の抱
かか

える課題
か だ い

は、保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

・福祉
ふ く し

・保育
ほ い く

・教育
きょういく

など多分野
た ぶ ん や

にわたっており、

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

が地域
ち い き

において包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

を受
う

けられるようにするためには、それぞれの

関係
かんけい

機関
き か ん

と医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

（ご家族
か ぞ く

を含
ふ く

む）をつなぐ者
もの

の存在
そんざい

が必要
ひ つ よ う

です。（4905）  

 

【子
こ

ども家庭課
か て い か

①：重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児
し ょ う が い じ

の在宅
ざ い た く

生活
せいかつ

支援
し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児
し ょ う が い じ

やその家族
か ぞ く

が社会
し ゃ かい

で孤立
こ り つ

することがないよう、児童
じ ど う

相談所
そ う だ ん じ ょ

の

専門性
せんもんせい

や支援
し え ん

メニューを活用
かつよう

し、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

った相談
そ う だ ん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

していますが、 

障害児
し ょ う が い じ

やその家族
か ぞ く

を支
さ さ

えるための児童
じ ど う

相談所
そ う だ ん じ ょ

の専門性
せんもんせい

や支援
し え ん

メニューにおいて、重要
じゅうよう

な

役割
や く わ り

を担
にな

う心理判
し ん り は ん

定員
ていいん

の雇用
こ よ う

が思
お も

うように進
すす

んでいない現状
げんじょう

があります。4906 

なお、県立
けんりつ

の障害児
し ょ う が い じ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

では、コロナ 禍
わざわい

により短期
た ん き

入所
にゅうしょ

の受入
うけいれ

が一時期
い ち じ き

中断
ちゅうだん

し

ていましたが、昨年度
さ く ね ん ど

の後半
こ う は ん

より新規
し ん き

登録者
と う ろ く し ゃ

の見学
け ん が く

を再開
さいかい

しています。 

 

【子
こ

ども家庭課
か て い か

②：入所
にゅうしょ

児童
じ ど う

への支援
し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県立
けんりつ

子
こ

ども自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターにおいて、乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

、学齢期等
が く れ い き と う

子
こ

どもの発達
はったつ

に合
あ

わ

せた心理
し ん り

・医療等
い り ょ う と う

の専門的
せんもんてき

ケアを 行
おこな

っています。 

今後
こ ん ご

も発達
はったつ

段階
だんかい

に合
あ

わせた、適切
てきせつ

な心理
し ん り

・医療等
い り ょ う と う

の専門的
せんもんてき

ケアを 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

がある。４９０

８ 

 

【子
こ

ども家庭課
か て い か

③：障害児等
し ょ う が い じ な ど

への給付
き ゅ う ふ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

法律
ほ う り つ

に基
も と

づき、心身
し ん し ん

に重度又
じ ゅ う ど ま た

は中度
ち ゅ う ど

の障害
しょうがい

のある、２０歳
さい

未満
み ま ん

の児童
じ ど う

の父又
ち ち ま た

は母
はは

がそ

の障害児
し ょ う が い じ

を監護
か ん ご

するとき、あるいは障害児
し ょ う が い じ

と同居
ど う き ょ

して監護
か ん ご

し、その生計
せいけい

を維持
い じ

する養育者
よ う い く し ゃ

に、特別
と く べ つ

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

を支給
し き ゅ う

しています。４９１３ 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
4401 児童

じ ど う

発達
はったつ

支援等
し え ん と う

の提 供
ていきょう

               （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害児
し ょ う が い じ

の発達
はったつ

段階等
だんかいとう

に応
お う

じて、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

や放課後等
ほ う か ご と う

デイサービス、保育所等訪問
ほ い く し ょ と う ほ う も ん

指導等
し ど う と う

、児童
じ ど う

の状況
じょうきょう

に応
お う

じた適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

う体制
たいせい

を構築
こ う ち く

します。あわせて、居宅
き ょ た く

介護
か い ご

や短期
た ん き

入所
にゅうしょ

など、障害児
し ょ う が い じ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を受
う

けることが出来
で き

る体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

ります。 

 

4402 子
こ

ども施策
し さ く

との連携
れんけい

          （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

に基
も と

づき、障害児
し ょ う が い じ

に対
たい

して、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひ つ よ う

な基本的
き ほ ん て き

な生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

や他
ほか

の

子
こ

ど も た ち と の 関
かか

わ り 方
かた

等
と う

を 教
お し

え る 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、 放課後等
ほ う か ご と う

デ イ サ ー ビ ス 及
およ

び

保育所等訪問
ほ い く し ょ と う ほ う も ん

支援
し え ん

を進
すす

めます。 

 

4403 障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における過齢児
か れ い じ

のサービス移行
い こ う

    （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害児
し ょ う が い じ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に 18歳
さい

を超
こ

えて入所
にゅうしょ

している障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひ つ よ う

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスへ

の移行
い こ う

が円滑
えんかつ

に進
すす

められるよう取
と

り組
く

みます。 

 

4404 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

への支援
し え ん

       （次世代
じ せ だ い

育成課
い く せ い か

、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 医療課
い り ょ う か

） 

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

については、地域
ち い き

において包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

が受
う

けられるように、保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

・

福祉
ふ く し

・保育
ほ い く

・教育等
きょういくとう

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を図
はか

ります。 

 

4405 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

の在宅
ざいたく

生活
せいかつ

支援
し え ん

     （子
こ

ども家庭課
か て い か

、 障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

とその介護
か い ご

を担
にな

う家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるよう、県
けん

所管域
し ょか ん い き

の中核的
ちゅうかくてき

な小児
し ょ う に

医療
い り ょ う

機関等
き か ん と う

に協力
きょうりょく

を求
も と

め、短期
た ん き

入院
にゅういん

により、対象児者
た い し ょ う じ し ゃ

の一時的
い ち じ て き

な生活
せいかつ

の場
ば

を確保
か く ほ

します。 

 

4406 地域
ち い き

における療 育
りょういく

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

            （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害児
し ょ う が い じ

とその家族
か ぞ く

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

えるため、総合
そ う ご う

療育
りょういく

相談
そ う だ ん

センターにおいてリハビリテ

ーション医療
い り ょ う

・整形
せいけい

外科
げ か

医療
い り ょ う

・小児
し ょ う に

神経科
し ん け い か

医療
い り ょ う

・児童
じ ど う

精神科
せ い し ん か

医療
い り ょ う

や、理学
り が く

療法
りょうほう

・作業
さ ぎ ょ う

療法
りょうほう

・言語
げ ん ご

聴覚
ちょうかく

療法
りょうほう

による機能
き の う

訓練
く ん れ ん

、療育
りょういく

や発達
はったつ

障害等
しょうがいとう

についての相談
そ う だ ん

に取
と

り組
く

むとと

もに、地域
ち い き

への巡回
じゅんかい

支援
し え ん

などを通
つ う

じて、市町村
し ち ょ う そ ん

や支援
し え ん

・療育
りょういく

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、切
き

れ目
め

なく支援
し え ん

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

4407 入 所
にゅうしょ

児童
じ ど う

への支援
し え ん

                  （子
こ

ども家庭課
か て い か

） 

県立
けんりつ

子
こ

ども自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター（きらり）において、乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

、学齢期等
が く れ い き と う

子
こ

どもの

発達
はったつ

に合
あ

わせた心理
し ん り

・医療等
い り ょ う と う

の専門的
せんもんてき

ケアを 行
おこな

います。 

 

4408 障害児
しょうがいじ

保育等
ほ い く と う

を担当
たんとう

する人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

       （次世代
じ せ だ い

育成課
い く せ い か

） 

保育所
ほ い く じ ょ

における障害児
し ょ う が い じ

の受入
う け い

れを促進
そ く し ん

するために、障害児
し ょ う が い じ

保育
ほ い く

を担当
た ん と う

する職員
しょくいん

の確保
か く ほ

や専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

を図
はか

るための研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

 

4409 障害児
しょうがいじ

受入
う け い

れに向
む

けた人材
じんざい

の確保
か く ほ

・施設
し せ つ

整備
せ い び

      （次世代
じ せ だ い

育成課
い く せ い か

） 

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブにおける障害児
し ょ う が い じ

の受入
う け い

れを促進
そ く し ん

するために、障害児
し ょ う が い じ

の受入
う け い

れに必要
ひ つ よ う

な専門
せんもん

知識等
ち し き と う

を有
ゆ う

する支援員等
し え ん い ん な ど

の確保
か く ほ

や施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の整備
せ い び

、修繕等
しゅうぜんとう

の支援
し え ん

に取
と

り組
く

みま

す。 

 

4410 教 育
きょういく

機関等
き か ん と う

との情 報
じょうほう

共 有
きょうゆう

               （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害児
し ょ う が い じ

が成長
せいちょう

過程
か て い

に応
お う

じた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

が受
う

けられるよう、発達
はったつ

障害
しょうがい

サポートネ

ットワーク推進協
すいしんきょう

議会等
ぎ か い と う

の協議
き ょ う ぎ

の場
ば

を活用
かつよう

し、教育
きょういく

機関
き か ん

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

のあり方
かた

等
と う

につい

て検討
け ん と う

を進
すす

めながら障害児
し ょ う が い じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

4411 障害児等
しょうがいじとう

への給付
きゅうふ

      （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、次世代
じ せ だ い

育成課
い く せ い か

、 子
こ

ども家庭課
か て い か

） 

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援法
し え ん ほ う

に基
も と

づく子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援
し え ん

給付
き ゅ う ふ

や、障害児
し ょ う が い じ

やその家族
か ぞ く

を含
ふ く

め、

支援
し え ん

を必要
ひ つ よ う

とする子育
こ そ だ

て家庭
か て い

を対象
たいしょう

として、障害児
し ょ う が い じ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

、特別
と く べ つ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

を支給
し き ゅ う

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

4412 難聴児
なんちょうじ

支援
し え ん

のための体制
たいせい

確保
か く ほ

・仕組
し く

みづくり 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、健康
け ん こ う

増進課
ぞ う し ん か

、特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

聴覚
ちょうかく

障害児
し ょ う が い じ

の早期
そ う き

発見
は っ けん

、早期
そ う き

療育
りょういく

を総合的
そ う ご う て き

に推進
すいしん

するため、新生児
し ん せ い じ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

に係
かか

る

協議会
き ょ う ぎ か い

を設置
せ っ ち

し、検査
け ん さ

実施
じ っ し

のための手引
て び

き等
と う

の作成
さ く せ い

を 行
おこな

います。 

また、県立
けんりつ

の特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

においては、幼稚園
よ う ち え ん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こ う と う

学校等
が っ こ う と う

の通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

における指導
し ど う

・支援
し え ん

を含
ふ く

めた、学校
が っ こ う

全体
ぜんたい

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

めるとともに、指導
し ど う

や支援
し え ん

方法
ほ う ほ う

の工夫
く ふ う

・改善
かいぜん

に資
し

するため、中核的
ちゅうかくてき

機能
き の う

による支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

あわせて、聴覚
ちょうかく

障害児
し ょ う が い じ

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

機能
き の う

を設置
せ っ ち

し、切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

と関係
かんけい

機関
き か ん

の顔
かお

の見
み

える関係
かんけい

を構築
こ う ち く

するとともに、聴覚
ちょうかく

障害児
し ょ う が い じ

とその家族
か ぞ く

への交流
こうりゅう

の場
ば

を提供
ていきょう

してい

きます。 

 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 
現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2029年
ねん

） 

 
医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

在宅
ざ い た く

レスパイト支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

を実施
じ っ し

す

る市町村
し ち ょ う そ ん

 
未実施
み じ っ し

 16市
し

町村
ちょうそん

 

 

障害児
し ょ う が い じ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

する児童
じ ど う

が大人
お と な

にふさ

わしい環境
かんきょう

へ移行
い こ う

できるようにするための移行
い こ う

調整
ちょうせい

の協議
き ょ う ぎ

の場
ば

の開催
かいさい

 

毎年
ま い と し

２回
かい

実施
じ っ し

 

 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

を 行
おこな

う事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

 773事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 〇〇〇
０ ０ ０

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 

 放課後等
ほ う か ご と う

デイサービスを 行
おこな

う事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

 1,175事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 〇〇〇
０ ０ ０

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 

 保育所等訪問
ほ い く じ ょ と う ほ う も ん

支援
し え ん

を 行
おこな

う事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

 117事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 〇〇〇
０ ０ ０

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 

 
保育士等
ほ い く し と う

キ ャ リ ア ア ッ プ 研修
けんしゅう

に 係
かかわ

る 障害児
し ょ う が い じ

保育
ほ い く

に関
かん

する研修
けんしゅう

の修了者数
しゅうりょうしゃすう

 
毎年
ま い と し

1,242人
にん

 

 
 
【厚生

こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく成果
せ い か

目 標
もくひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 
把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 
現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2026年
ねん

） 

 【再掲
さいけい

】児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センターを設置
せ っ ち

する市町村
し ち ょ う そ ん

の

数
す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 障害児
し ょ う が い じ

の地域
ち い き

社会
し ゃ かい

への参加
さ ん か

・包容
ほ う よ う

（インクルージョ

ン）を推進
すいしん

する体制
たいせい

の構築
こ う ち く

する市町村
し ち ょ う そ ん

の数
す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 難聴児
な ん ち ょ う じ

支援
し え ん

に関
かん

する関係
かんけい

機関
き か ん

への巡回
じゅんかい

支援
し え ん

の件数
け ん す う

 〇件
まるけん

 〇件
まるけん

 

 新生児
し ん せ い じ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

から療育
りょういく

につなげる連携
れんけい

体制
たいせい

を

構築
こ う ち く

した市町村
し ち ょ う そ ん

の数
す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 主
し ゅ

に重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児
し ょ う が い じ

を支援
し え ん

する児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

を確保
か く ほ

している市町村
し ち ょ う そ ん

の数
す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 主
し ゅ

に重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児
し ょ う が い じ

を支援
し え ん

する放課後等
ほ う か ご と う

デイサー

ビス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

を確保
か く ほ

している市町村
し ち ょ う そ ん

の数
す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

支援
し え ん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

のため

の協議
き ょ う ぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

している市町村
し ち ょ う そ ん

の数
す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

等
と う

コーディネーターを配置
は い ち

する市町村
し ち ょ う そ ん

の数
す う

 
〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 〇
まる

市町村
し ち ょ う そ ん

 

 市町村
し ち ょ う そ ん

における医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

等
と う

コーディネーターの

配置
は い ち

人数
にんずう

 
〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 
【厚生

こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく活動
かつどう

指標
しひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2026年
ねん

） 

 【再掲
さいけい

】神奈川県
か な が わ け ん

発達
はったつ

障害
しょうがい

サポートネットワーク

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

の開催
かいさい

回数
かいすう

 
〇回
まるかい

 〇回
まるかい

 

 【再掲
さいけい

】発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター相談
そ う だ ん

件数
け ん す う

 ○件
けん

 ○件
けん

 

 【再掲
さいけい

】発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター及
およ

び発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

マネジャーの関係
かんけい

機関
き か ん

への助言
じ ょ げ ん

件数
け ん す う

 
○件

けん

 ○件
けん

 

 

【再掲
さいけい

】発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター及
およ

び発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

マネジャーの外部
が い ぶ

機関
き か ん

や地域
ち い き

住民
じゅうみん

への

研修
けんしゅう

件数
け ん す う

 

○件
けん

 ○件
けん

 

 
【再掲

さいけい

】ペアレントトレーニングやペアレントプログラ

ム等
と う

の支援
し え ん

プログラム等
と う

の受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

（保護者
ほ ご し ゃ

） 
〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 
【再掲

さいけい

】ペアレントトレーニングやペアレントプログラ

ム等
と う

の支援
し え ん

プログラム等
と う

の実施者数
じ っ し し ゃ す う

（支援者
し え ん し ゃ

） 
〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 【再掲
さいけい

】ペアレントメンターの人数
にんずう

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）障害
しょうがい

のある子
こ

どもへの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 【再掲
さいけい

】ピアサポートの活動
かつどう

への参加
さ ん か

人数
にんずう

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

 

 
障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】（１か月
げつ

当
あ

たりの見込量
みこみりょう

） 
 指定

し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

 

サービス名
めい

 

現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2024年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2025年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2026年
ねん

） 

 指定
し て い

障害児通所
し ょ う が い じ つ う し ょ

支援
し え ん

 

 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

     

 医療型
い り ょ う が た

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

     

 放課後等
ほ う か ご と う

デイサービス     

 居宅
き ょ た く

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

     

 保育所等訪問
ほ い く じ ょ と う ほ う も ん

支援
し え ん

     

 指定
し て い

障害児
し ょ う が い じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 

 福祉型
ふ く し が た

障害児
し ょ う が い じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

     

 医療型
い り ょ う が た

障害児
し ょ う が い じ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

     

 障害児
し ょ う が い じ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
え ん じ ょ

     

 継続
け い ぞ く

障害児
し ょ う が い じ

支援
し え ん

利用
り よ う

援助
え ん じ ょ

     

 
 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

 【再掲
さいけい

】医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

等
と う

コーディネーター養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

の累計
るいけい

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 10人
にん

 

 【再掲
さいけい

】発達
はったつ

障害
しょうがい

支援
し え ん

センター職員
しょくいん

が関係
かんけい

機関
き か ん

の調整
ちょうせい

・検討
け ん と う

会議等
か い ぎ と う

に

参加
さ ん か

して、地域
ち い き

の支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

に協力
きょうりょく

した回数
かいすう

 

180回
かい

 

 【再掲
さいけい

】自閉症児者
じ へ い し ょ う じ し ゃ

に対
たい

する専門
せんもん

の医師
い し

を各児童
か く じ ど う

相談所
そ う だ ん じ ょ

に配置
は い ち

し、

相談
そ う だ ん

機能
き の う

を強化
き ょ う か

した回数
かいすう

 

180回
かい
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （５） 障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 
 
 
 
 

（５）障 害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
【障害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：自宅
じ た く

介護
か い ご

負担
ふ た ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

及
およ

び重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

を自宅
じ た く

で介護
か い ご

する家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

は大
おお

きく、その

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

が課題
か だ い

となっており、医療的
い り ょ う て き

ケア児及
こ き ゅ う

び重症心身障害児者
じゅうしょうしんしんしょうがいじしゃ

を短期
た ん き

入所
にゅうしょ

あるい

は短期
た ん き

入院
にゅういん

として一時的
い ち じ て き

に受
う

け入
い

れる医療型
い り ょ う が た

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業
じ ぎ ょ う

や医療
い り ょ う

機関
き か ん

などの受
う

け皿
ざ ら

の

確保
か く ほ

が重要
じゅうよう

です。 

さらに、外部
が い ぶ

の受
う

け皿
ざ ら

確保
か く ほ

に加
く わ

え、自宅
じ た く

に看護師等
か ん ご し と う

を派遣
は け ん

して、短時間
た ん じ か ん

、家族
か ぞ く

に代
か

わっ

て介護
か い ご

を担
にな

う在宅
ざ い た く

レスパイトの仕組
し く

みの整備
せ い び

も必要
ひ つ よ う

です。 

また、在宅
ざ い た く

で生活
せいかつ

する障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

にとって、経済的
けいざいてき

、精神的
せいしんてき

な負担
ふ た ん

もまた大
おお

きいことから、手当
て あ て

の支給等
し き ゅ う と う

による経済的
けいざいてき

な支援
し え ん

も必要
ひ つ よ う

となります。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

の保護者
ほ ご し ゃ

の相互
そ う ご

扶助
ふ じ ょ

の精神
せいしん

に基
も と

づき、年齢
ねんれい

に応
お う

じ一定
いっ てい

の掛金
かけきん

を保護者
ほ ご し ゃ

が

拠出
きょしゅつ

し、保護者
ほ ご し ゃ

が死亡等
し ぼ う と う

の場合
ば あ い

に心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

に年金
ねんきん

を支給
し き ゅ う

することにより、心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

の安定
あんてい

と福祉
ふ く し

の増進
ぞ う し ん

に資
し

するとともに、心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

の将来
しょうらい

に対
たい

し、保護者
ほ ご し ゃ

の抱
いだ

く

不安
ふ あ ん

の軽減
けいげん

を図
はか

る。 

 

【高齢
こ うれ い

福祉課
ふ く し か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

家族
か ぞ く

へのケアに負担
ふ た ん

がかかり、年齢層
ねんれいそう

や抱
かか

える課題
か だ い

も多様
た よ う

なケアラーが社会
し ゃ かい

から孤立
こ り つ

することなく、自分
じ ぶ ん

の希望
き ぼ う

する人生
じんせい

や日々
ひ び

の暮
く

らしが送
お く

れるよう、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

が連携
れんけい

して

社会
し ゃ かい

全体
ぜんたい

で支援
し え ん

することが必要
ひ つ よ う

です。 

  

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ●17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （５） 障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
4501 地域

ち い き

における切
き

れ目
め

ない家族
か ぞ く

支援
し え ん

の推進
すいしん

         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害児
し ょ う が い じ

とその家族
か ぞ く

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

えるため、総合
そ う ご う

療育
りょういく

相談
そ う だ ん

センターにおいてリハビリテ

ー シ ョ ン医療
い り ょ う

・整形
せいけい

外科
げ か

医療
い り ょ う

・小児
し ょ う に

神経科
し ん け い か

医療
い り ょ う

・児童
じ ど う

精神科
せ い し ん か

医療
い り ょ う

や 、理学
り が く

療法
りょうほう

・作業
さ ぎ ょ う

療法
りょうほう

・言語
げ ん ご

聴覚
ちょうかく

療法
りょうほう

による機能
き の う

訓練
く ん れ ん

、療育
りょういく

や発達
はったつ

障害等
しょうがいとう

についての相談等
そ う だ ん と う

に取
と

り組
く

むと

ともに、地域
ち い き

への巡回
じゅんかい

支援
し え ん

などを通
つ う

じて、市町村
し ち ょ う そ ん

や支援
し え ん

・療育
りょういく

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、切
き

れ

目
め

なく支援
し え ん

します。 

 

4502  ケアラーへの支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

               （高齢
こ うれ い

福祉課
ふ く し か

） 

年齢層
ねんれいそう

や抱
かか

える課題
か だ い

も多様
た よ う

なケアラー（介護者
か い ご し ゃ

）の実態
じ っ た い

や課題
か だ い

を把握
は あ く

し、支援
し え ん

するた

め、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を進
すす

めます。 

また、介護
か い ご

をしている家族等
か ぞ く と う

が介護
か い ご

を理由
り ゆ う

に離職
り し ょ く

することのない環境
かんきょう

づくりを進
すす

めます。 

 

4503  心身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共 済
きょうさい

制度
せ い ど

による年金
ねんきん

支給
しきゅう

       （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

の経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

・生活
せいかつ

の安定
あんてい

を支援
し え ん

するため、神奈川県
か な が わ け ん

心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

制度
せ い ど

条例
じょうれい

に基
も と

づき、障害
しょうがい

のある方
かた

を扶養
ふ よ う

している保護者
ほ ご し ゃ

が、 自
みずか

ら生存中
せいぞんちゅう

に毎月
まいつき

一定
いっ てい

の

掛金
かけきん

を納
お さ

めることにより、保護者
ほ ご し ゃ

に死亡
し ぼ う

や重度
じ ゅ う ど

障害
しょうがい

など万一
まんいち

のことが起
お

きた際
さい

、扶養
ふ よ う

され

ていた障害
しょうがい

のある方
かた

に終身一
しゅうしんいち

定額
て い が く

の年金
ねんきん

を支給
し き ゅ う

します。 

 

4504  在宅
ざいたく

重度
じゅうど

障害者等手当
しょうがいしゃとうてあて

の支給
しきゅう

              （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害
しょうがい

による負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

り、福祉
ふ く し

を増進
ぞ う し ん

するため、神奈川県
か な が わ け ん

在宅重度障者
ざいたくじゅうどしょうしゃ

等手当
と う て あ て

支給
し き ゅ う

条例
じょうれい

に基
も と

づき、在宅
ざ い た く

の重度
じ ゅ う ど

障害者等
しょうがいしゃとう

に対
たい

して手当
て あ て

を支給
し き ゅ う

します。 

 

4505  ペアレント・トレーニングの推進
すいしん

            （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもを持
も

つ保護者
ほ ご し ゃ

や身近
み ぢ か

な養育者等
よ う い く し ゃ と う

が、子
こ

どもへの適切
てきせつ

な関
かか

わり方
かた

を 

新
あ ら

たに学
ま な

び、親子
お や こ

のコミュニケーションをよりよくすることを目指
め ざ

す「ペアレント・トレーニン

グ」を開催
かいさい

するとともに、家族
か ぞ く

支援
し え ん

が地域
ち い き

で根付
ね づ

くよう、地域
ち い き

の支援
し え ん

機関
き か ん

に対
たい

して支援者
し え ん し ゃ

の育成
いくせい

や普及
ふ き ゅ う

・啓発
けいはつ

の取組
と り く

みを推進
すいしん

します。                        

 
4506  制度

せ い ど

案内
あんない

の作成
さくせい

                    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

    障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、県内
けんない

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

を

網羅的
も う ら て き

に掲載
けいさい

した冊子
さ っ し

を作成
さ く せ い

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （５） 障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

【県独自
け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 障害児等
し ょ う が い じ と う

メディカルショートステイの利用
り よ う

件数
け ん す う

 
未実施
み じ っ し

 

（2022年
ねん

） 

167件
けん

 

（2029年
ねん

） 

 
重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

への1 人
ひ と り

当
あ

たりへの平均
へいきん

支援
し え ん

回数
かいすう

 
年
と し

３回
かい
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （５） 障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 
 
 
 
 

（５）障 害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
【障害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：自宅
じ た く

介護
か い ご

負担
ふ た ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

及
およ

び重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

を自宅
じ た く

で介護
か い ご

する家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

は大
おお

きく、その

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

が課題
か だ い

となっており、医療的
い り ょ う て き

ケア児及
こ き ゅ う

び重症心身障害児者
じゅうしょうしんしんしょうがいじしゃ

を短期
た ん き

入所
にゅうしょ

あるい

は短期
た ん き

入院
にゅういん

として一時的
い ち じ て き

に受
う

け入
い

れる医療型
い り ょ う が た

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業
じ ぎ ょ う

や医療
い り ょ う

機関
き か ん

などの受
う

け皿
ざ ら

の

確保
か く ほ

が重要
じゅうよう

です。 

さらに、外部
が い ぶ

の受
う

け皿
ざ ら

確保
か く ほ

に加
く わ

え、自宅
じ た く

に看護師等
か ん ご し と う

を派遣
は け ん

して、短時間
た ん じ か ん

、家族
か ぞ く

に代
か

わっ

て介護
か い ご

を担
にな

う在宅
ざ い た く

レスパイトの仕組
し く

みの整備
せ い び

も必要
ひ つ よ う

です。 

また、在宅
ざ い た く

で生活
せいかつ

する障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

にとって、経済的
けいざいてき

、精神的
せいしんてき

な負担
ふ た ん

もまた大
おお

きいことから、手当
て あ て

の支給等
し き ゅ う と う

による経済的
けいざいてき

な支援
し え ん

も必要
ひ つ よ う

となります。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

の保護者
ほ ご し ゃ

の相互
そ う ご

扶助
ふ じ ょ

の精神
せいしん

に基
も と

づき、年齢
ねんれい

に応
お う

じ一定
いっ てい

の掛金
かけきん

を保護者
ほ ご し ゃ

が

拠出
きょしゅつ

し、保護者
ほ ご し ゃ

が死亡等
し ぼ う と う

の場合
ば あ い

に心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

に年金
ねんきん

を支給
し き ゅ う

することにより、心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

の安定
あんてい

と福祉
ふ く し

の増進
ぞ う し ん

に資
し

するとともに、心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

の将来
しょうらい

に対
たい

し、保護者
ほ ご し ゃ

の抱
いだ

く

不安
ふ あ ん

の軽減
けいげん

を図
はか

る。 

 

【高齢
こ うれ い

福祉課
ふ く し か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

家族
か ぞ く

へのケアに負担
ふ た ん

がかかり、年齢層
ねんれいそう

や抱
かか

える課題
か だ い

も多様
た よ う

なケアラーが社会
し ゃ かい

から孤立
こ り つ

することなく、自分
じ ぶ ん

の希望
き ぼ う

する人生
じんせい

や日々
ひ び

の暮
く

らしが送
お く

れるよう、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

が連携
れんけい

して

社会
し ゃ かい

全体
ぜんたい

で支援
し え ん

することが必要
ひ つ よ う

です。 

  

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ●17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （５） 障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
4501 地域

ち い き

における切
き

れ目
め

ない家族
か ぞ く

支援
し え ん

の推進
すいしん

         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害児
し ょ う が い じ

とその家族
か ぞ く

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

えるため、総合
そ う ご う

療育
りょういく

相談
そ う だ ん

センターにおいてリハビリテ

ー シ ョ ン医療
い り ょ う

・整形
せいけい

外科
げ か

医療
い り ょ う

・小児
し ょ う に

神経科
し ん け い か

医療
い り ょ う

・児童
じ ど う

精神科
せ い し ん か

医療
い り ょ う

や 、理学
り が く

療法
りょうほう

・作業
さ ぎ ょ う

療法
りょうほう

・言語
げ ん ご

聴覚
ちょうかく

療法
りょうほう

による機能
き の う

訓練
く ん れ ん

、療育
りょういく

や発達
はったつ

障害等
しょうがいとう

についての相談等
そ う だ ん と う

に取
と

り組
く

むと

ともに、地域
ち い き

への巡回
じゅんかい

支援
し え ん

などを通
つ う

じて、市町村
し ち ょ う そ ん

や支援
し え ん

・療育
りょういく

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、切
き

れ

目
め

なく支援
し え ん

します。 

 

4502  ケアラーへの支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

               （高齢
こ うれ い

福祉課
ふ く し か

） 

年齢層
ねんれいそう

や抱
かか

える課題
か だ い

も多様
た よ う

なケアラー（介護者
か い ご し ゃ

）の実態
じ っ た い

や課題
か だ い

を把握
は あ く

し、支援
し え ん

するた

め、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を進
すす

めます。 

また、介護
か い ご

をしている家族等
か ぞ く と う

が介護
か い ご

を理由
り ゆ う

に離職
り し ょ く

することのない環境
かんきょう

づくりを進
すす

めます。 

 

4503  心身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共 済
きょうさい

制度
せ い ど

による年金
ねんきん

支給
しきゅう

       （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

の経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

・生活
せいかつ

の安定
あんてい

を支援
し え ん

するため、神奈川県
か な が わ け ん

心身
し ん し ん

障害者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

制度
せ い ど

条例
じょうれい

に基
も と

づき、障害
しょうがい

のある方
かた

を扶養
ふ よ う

している保護者
ほ ご し ゃ

が、 自
みずか

ら生存中
せいぞんちゅう

に毎月
まいつき

一定
いっ てい

の

掛金
かけきん

を納
お さ

めることにより、保護者
ほ ご し ゃ

に死亡
し ぼ う

や重度
じ ゅ う ど

障害
しょうがい

など万一
まんいち

のことが起
お

きた際
さい

、扶養
ふ よ う

され

ていた障害
しょうがい

のある方
かた

に終身一
しゅうしんいち

定額
て い が く

の年金
ねんきん

を支給
し き ゅ う

します。 

 

4504  在宅
ざいたく

重度
じゅうど

障害者等手当
しょうがいしゃとうてあて

の支給
しきゅう

              （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害
しょうがい

による負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

り、福祉
ふ く し

を増進
ぞ う し ん

するため、神奈川県
か な が わ け ん

在宅重度障者
ざいたくじゅうどしょうしゃ

等手当
と う て あ て

支給
し き ゅ う

条例
じょうれい

に基
も と

づき、在宅
ざ い た く

の重度
じ ゅ う ど

障害者等
しょうがいしゃとう

に対
たい

して手当
て あ て

を支給
し き ゅ う

します。 

 

4505  ペアレント・トレーニングの推進
すいしん

            （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害
しょうがい

のある子
こ

どもを持
も

つ保護者
ほ ご し ゃ

や身近
み ぢ か

な養育者等
よ う い く し ゃ と う

が、子
こ

どもへの適切
てきせつ

な関
かか

わり方
かた

を 

新
あ ら

たに学
ま な

び、親子
お や こ

のコミュニケーションをよりよくすることを目指
め ざ

す「ペアレント・トレーニン

グ」を開催
かいさい

するとともに、家族
か ぞ く

支援
し え ん

が地域
ち い き

で根付
ね づ

くよう、地域
ち い き

の支援
し え ん

機関
き か ん

に対
たい

して支援者
し え ん し ゃ

の育成
いくせい

や普及
ふ き ゅ う

・啓発
けいはつ

の取組
と り く

みを推進
すいしん

します。                        

 
4506  制度

せ い ど

案内
あんない

の作成
さくせい

                    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

    障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、県内
けんない

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

を

網羅的
も う ら て き

に掲載
けいさい

した冊子
さ っ し

を作成
さ く せ い

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （５） 障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

やその家族等
か ぞ く と う

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

【県独自
け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 障害児等
し ょ う が い じ と う

メディカルショートステイの利用
り よ う

件数
け ん す う

 
未実施
み じ っ し

 

（2022年
ねん

） 

167件
けん

 

（2029年
ねん

） 

 
重症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

への1 人
ひ と り

当
あ

たりへの平均
へいきん

支援
し え ん

回数
かいすう

 
年
と し

３回
かい
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （６） 支援者
し え ん し ゃ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

に向
む

けた取組
と り く み

の推進
すいしん

 

 

 
 
 
 
 

（６）支援者
し え ん し ゃ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

に向
む

けた取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
【産業

さんぎょう

振興課
し ん こ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

ではこれまで「さがみロボット産業特区
さ ん ぎ ょ う と っ く

」などの取組
と り く

みを推進
すいしん

してきたが、県内
けんない

には、

病院
びょういん

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、商業
しょうぎょう

施設
し せ つ

など、ロボットによって人手
ひ と で

不足
ふ そ く

の解消等
かいしょうとう

が期待
き た い

できる施設
し せ つ

が

いまだ数多
かずおお

くあるため、社会
し ゃ かい

実装
じ っ そ う

を拡大
かくだい

していくことが課題
か だ い

となっています。 

 

【県立
け んり つ

病院課
びょういんか

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

筋電
きんでん

義手
ぎ し ゅ

をはじめとするリハビリロボットの認知度
に ん ち ど

向上
こうじょう

を図
はか

るため、窓口
ま ど ぐ ち

となる KRRC

（かながわリハビリロボットクリニック）体制
たいせい

・機能
き の う

の充実
じゅうじつ

・強化
き ょ う か

を図
はか

り、リハビリロボットの

更
さ ら

なる開発
かいはつ

支援
し え ん

・普及
ふ き ゅ う

に努
つ と

めます。   

 

【高齢
こ うれ い

福祉課
ふ く し か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

介護
か い ご

・医療
い り ょ う

分野
ぶ ん や

への介護
か い ご

ロボットの普及
ふ き ゅ う

を図
はか

り、従事者
じ ゅ う じ し ゃ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

、介護
か い ご

・医療
い り ょ う

サービ

スの質
し つ

の向上等
こうじょうとう

につなげるため、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

から３つの施設
し せ つ

を「公開
こ うか い

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

」と位置
い ち

づ

け、介護
か い ご

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

や医療
い り ょ う

関係者
かんけいしゃ

に対
たい

し、介護
か い ご

ロボットを使用
し よ う

している介護
か い ご

・医療
い り ょ う

現場
げ ん ば

を公開
こ うか い

し、視察
し さ つ

・見学者
け ん が く し ゃ

の受入
う け い

れを 行
おこな

うとともに、実用
じ つ よ う

段階
だんかい

にある様々
さまざま

な介護
か い ご

ロボットの展示
て ん じ

や、

活用
かつよう

事例
じ れ い

の発表
はっぴょう

などにより普及
ふ き ゅ う

促進
そ く し ん

を図
はか

っています。かつ、平成
へいせい

27年度
ね ん ど

より介護
か い ご

ロボット

導入
どうにゅう

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

より ICT導入
どうにゅう

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

を実施
じ っ し

しており、ICT化等
か と う

を抜本的
ばっぽんてき

に

進
すす

めることで、介護
か い ご

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

における業務
ぎ ょ う む

改善等
かいぜんとう

に努
つ と

めています。 

また、介護
か い ご

保険法
ほ け ん ほ う

の改正
かいせい

により、介護
か い ご

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

における生産性
せいさんせい

向上
こうじょう

の取組
と り く み

促進
そ く し ん

に向
む

けた

助言
じ ょ げ ん

及
およ

び援助
え ん じ ょ

が都道府県
と ど う ふ け ん

の努力
ど り ょ く

義務
ぎ む

に位置付
い ち づ

けられたことに伴
と も

い、県
けん

では令和
れ い わ

６年度
ね ん ど

よ

り介護
か い ご

ロボット導入
どうにゅう

、生産性
せいさんせい

向上
こうじょう

や人材
じんざい

確保
か く ほ

に関
かん

する相談
そ う だ ん

を受
う

け付
つ

けるワンストップの

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

するなど、介護
か い ご

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の業務
ぎ ょ う む

改善
かいぜん

に係
かか

る相談
そ う だ ん

に関係
かんけい

機関
き か ん

や関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

と連携
れんけい

して取
と

り組
く

む体制
たいせい

構築
こ う ち く

を進
すす

めていきます。 

  

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ●22 ○23 ○24 ○25 ●26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅱ．誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ４．地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
さ さ

える福祉
ふ く し

・医療
い り ょ う

体制
たいせい

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （６） 支援者
し え ん し ゃ

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

に向
む

けた取組
と り く み

の推進
すいしん

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
4601  ロボット技術

ぎじゅつ

やＩＣＴ機器等
き き と う

の導 入
どうにゅう

促進
そくしん

 【再掲
さいけい

：5404】 

（障害
しょうがい

サービス課
か

） 

施設
し せ つ

・事業所
じ ぎ ょ う し ょ

に対
たい

してロボットやＩＣＴ機器等
き き と う

の導入
どうにゅう

に係
かか

る経費
け い ひ

を補助
ほ じ ょ

し、介護
か い ご

職員
しょくいん

の 

負担
ふ た ん

軽減等
け い げん と う

を図
はか

ります。 

 

4602  介護
か い ご

ロボットの普及
ふきゅう

促進
そくしん

                （高齢
こ うれ い

福祉課
ふ く し か

） 

介護
か い ご

職員
しょくいん

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

対策
た い さ く

として期待
き た い

される介護
か い ご

ロボットについて、介護事
か い ご じ

業者
ぎょうしゃ

や医療
い り ょ う

関係者
かんけいしゃ

に対
たい

し、介護
か い ご

ロボットを使用
し よ う

している介護
か い ご

・医療
い り ょ う

現場
げ ん ば

を公開
こ うか い

し、視察
し さ つ

・見学者
け ん が く し ゃ

の受入
う け い

れを 行
おこな

うとともに、実用
じ つ よ う

段階
だんかい

にある様々
さまざま

な介護
か い ご

ロボットの展示
て ん じ

や、活用
かつよう

事例
じ れ い

の発表
はっぴょう

などに

より普及
ふ き ゅ う

促進
そ く し ん

を図
はか

ります。 

 

4603  生活
せいかつ

支援
し え ん

ロボット等
とう

の研 究
けんきゅう

開発
かいはつ

の促進
そくしん

と、介護
か い ご

現場
げ ん ば

への普及
ふきゅう

促進
そくしん

 

（産業
さんぎょう

振興課
し ん こ う か

） 

生活
せいかつ

支援
し え ん

ロボットの実用化
じ つ よ う か

を通
つ う

じた、県民
けんみん

生活
せいかつ

の安全
あんぜん

・安心
あんしん

の確保
か く ほ

のためロボット

技術等
ぎ じ ゅ つ と う

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

を促進
そ く し ん

するとともに、生活
せいかつ

支援
し え ん

ロボットの導入
どうにゅう

の検討
け ん と う

に必要
ひ つ よ う

なマッチン

グ支援等
し え ん と う

を 行
おこな

うことにより、介護
か い ご

現場
げ ん ば

への普及
ふ き ゅ う

を後押
あ と お

しします。 

また、質
し つ

の高
たか

いサービスの提供
ていきょう

や安全
あんぜん

、安心
あんしん

、支援
し え ん

の省力化
しょうりょくか

などのニーズに応
こ た

えるため、

ＡＩ(人工
じ ん こ う

知能
ち の う

)やＩＣＴ、ロボット技術
ぎ じ ゅ つ

の活用
かつよう

を推進
すいしん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

や自立
じ り つ

を

支援
し え ん

する機器
き き

の開発
かいはつ

を支援
し え ん

します。 

 

4604  リハビリテーションロボットの普及
ふきゅう

促進
そくしん

         （県立
けんりつ

病院課
びょういんか

） 

リハビリテーションロボットに関
かん

する専門的
せんもんてき

な相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

として神奈川
か な が わ

リハビリテーション

病
びょう

院内
いんない

に設置
せ っ ち

した KRRC(かながわリハビリロボットクリニック)において、筋電
きんでん

義手
ぎ し ゅ

をはじ

め、リハビリテーションロボット全般
ぜんぱん

の相談
そ う だ ん

や実証
じっしょう

実験
じ っ け ん

の調整
ちょうせい

などを 行
おこな

います。 

 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

 
ロボットや ICT機器

き き

について補助
ほ じ ょ

事業
じ ぎ ょ う

を活用
かつよう

して

導入
どうにゅう

した事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

の数
す う

 

ICT機器
き き

：15事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 

ロボット：２事業所
じ ぎ ょ う し ょ

 

（年度毎
ね ん ど ご と

の目標値
も く ひ ょ う ち

）  
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５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するための環 境
かんきょう

づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

では、「障害
しょうがい

」は、主
おも

に、障害者
しょうがいしゃ

の活動
かつどう

を制限
せいげん

し、社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を制約
せいやく

している社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

によって作
つく

られているという捉
とら

え方
かた

をしています。 

障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

しやすい環 境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

めるためには、この社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を 

除去
じょきょ

する取組
と り く

みが必要
ひつよう

とされています。 

県
けん

では、あらゆる社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

（バリア）を除去
じょきょ

（フリー）する取組
と り く

みを推進
すいしん

すると

共
とも

に、誰
だれ

もが住
す

みやすい環 境
かんきょう

の整備
せ い び

とあわせて、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた利便性
り べ ん せ い

の

高
たか

い意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

や行 政
ぎょうせい

サービスの提 供
ていきょう

、防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

対策
たいさく

についての施策
し さ く

を、

当事者
と う じ し ゃ

の目線
め せ ん

で推進
すいしん

します。 

加
くわ

えて、ICT及
およ

び新
あら

たな情報
じょうほう

技術等
ぎじゅつとう

の利活用
り か つ よ う

を積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

することで、

障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の一層
いっそう

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

Ⅲ 障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はいじょ

する取組
と り く

み 
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 Ⅲ．障害者
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の社会
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への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

（１）誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

する上
う え

で、住
す

まいの確保
か く ほ

は大変
たいへん

重要
じゅうよう

です。特
と く

に重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

の

場合
ば あ い

、住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
か

や居室間
き ょし つ か ん

を移動
い ど う

する際
さい

のリフトの設置
せ っ ち

など、住宅
じゅうたく

設備
せ つ び

の改良
かいりょう

が必要
ひ つ よ う

になる場合
ば あ い

がありますが、こうした改良
かいりょう

には高額
こ う が く

な費用
ひ よ う

を要
よ う

することも多
おお

く、その

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

が課題
か だ い

となっています。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の居住
きょじゅう

確保
か く ほ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

精神科
せ い し ん か

病院
びょういん

への長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

患者
か ん じ ゃ

が、退院後
た い い ん ご

に地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

していくためには、

居住
きょじゅう

確保
か く ほ

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

とともに、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の理解
り か い

が重要
じゅうよう

です。 

県
けん

では、これまで、精神
せいしん

障害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

を促進
そ く し ん

するため、地域
ち い き

の不動産
ふ ど う さ ん

関係者
かんけいしゃ

や

地域
ち い き

住民
じゅうみん

を対象
たいしょう

とした研修
けんしゅう

を 行
おこな

う等
と う

、普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

を実施
じ っ し

してきました。 

引
ひ

き続
つづ

き、地域
ち い き

における精神
せいしん

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

の促進
そ く し ん

を図
はか

るとともに、

関係
かんけい

機関
き か ん

の支援力
し え ん り ょ く

の向上
こうじょう

を目的
も く て き

とした取組等
と り く み と う

を強化
き ょ う か

する必要
ひ つ よ う

があります。5116 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

③：心
こころ

のバリアフリー（作業中
さぎょうちゅう

】】 

障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そ く し ん

を図
はか

り、地域
ち い き

生活
せいかつ

における障害者
しょうがいしゃ

への配慮
は い り ょ

を身近
み ぢ か

なものとするため、

障害者
しょうがいしゃ

への適切
てきせつ

な対応
たいおう

が求
も と

められる様々
さまざま

な企業等
き ぎ ょ う と う

の社員
し ゃ い ん

研修
けんしゅう

の場
ば

を活用
かつよう

しながら、

障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

を 行
おこな

っています。 

改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

に規定
き て い

された事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

による合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

の義務化等
ぎ む か と う

も踏
ふ

まえ、引
ひ

き続
つづ

き企業
き ぎ ょ う

等事
と う じ

業者
ぎょうしゃ

へ障害
しょうがい

の理解
り か い

促進
そ く し ん

・普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

を進
すす

めることが必要
ひ つ よ う

です。5117 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

④：ヘルプマーク（作業中
さぎょうちゅう

）】 

ヘルプマークの認知
に ん ち

は年々
ねんねん

広
ひろ

がっており、現在
げんざい

では約
や く

７割
わ り

の県民
けんみん

が知
し

るところとなってい

ます。引
ひ

き続
つづ

き、ヘルプマークの更
さ ら

なる普及
ふ き ゅ う

のため、チラシ・ポスターの配布等
は い ふ と う

を実施
じ っ し

すると

ともに、公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関
き か ん

に対
たい

してチラシ、ポスターの掲示
け い じ

を依頼
い ら い

していきます。 

該当
がいとう

する条文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か
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するための環境
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▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

 

 

また、マークの素材
そ ざ い

について、より利用
り よ う

しやすい素材
そ ざ い

となるよう改良
かいりょう

を進
すす

めます。5118 

 

【都市
と し

公園課
こ う え ん か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

これまで、県立
けんりつ

都市
と し

公園
こ う え ん

では、子
こ

どもから高齢者
こ う れ い し ゃ

、障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

が、安心
あんしん

して快適
かいてき

に利用
り よ う

できるよう、園路
え ん ろ

のバリアフリー化
か

や高齢者
こ う れ い し ゃ

障害者等用便房
しょうがいしゃとうようべんぼう

の整備
せ い び

などユニバーサルデ

ザインによる施設
し せ つ

整備
せ い び

を進
すす

めてきました。 

誰
だれ

もが支
さ さ

え合
あ

い、受
う

け入
い

れ合
あ

う共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

させるためには、これまでの取組
と り く み

に加
く わ

え、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

の目線
め せ ん

に立
た

ち、当事者
と う じ し ゃ

や支援者
し え ん し ゃ

が、公園
こ う え ん

に求
も と

めていることなどのご意見
い け ん

を

把握
は あ く

し、これを計画
け い か く

に反映
はんえい

させる必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【交通
こ う つ う

規制課
き せ い か

①：主要
し ゅ よ う

道路
ど う ろ

の信号機
し ん ご う き

の整備等
せ い び と う

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

バリアフリー法
ほ う

に基
も と

づき市町村
し ち ょ う そ ん

が定
さ だ

める重点
じゅうてん

整備地
せ い び ち

区内
く な い

の主要
し ゅ よ う

な生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
け い ろ

を

構成
こ うせ い

する道路
ど う ろ

において、音響
おんきょう

により信号
し ん ご う

表示
ひ ょ う じ

の状況
じょうきょう

を知
し

らせる音響式
おんきょうしき

信号機
し ん ご う き

、歩行者
ほ こ う し ゃ

等
と う

と車両
しゃりょう

が通行
つ う こ う

する時間
じ か ん

を分離
ぶ ん り

する歩車
ほ し ゃ

分離式
ぶ ん り し き

信号
し ん ご う

、歩行者
ほ こ う し ゃ

信号
し ん ご う

の状態
じょうたい

を音声
おんせい

で知
し

らせ

るなどの支援
し え ん

を 行
おこな

うＰＩＣＳ(歩行者
ほ こ う し ゃ

等支援
と う し え ん

情報
じょうほう

通信
つ う し ん

システム)等
と う

のバリアフリー対応型
たいおうがた

信号機
し ん ご う き

の整備
せ い び

のほか、信号
し ん ご う

灯器
と う き

のＬＥＤ(発光
は っ こ う

ダイオード)化
か

の推進
すいしん

を 行
おこな

います。 

また、道路
ど う ろ

標識
ひょうしき

の高輝度化
こ う き ど か

、誰
だれ

もが分
わ

かりやすい道路
ど う ろ

標識等
ひょうしきとう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。5105 

 

【交通
こ う つ う

規制課
き せ い か

①：高度
こ う ど

自動
じ ど う

運転
うん て ん

システムの開発等
かいはつとう

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県警察
けんけいさつ

では、ＩＴＳの中核
ちゅうかく

である交通
こ う つ う

管理
か ん り

の分野
ぶ ん や

においてＵＴＭＳを推進
すいしん

しており、 光
ひかり

ビ

ーコンをキーインフラとして個々
こ こ

の車両
しゃりょう

との双方向
そ う ほ う こ う

通信等
つ う し ん と う

、高度
こ う ど

な情報
じょうほう

通信
つ う し ん

技術
ぎ じ ゅ つ

を活用
かつよう

し、

運転者
う ん て ん し ゃ

に対
たい

してリアルタイムの交通
こ う つ う

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、安全
あんぜん

運転
うん て ん

支援
し え ん

、公共
こうきょう

車両
しゃりょう

の優先
ゆうせん

、人
ひ と

の

移動
い ど う

、物流
ぶつりゅう

の効率化
こ う り つ か

を図
はか

っています。 

これにより、交通流
こうつうりゅう

を積極的
せっきょくてき

に管理
か ん り

することで交通
こ う つ う

事故
じ こ

、交通
こ う つ う

渋滞
じゅうたい

、交通
こ う つ う

公害等
こ う が い と う

の問題
もんだい

を解決
かいけつ

し、「安全
あんぜん

・快適
かいてき

にして環境
かんきょう

にやさしい交通
こ う つ う

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

しています。 

現在
げんざい

の交通
こ う つ う

管理
か ん り

システムは、車両
しゃりょう

感知器
か ん ち き

、 光
ひかり

ビーコン等
と う

の既存
き そ ん

インフラから収 集
しゅうしゅう

され

る情報
じょうほう

を 基
もとい

に交通
こ う つ う

管制
かんせい

を 行
おこな

っており、ビッグデータや人工
じ ん こ う

知能
ち の う

（ＡＩ）等
と う

の新
あ ら

たな技術
ぎ じ ゅ つ

に

対応
たいおう

できておらず、自動
じ ど う

運転
うん て ん

の実用化
じ つ よ う か

に向
む

けたニーズ等
と う

に対応
たいおう

していくことが急務
き ゅ う む

です。 

このような現状
げんじょう

から、警察庁
けいさつちょう

により、ＡＩ等
と う

の新
あ ら

たな技術
ぎ じ ゅ つ

を活用
かつよう

した交通
こ う つ う

管制
かんせい

システムに

ついて、必要
ひ つ よ う

な実証
じっしょう

実験等
じ っ け ん と う

を推進
すいしん

し、新
し ん

システムの確立
か く り つ

・導入
どうにゅう

に向
む

けた検討
け ん と う

が進
すす

められて

います。5110 
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、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

 

 

【いのち・未来
み ら い

戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

既存
き そ ん

の介護
か い ご

タクシーの配車
は い し ゃ

手配
て は い

は、アナログ（電話
で ん わ

）であり医療
い り ょ う

機関
き か ん

、介護
か い ご

タクシー事
じ

業者
ぎょうしゃ

、利用者
り よ う し ゃ

の大
おお

きな負担
ふ た ん

となっている。 

 

【住宅
じゅうたく

計画課
け い か く か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らすためには、住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

が必要
ひ つ よ う

不可欠
ふ か け つ

です。そのためには賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の家主
や ぬ し

から、障害者等
しょうがいしゃとう

の住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

の入居
にゅうきょ

を拒
こば

まない住宅
じゅうたく

の登録
と う ろ く

を受
う

け、

当該
と うが い

登録
と う ろ く

情報
じょうほう

を広
ひろ

く県民
けんみん

に提供
ていきょう

していくことにより、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

の居住
きょじゅう

の安定
あんてい

確保
か く ほ

を図
はか

る必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【公共
こうきょう

住宅課
じ ゅ う た く か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

1980（昭和
し ょ う わ

55）年度
ね ん ど

以前
い ぜ ん

に建設
けんせつ

した県営
けんえい

住宅
じゅうたく

の大部分
だ い ぶ ぶ ん

が、エレベーターの設置
せ っ ち

され

ていない階段室型
かいだんしつがた

の住棟
じゅうとう

です。これらの住棟
じゅうとう

では、階段室
かいだんしつ

ごとに後付
あ と づ

けでエレベーターを

設置
せ っ ち

しても、その出入
で い

り口
ぐ ち

が階段
かいだん

の踊
おど

り場
ば

になることから、完全
かんぜん

なバリアフリー化
か

を達成
たっせい

で

きず、障害者
しょうがいしゃ

世帯等
せ た い と う

のために、今後
こ ん ご

は建替
た て か

えによるバリアフリー化
か

が不可欠
ふ か け つ

です。 

また、県営
けんえい

住宅
じゅうたく

では、障害者
しょうがいしゃ

世帯
せ た い

を対象
たいしょう

に、抽選
ちゅうせん

の当選率
と う せ ん り つ

の優遇
ゆ う ぐ う

や家賃
や ち ん

の減免等
げんめんとう

を

行
おこな

っており、今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き入居
にゅうきょ

支援
し え ん

の取組
と り く み

を進
すす

めてまいります。  
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
【まちづくり】 

5101 バリアフリーまちづくりに向
む

けた普及
ふきゅう

啓発等
けいはつとう

        （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

「神奈川県
か な が わ け ん

みんなのバリアフリー街
ま ち

づくり条例
じょうれい

」に基
も と

づく実効性
じ っ こ う せ い

のある取組
と り く

みを推進
すいしん

す

るため、神奈川県
か な が わ け ん

バリアフリー街
ま ち

づくり推進
すいしん

県民
けんみん

会議
か い ぎ

を通
と お

して、広
ひろ

く県民
けんみん

から意見
い け ん

を 伺
うかが

い、

バリアフリーの街
ま ち

づくりの提案
ていあん

・発信
は っ し ん

や協働
きょうどう

に取
と

り組
く

みます。 

また、バリアフリーの街
ま ち

づくりに向
む

けた普及
ふ き ゅ う

啓発等
け い はつ と う

を 行
おこな

います。 

 

5102 公 共
こうきょう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

の促進
そくしん

            （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

学校
が っ こ う

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、商業
しょうぎょう

施設
し せ つ

、運動
う ん ど う

施設
し せ つ

など不特定
ふ と く て い

多数
た す う

の方
かた

が利用
り よ う

する公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

に

ついて、障害者等
しょうがいしゃとう

が安全
あんぜん

かつ快適
かいてき

に利用
り よ う

できるよう、当該
と うが い

施設
し せ つ

を設置
せ っ ち

し又
ま た

は管理
か ん り

する者
もの

に対
たい

し、神奈川県
か な が わ け ん

みんなのバリアフリー街
ま ち

づくり条例
じょうれい

（平成
へいせい

７年
ねん

県条例
けんじょうれい

第
だい

５号
ご う

）で定
さ だ

める

整備
せ い び

基準
き じ ゅ ん

への適合
て き ご う

を求
も と

めるなど、バリアフリー化
か

を促進
そ く し ん

します。 

 

5103 公園
こうえん

施設
し せ つ

の整備
せ い び

                    （都市
と し

公園課
こ う え ん か

） 

障害
しょうがい

の程度
て い ど

や状況
じょうきょう

に関
かか

わらず、誰
だれ

もが一緒
い っ し ょ

になって遊
あそ

べる遊具
ゆ う ぐ

を備
そな

えたともに遊
あそ

び、

育
そだ

ちあえる場
ば

となるインクルーシブな広場
ひ ろ ば

の整備
せ い び

を、公園
こ う え ん

の特性
と く せ い

や老朽化
ろ う き ゅ う か

した施設
し せ つ

の更新
こ う し ん

の機会
き か い

を捉
と ら

え、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

のご意見
い け ん

を 伺
うかが

いながら、丁寧
ていねい

に進
すす

めます。 

 

【道路
ど う ろ

整備
せ い び

】 

5104 歩道等
ほ ど う と う

の整備
せ い び

               （道路
ど う ろ

管理課
か ん り か

、 道路
ど う ろ

整備課
せ い び か

） 

公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関等
き か ん と う

のバリアフリー化
か

と連携
れんけい

しつつ、幅
はば

の広
ひろ

い歩道
ほ ど う

の整備
せ い び

や無電柱化
む で ん ち ゅ う か

等
と う

を

進
すす

め、安全
あんぜん

で安心
あんしん

な歩行者
ほ こ う し ゃ

空間
く う か ん

を形成
けいせい

・確保
か く ほ

します。 

 

5105 主要
しゅよう

道路
ど う ろ

の信号機
し ん ご う き

の整備等
せ い び と う

               （交通
こ う つ う

規制課
き せ い か

） 

バリアフリー法
ほ う

に基
も と

づき市町村
し ち ょ う そ ん

が定
さ だ

める重点
じゅうてん

整備地
せ い び ち

区内
く な い

の主要
し ゅ よ う

な生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
け い ろ

を

構成
こ うせ い

する道路
ど う ろ

において、音響
おんきょう

により信号
し ん ご う

表示
ひ ょ う じ

の状況
じょうきょう

を知
し

らせる音響式
おんきょうしき

信号機
し ん ご う き

、歩行者
ほ こ う し ゃ

等
と う

と車両
しゃりょう

が通行
つ う こ う

する時間
じ か ん

を分離
ぶ ん り

する歩車
ほ し ゃ

分離式
ぶ ん り し き

信号
し ん ご う

、歩行者
ほ こ う し ゃ

信号
し ん ご う

の状態
じょうたい

を音声
おんせい

で知
し

らせ

るなどの支援
し え ん

を 行
おこな

うＰＩＣＳ(歩行者
ほ こ う し ゃ

等支援
と う し え ん

情報
じょうほう

通信
つ う し ん

システム)等
と う

のバリアフリー対応型
たいおうがた

信号機
し ん ご う き

、見
み

やすく分
わ

かりやすい道路
ど う ろ

標識等
ひょうしきとう

の整備
せ い び

を進
すす

めます。 

 

-112-



大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

 

 

5106 歩行者
ほ こ う し ゃ

等
とう

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

                  （交通
こ う つ う

規制課
き せ い か

） 

市街地等
し が い ち と う

の生活
せいかつ

道路
ど う ろ

における歩行者
ほ こ う し ゃ

等
と う

の安全
あんぜん

な通行
つ う こ う

を確保
か く ほ

するため、区域
く い き

(ゾーン)を

設定
せってい

して、最高
さ い こ う

速度
そ く ど

30 ㎞/h の区域
く い き

規制
き せ い

や道路
ど う ろ

管理者
か ん り し ゃ

と連係
れんけい

し路側帯
ろ そ く た い

の設置
せ っ ち

・拡幅
か く ふ く

、

物理的
ぶ つ り て き

デバイス設置等
せ っ ち と う

（ゾーン 30 プラス）の対策
た い さ く

を効果的
こ う か て き

に組
く

み合
あ

わせ、速度
そ く ど

抑制
よ く せ い

や

通過
つ う か

交通
こ う つ う

の抑制
よ く せ い

・排除
は い じ ょ

を図
はか

ります。 

 

5107 公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

のバリアフリー化
か

             （交通
こ う つ う

企画課
き か く か

） 

駅
え き

における段差
だ ん さ

解消
かいしょう

や、ホームドアの導入
どうにゅう

の促進
そ く し ん

と併
あわ

せて、接遇
せ つ ぐ う

ガイドライン等
と う

の普及
ふ き ゅ う

・

啓発等
け い はつ と う

の「心
こころ

のバリアフリー」により、公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関
き か ん

のバリアフリー化
か

を促進
そ く し ん

します。 

 

5108 高度
こ う ど

自動
じ ど う

運転
うんてん

システムの開発等
かいはつとう

             （交通
こ う つ う

規制課
き せ い か

） 

移動
い ど う

手段
し ゅ だ ん

の確保
か く ほ

や、ドライバー不足
ふ そ く

への対応等
た い お う と う

が喫緊
き っ き ん

の課題
か だ い

であることを踏
ふ

まえ、

高齢者
こ う れ い し ゃ

、障害者等
しょうがいしゃとう

の安全
あんぜん

快適
かいてき

な移動
い ど う

に資
し

するＴＳＰＳ（信号
し ん ご う

情報
じょうほう

活用
かつよう

運転
うん て ん

支援
し え ん

システム）、

ＤＳＳＳ（安全
あんぜん

運転
うん て ん

支援
し え ん

システム）等
と う

のＩＴＳ（高度
こ う ど

道路
ど う ろ

交通
こ う つ う

システム）のサービス展開
てんかい

を

実施
じ っ し

する。 

 

【住 居
じゅうきょ

確保
か く ほ

】 

5109 障 害 者
しょうがいしゃ

の入 居
にゅうきょ

促進
そくしん

支援
し え ん

                （公共
こうきょう

住宅課
じ ゅ う た く か

） 

県営
けんえい

住宅
じゅうたく

を建
た

て替
か

える際
さい

にはバリアフリー対応
たいおう

を原則
げ ん そ く

とし、一定数
い っ て い す う

の身体
しんたい

障害者向
し ょ う が い し ゃ む

け

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

を進
すす

めます。また、優先
ゆうせん

入居
にゅうきょ

や単身
たんしん

入居
にゅうきょ

に配慮
は い り ょ

します。 

 

5110 住 宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

の居 住
きょじゅう

確保
か く ほ

             （住宅
じゅうたく

計画課
け い か く か

） 

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の家主等
や ぬ し と う

から、障害者等
しょうがいしゃとう

の住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

の入居
にゅうきょ

を拒
こば

まない賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の

登録
と う ろ く

を受
う

け、当該
と うが い

登録
と う ろ く

情報
じょうほう

を広
ひろ

く県民
けんみん

に提供
ていきょう

していくことにより、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

の

居住
きょじゅう

の安定
あんてい

確保
か く ほ

を図
はか

ります。 

 

5111 住 宅
じゅうたく

確保
か く ほ

に係
かか

る障 害
しょうがい

理解
り か い

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

         （住宅
じゅうたく

計画課
け い か く か

） 

民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

に関係
かんけい

する団体
だんたい

と連携
れんけい

し、障害
しょうがい

特性等
と く せ い と う

を貸主等
か し ぬ し と う

に周知
し ゅ う ち

することにより、

貸主
かしぬし

や不動産店
ふ ど う さ ん て ん

及
およ

び借主
か りぬ し

の不安
ふ あ ん

が解消
かいしょう

され、障害者
しょうがいしゃ

の入居
にゅうきょ

について、理解
り か い

と協力
きょうりょく

を得
え

ら

れるよう普及
ふ き ゅ う

・啓発
けいはつ

を図
はか

ります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

 

 

5112 グループホームの整備
せ い び

 【再掲
さいけい

：3202、4107】   （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

グループホーム等
と う

の運営費
う ん え い ひ

補助等
ほ じ ょ と う

の支援
し え ん

などを通
つ う

じ、市町村
し ち ょ う そ ん

と協力
きょうりょく

して、グループホー

ムの設置
せ っ ち

・利用
り よ う

の促進
そ く し ん

とサービスの充実
じゅうじつ

を継続
け い ぞ く

して図
はか

ります。多様
た よ う

なニーズを持
も

つ障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を支援
し え ん

するとともに、特
と く

に、課題
か だ い

である重度
じ ゅ う ど

の障害者
しょうがいしゃ

の受入
う け い

れが可能
か の う

な

グループホームの整備
せ い び

支援
し え ん

に取
と

り組
く

みます。 

あわせて、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の職員
しょくいん

が、共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の理念
り ね ん

を理解
り か い

し、障害者
しょうがいしゃ

やそ

の家族
か ぞ く

が必要
ひ つ よ う

とする支援
し え ん

を 行
おこな

うことができるよう、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

への理解
り か い

、障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じた支援
し え ん

技術
ぎ じ ゅ つ

などの研修
けんしゅう

の実施等
じ っ し と う

を進
すす

めます。 

 

5113 住 宅
じゅうたく

改 修 等
かいしゅうとう

への助成
じょせい

                 （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

在宅
ざ い た く

の重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

整備
せ い び

を促進
そ く し ん

するため、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

にあわせて既存
き そ ん

の

住宅
じゅうたく

を改装
か いそ う

する経費等
け い ひ と う

を助成
じ ょ せ い

する市町村
し ち ょ う そ ん

に対
たい

して、助成
じ ょ せ い

を 行
おこな

います。 

 

5114 精神
せいしん

障 害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム（住
す

まいの確保
か く ほ

） 

【再掲
さいけい

：3207、4202、4319】（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 障害
しょうがい

サービス課
か

） 

精神
せいしん

障害
しょうがい

の有無
う む

や程度
て い ど

にかかわらず、誰
だれ

もが安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らすことができるよ

う、保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

・福祉
ふ く し

関係者等
か ん け い し ゃ と う

による協議
き ょ う ぎ

の場
ば

を、精神
せいしん

障害
しょうがい

を有
ゆ う

する方等
か た と う

の日常
にちじょう

生活圏域
せいかつけんいき

である県内
けんない

全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

に設置
せ っ ち

し、「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム」の構築
こ う ち く

を

推進
すいしん

します。 

また、保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

及
およ

び同
ど う

センターは、市町村
し ち ょ う そ ん

との協働
きょうどう

により精神
せいしん

障害
しょうがい

を有
ゆ う

する

方等
か た と う

のニーズや、地域
ち い き

の課題
か だ い

を共有化
き ょ う ゆ う か

した上
う え

で、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステムの構築
こ う ち く

を推進
すいしん

す

るとともに、その一環
いっかん

として、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

支援
し え ん

に関
かん

する研修
けんしゅう

の開催
かいさい

など、居住
きょじゅう

支援
し え ん

の関係者
かんけいしゃ

とも連携
れんけい

を図
はか

りながら、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の住
す

まいの確保
か く ほ

に努
つ と

めます。 

 

【理解
り か い

促進
そくしん

】 

5115 ヘルプマークの普及
ふきゅう

 【再掲
さいけい

：7205】         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

外見
がいけん

からはわからなくても援助
え ん じ ょ

や配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

としている方々
かたがた

が身
み

につけることで、周囲
し ゅ う い

の方
かた

に配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

としていることを知
し

らせ、援助
え ん じ ょ

を受
う

けやすくすることを目的
も く て き

として作
つ く

られ

た「ヘルプマーク」の認知度
に ん ち ど

が向上
こうじょう

するよう、普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

みます。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）誰
だれ

もが住
す

みやすいまちづくりの推進
すいしん

 

 

5116 精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

               （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する県内
けんない

バス運賃等
う ん ち ん と う

の割引
わりびき

の導入
どうにゅう

拡大
かくだい

を図
はか

るとともに、公共
こうきょう

施設等
し せ つ と う

を

利用
り よ う

しやすくなるための情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

しやすい環境
かんきょう

整備
せ い び

を進
すす

めま

す。 

 

5117 身体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

促進
そくしん

(介護
か い ご

タクシーの利便性
り べ ん せ い

の向 上
こうじょう

） 

（いのち・未来
み ら い

戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

） 

誰
だれ

もが希望
き ぼ う

する時
と き

に介護
か い ご

タクシーをスムースに利用
り よ う

することができる環境
かんきょう

を整
ととの

えるた

め、電話
で ん わ

によって 行
おこな

われている既存
き そ ん

の配車
は い し ゃ

方法
ほ う ほ う

をデジタル化
か

するなど、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

や

社会
し ゃ かい

への参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

し、共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

につなげます。 

 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 
【再掲

さいけい

】援助
え ん じ ょ

や配慮
は い り ょ

が必要
ひ つ よ う

な方
かた

のためのマーク「ヘ

ルプマーク」の認知度
に ん ち ど

 

65.6% 

（2022年
ねん

） 

80% 

（2029年
ねん

） 

 視覚
し か く

障害者用
しょうがいしゃよう

付加
ふ か

装置等
そ う ち と う

の整備数
せ い び す う

 
10個

こ

 

（年度毎
ね ん ど ご と

の目標値
も く ひ ょ う ち

） 

 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 【再掲
さいけい

】心
こころ

のバリアフリー推進員
すいしんいん

の累計
るいけい

養成者数
よ う せ い し ゃ す う

 
409人

にん

 

（2022年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

（2029年
ねん

） 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 
 
 
 
 
 

（２）意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

   【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

が来庁
らいちょう

する県
けん

の窓口等
ま ど ぐ ち と う

に筆談
ひつだん

マーク掲示
け い じ

し、コミュニケーション支援
し え ん

に

取
と

り組
く

んでいます。今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き、来庁
らいちょう

された障害者
しょうがいしゃ

が職員
しょくいん

と速
すみ

やかに意思
い し

疎通
そ つ う

ができ

るよう、コミュニケーション支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいく必要
ひ つ よ う

があります。 

電話
で ん わ

リレーサービスについては、電話
で ん わ

リレーサービスを多
おお

くの聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に利用
り よ う

してい

ただくため、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

センターや県
けん

のホームページで紹介
しょうかい

するなど、周知
し ゅ う ち

に努
つ と

めて

きました。しかし、電話
で ん わ

リレーサービスの利用
り よ う

登録
と う ろ く

をしていない聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

も多
おお

いのが現状
げんじょう

です。そのため、今後
こ ん ご

、電話
で ん わ

リレーサービスが広
ひろ

く社会
し ゃ かい

に普及
ふ き ゅ う

し、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して

地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるよう、取
と

り組
く

んでいく必要
ひ つ よ う

があります。 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

のために、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

センターでは、２つの方法
ほ う ほ う

により情報
じょうほう

提供
ていきょう

をしています。１つめは、自主
じ し ゅ

企画
き か く

作品
さ く ひ ん

や講演
こ う え ん

収録
しゅうろく

などの制作
せ い さ く

を 行
おこな

うとともに、ライブ

ラリー用
よ う

に DVD を制作
せ い さ く

し、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

や手話
し ゅ わ

学習者等
がくしゅうしゃとう

に貸出
か し だ

しを 行
おこな

っています。２つめ

は、同
ど う

センターのホームページでストリーミングの動画
ど う が

配信
はいしん

を 行
おこな

い、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

へ手話
し ゅ わ

で

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

情報等
じょうほうとう

を制作
せ い さ く

し、配信
はいしん

しています。今後
こ ん ご

も、引
ひ

き続
つづ

き、

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に充実
じゅうじつ

した情報
じょうほう

を提供
ていきょう

していく必要
ひ つ よ う

があります。 

本県
ほんけん

で は 、盲
も う

ろう者支援
し ゃ し え ん

センターを設置
せ っ ち

し、盲
も う

ろう者
し ゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

、市町村等
し ち ょ う そ ん と う

の

支援者等
し え ん し ゃ と う

を対象
たいしょう

に相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

し、当事者
と う じ し ゃ

への適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

、家族
か ぞ く

や関係
かんけい

機関
き か ん

と

の調整等
ちょうせいとう

を 行
おこな

っています。今後
こ ん ご

も、引
ひ

き続
つづ

き、当事者等
と う じ し ゃ と う

からの相談
そ う だ ん

を受
う

け、適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

に取
と

り組
く

んでいく必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：失語
し つ ご

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では失語症者
し つ ご し ょ う し ゃ

が地域
ち い き

の一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをすることができるよう、

失語症者
し つ ご し ょ う し ゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

のニーズを理解
り か い

し、コミュニケーション技術
ぎ じ ゅ つ

などの支援
し え ん

方法
ほ う ほ う

を身
み

につ

けた失語症者向
し つ ご し ょ う し ゃ む

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

の養成
よ うせ い

と派遣
は け ん

を 行
おこな

っています。 

失語症者
し つ ご し ょ う し ゃ

の人数
にんずう

を把握
は あ く

することが困難
こんなん

であるため、言語
げ ん ご

聴覚士会
ち ょ う か く し か い

や当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

と連携
れんけい

 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 
 

してニーズを把握
は あ く

し、意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

の派遣
は け ん

を着実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

する必要
ひ つ よ う

があります。5201 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

③：ＩＣＴ（作業中
さぎょうちゅう

）】 

「視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

の読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

（読書
ど く し ょ

バリアフリー法
ほ う

）」や

「障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
し ゅ と く

及
およ

び利用
り よ う

並
な ら

びに意思
い し

疎通
そ つ う

に係
かか

る施策
し さ く

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

（障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

アクセシビリティ・コミュニケーション施策
し さ く

推進法
す い し ん ほ う

）」の施行
し こ う

を受
う

け、障害者
しょうがいしゃ

の

より一層
い っ そ う

の情報
じょうほう

保障
ほ し ょ う

が図
はか

られる環境
かんきょう

の整備
せ い び

が求
も と

められおり、ICT を活用
かつよう

することにより、

障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

していくことが重要
じゅうよう

です。 

県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

の ICT の利用
り よ う

機会
き か い

の拡大
かくだい

や活用
かつよう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を支援
し え ん

することにより、

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

の促進
そ く し ん

を図
はか

ることを目的
も く て き

とした事業
じ ぎ ょ う

を 行
おこな

ってきました。インター

ネット上
じょう

で「かながわ障害者
しょうがいしゃ

IT支援
し え ん

ネットワーク」というホームページの運営
うん え い

を 行
おこな

い、

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

に必要
ひ つ よ う

な ICT機器
き き

やアプリに関
かん

する情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

を 行
おこな

うとともに、ICT の

利活用
り か つ よ う

に関
かん

する知識
ち し き

を有
ゆ う

する者
もの

を配置
は い ち

し、電話
で ん わ

や電子
で ん し

メール等
と う

での相談
そ う だ ん

に対応
たいおう

できる

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

し、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び支援者
し え ん し ゃ

からの ICT の利活用
り か つ よ う

に関
かん

する相談
そ う だ ん

にも応
お う

じています。 

また、ライトセンターで 行
おこな

われる指導
し ど う

訓練
く ん れ ん

事業
じ ぎ ょ う

により、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

に必要
ひ つ よ う

な ICT

機器
き き

の操作
そ う さ

方法
ほ う ほ う

の支援
し え ん

や便利
べ ん り

なアプリ等
と う

の情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

を 行
おこな

っています。 

障害者
しょうがいしゃ

にとって、ICT機器
き き

の利用
り よ う

有無
う む

により情報
じょうほう

の取得量
しゅとくりょう

、そして取得
し ゅ と く

する情報
じょうほう

の内容
な い よ う

に大
おお

きな差
さ

が出
で

てくるため、必要
ひ つ よ う

な情報
じょうほう

を必要
ひ つ よ う

なタイミングで取得
し ゅ と く

できるよう、ICT に関
かん

す

る相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させていくことが必要
ひ つ よ う

です。5205 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

④：視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

「視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

の読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」（令和
れ い わ

元年
がんねん

法律
ほ う り つ

第
だい

49号
ご う

）に

関
かん

する取組
と り く み

として、点字
て ん じ

図書館
と し ょ か ん

であるライトセンターでは、点訳
て ん や く

・音訳
お ん や く

・拡
か く

大写本等
だ い し ゃ ほ ん と う

のアク

セシブルな図書等
と し ょ と う

の製作
せ い さ く

を始
は じ

め、サピエ図書館
と し ょ か ん

との連携
れんけい

を含
ふ く

む各種
か く し ゅ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

や点訳
て ん や く

・

音訳
お ん や く

・拡
か く

大写本等
だ い し ゃ ほ ん と う

の製作
せ い さ く

に取
と

り組
く

むボランティアの活動
かつどう

支援
し え ん

などを 行
おこな

っています。 

また、県立
けんりつ

の図書館
と し ょ か ん

、平塚盲
ひ らつ かも う

学校
が っ こ う

と連携
れんけい

し、書籍
し ょ せ き

の相互
そ う ご

利用
り よ う

を 行
おこな

い、利用
り よ う

しやすい書籍
し ょ せ き

の充実
じゅうじつ

や視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる体制
たいせい

づくりを推進
すいしん

しています。 

一方
い っ ぽ う

で、アクセシブルな図書
と し ょ

の作成
さ く せ い

についてはボランティアの製作
せ い さ く

に頼
たよ

っているため、ボ

ランティアの高齢化
こ う れ い か

とともに製作者
せ い さ く し ゃ

の高齢化
こ う れ い か

が進
すす

んでいます。 

また、アクセシブルな図書
と し ょ

の製作
せ い さ く

手順
て じ ゅ ん

や基準
き じ ゅ ん

の作成
さ く せ い

についてマニュアル等
と う

による共有
きょうゆう

を 

行
おこな

っていく必要
ひ つ よ う

があります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 
 

【障害
しょうがい

学習課
が く し ゅ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県立
けんりつ

の図書館
と し ょ か ん

では、ライトセンター等
と う

と連携
れんけい

し、視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

が図書館
と し ょ か ん

を円滑
えんかつ

に利用
り よ う

でき

る体制
たいせい

づくりに努
つ と

めています。 

各図書館
か く と し ょ か ん

等
と う

において、それぞれが管理
か ん り

する書籍等
し ょ せ き と う

を相互
そ う ご

利用
り よ う

する体制
たいせい

の整備等
せ い び と う

を 行
おこな

い、

より一層
い っ そ う

の体制
たいせい

づくりを推進
すいしん

することが必要
ひ つ よ う

です。 

 

【デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

情報
じょうほう

アクセシビリティは、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

（平成
へいせい

 28 年
ねん

 4
４

 月
がつ

 1 日施行
に ち し こ う

）において、

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

を的確
て き か く

に 行
おこな

うための環境
かんきょう

の整備
せ い び

と位置
い ち

づけられており、事前的
じ ぜ ん て き

改善
かいぜん

措置
そ ち

として

計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

することが求
も と

められている。また、行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

は、障害者
しょうがいしゃ

から個別
こ べ つ

の申
も う

し出
で

が

あった場合
ば あ い

は、必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

を 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

があり、障害者
しょうがいしゃ

基本法等
き ほ ん ほ う と う

も含
ふ く

め公的
こ う て き

機関
き か ん

の対応
たいおう

がこれまで以上
い じ ょ う

に求
も と

められている 

県
けん

では平成
へいせい

15年
ねん

に県独自
け ん ど く じ

基準
き じ ゅ ん

として「情報
じょうほう

バリアフリーガイドライン」を定
さ だ

め、情報
じょうほう

バリア

フリーの推進
すいしん

を図
はか

ってきたが、ウェブアクセシビリティの日本
に ほ ん

工業
こうぎょう

規格
き か く

「JIS X 8341-

3:2016 高齢者
こ う れ い し ゃ

・障害者等配慮
しょうがいしゃとうはいりょ

設計
せっけい

指針
し し ん

-情報
じょうほう

通信
つ う し ん

における機器
き き

,ソフトウェア及
およ

びサービ

ス-第
だい

3部
ぶ

：ウェブコンテンツ」の改正
かいせい

を契機
け い き

に、独自
ど く じ

のガイドラインを廃止
は い し

し、JIS規格
き か く

に基
も と

づ

き目標
もくひょう

とする達成
たっせい

基準
き じ ゅ ん

の適合
て き ご う

レベルを「神奈川県
か な が わ け ん

ウェブアクセシビリティ方針
ほ う し ん

」として定
さ だ

め、

これに 従
したが

ってウェブページを作成
さ く せ い

することとしている。併
あわ

せて、県
けん

ウェブサイトの JIS規格
き か く

への

適合
て き ご う

状況
じょうきょう

について定期的
て い き て き

に検査
け ん さ

を 行
おこな

い、試験
し け ん

結果
け っ か

を公開
こ うか い

するとともに、現状
げんじょう

の把握
は あ く

や

問題点
もんだいてん

を洗
あ ら

い出
だ

し、継続的
け い ぞ く て き

なウェブアクセシビリティの確保
か く ほ

に取
と

り組
く

んでいる。 

 試験
し け ん

及
およ

び修正
しゅうせい

を重
かさ

ねることで、問題
もんだい

のあるウェブページの数
かず

は減少
げんしょう

しているものの、

目標
もくひょう

とする適合
て き ご う

レベルを達成
たっせい

できないウェブページもあるため、引
ひ

き続
つづ

き改善
かいぜん

に向
む

けて取
と

り

組
く

む必要
ひ つ よ う

がある。 

素案
そ あ ん

_Ⅲ_５_（２）~（４）について、切
き

り口
く ち

は異
こ と

なるが、デジタル室
し つ

としての取組
と り く み

は共通
きょうつう

する

ため、同
おな

じ内容
な い よ う

記述
き じ ゅ つ

しています。 

 

【観光課
か ん こ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

ユニバーサルツーリズム（すべての人
ひ と

が楽
たの

しめるよう創
つ く

られた旅行
り ょ こ う

であり、高齢
こ うれ い

や障害等
しょうがいとう

の

有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが気兼
き が

ねなく参加
さ ん か

できる旅行
り ょ こ う

）促進
そ く し ん

のための環境
かんきょう

整備
せ い び

を 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

があります。  
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 
 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
【意思

い し

疎通
そ つ う

支援等
し え ん と う

の推進
すいしん

】 

5201 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を 行
おこな

う人材
じんざい

の養成等
ようせいとう

            （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

聴覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

、視覚
し か く

、失語
し つ ご

、知的
ち て き

、発達
はったつ

、高次脳機能
こ う じ の う き の う

、重度
じ ゅ う ど

の身体
しんたい

などの

障害
しょうがい

や難病
なんびょう

のため意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることに支障
し し ょ う

がある方
かた

に対
たい

して、手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

、

要約筆記者
よ う や く ひ っ き し ゃ

、盲
も う

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つ う や く

・介助員
かいじょいん

、失語症者向
し つ ご し ょ う し ゃ む

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

、点訳
て ん や く

、代筆
だいひつ

、

代読
だ い ど く

、音声訳
おんせいやく

を 行
おこな

う者等
も の と う

の養成
よ うせ い

研修等
けんしゅうとう

の実施
じ っ し

により人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

を図
はか

り、手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

、要約筆記者
よ う や く ひ っ き し ゃ

、盲
も う

ろう者向
し ゃ む

け通訳
つ う や く

・介助員
かいじょいん

、失語症者向
し つ ご し ょ う し ゃ む

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者等
し え ん し ゃ と う

の派遣
は け ん

、

設置等
せ っ ち と う

による支援
し え ん

や、点訳
て ん や く

、代筆
だいひつ

、代読
だ い ど く

、音声訳等
お ん せ い や く と う

によるコミュニケーション支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

ります。 

 

5202 手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

 【再掲
さいけい

：7204】        （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

神奈川県
か な が わ け ん

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

に基
も と

づき策定
さ く て い

・改定
かいてい

した神奈川県
か な が わ け ん

手話
し ゅ わ

推進
すいしん

計画
け い か く

により、ろう者
し ゃ

とろう者以外
し ゃ い が い

の者
もの

が、相互
そ う ご

にその人格
じ ん か く

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

することのできる

地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けて、手話
し ゅ わ

の普及等
ふ き ゅ う と う

を進
すす

めます。 

 

【情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

】 

5203 県
けん

における情 報
じょうほう

通信
つうしん

機器等
き き と う

の調 達
ちょうたつ

        （デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

） 

県
けん

の情報
じょうほう

通信
つ う し ん

機器等
き き と う

の調達
ちょうたつ

は、情報
じょうほう

アクセシビリティの観点
かんてん

から、国際
こ く さ い

規格
き か く

や日本
に ほ ん

工業
こうぎょう

規格
き か く

への準拠
じゅんきょ

・配慮
は い り ょ

に関
かん

する関係
かんけい

法令
ほうれい

に基
も と

づいて実施
じ っ し

します。  

 

5204 障 害 者
しょうがいしゃ

のＩＣＴ活用
かつよう

機会
き か い

の拡大
かくだい

 【再掲
さいけい

：5401】    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

ＩＴサポートセンターの設置
せ っ ち

により、ＩＣＴ機器
き き

の利活用
り か つ よ う

を望
のぞ

む障害者
しょうがいしゃ

やその

支援者
し え ん し ゃ

に対
たい

して、障害
しょうがい

に対応
たいおう

したＩＴ機器
き き

やソフトウェア、スマートフォンアプリ等
と う

の情報
じょうほう

を

提供
ていきょう

するとともに、ＩＣＴ利活用
り か つ よ う

に 係
かかわ

る相談
そ う だ ん

に応
お う

じることにより、障害者
しょうがいしゃ

のＩＣＴの利用
り よ う

及
およ

び

活用
かつよう

の機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

あわせて、ＩＴ機器等
き き と う

の情報
じょうほう

をインターネット上
じょう

に掲載
けいさい

することにより、開発者
かいはつしゃ

の支援
し え ん

を

行
おこな

います。 

また、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

しては、ライトセンターで 行
おこな

われている指導
し ど う

訓練
く ん れ ん

事業
じ ぎ ょ う

により、端末
たんまつ

機器
き き

の操作
そ う さ

方法
ほ う ほ う

の支援
し え ん

や便利
べ ん り

なアプリ等
と う

の情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

を 行
おこな

います。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 
 

5205 電話
で ん わ

リレーサービスの普及
ふきゅう

促進
そくしん

             （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

パソコンやスマートフォンなどを通
つ う

じて、オペレーターが手話
し ゅ わ

や文字
も じ

で通訳
つ う や く

を 行
おこな

うことに

より、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

と健聴者
けんちょうしゃ

が、電話
で ん わ

で双方向
そ う ほ う こ う

につながることができる「電話
で ん わ

リレーサービ

ス」が、コミュニケーション手段
し ゅ だ ん

のひとつとして普及
ふ き ゅ う

するよう、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

を含
ふ く

めて、広
ひろ

く

県民
けんみん

への周知等
し ゅ う ち と う

に取
と

り組
く

みます。 

 

5206 緊 急
きんきゅう

通報
つうほう

システム導 入
どうにゅう

促進
そくしん

              （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

「Ｎｅｔ119」などの携帯
けいたい

情報
じょうほう

端末
たんまつ

を活用
かつよう

した音声
おんせい

によらない緊急
きんきゅう

通報
つ う ほ う

システムについて、

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

への周知
し ゅ う ち

に取
と

り組
く

みます。 

 

5207 聴 覚
ちょうかく

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

センターにおける情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

のための取組
と り く

み 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

ＩＣＴの発展
は っ て ん

に伴
ともな

うニーズの変化
へ ん か

も踏
ふ

まえつつ、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、字幕
じ ま く

・手話付
し ゅ わ つ

き

映像
え い ぞ う

ライブラリー等
と う

の制作
せ い さ く

・貸出
か し だ

し、手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

や要約筆記者
よ う や く ひ っ き し ゃ

の養成
よ うせ い

・派遣
は け ん

、相談等
そ う だ ん と う

を 行
おこな

う聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

センターにおいて、情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

5208 ライトセンターにおける情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

の取組
と り く

み    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

ライトセンターにおいて、点訳
て ん や く

・音訳
お ん や く

・ 拡
ひろむ

大写本等
だ い し ゃ ほ ん と う

を活用
かつよう

した利用
り よ う

しやすい図書等
と し ょ と う

を

製作
せ い さ く

するとともに、視覚
し か く

障害等
しょうがいとう

により目
め

で文字
も じ

を読
よ

むことが困難
こんなん

な方々
かたがた

に対
たい

して、さまざま

な情報
じょうほう

を展示
て ん じ

や音声
おんせい

データなどで提供
ていきょう

するネットワーク「サピエ」を活用
かつよう

・連携
れんけい

することで、

生活上
せいかつじょう

の様々
さまざま

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

の質
し つ

の向上
こうじょう

に役立
や く だ

つ機器類
き き る い

に関
かん

する使
つか

い

方
かた

の指導等
し ど う と う

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を支援
し え ん

します。 

また、点訳
て ん や く

・音訳
お ん や く

・拡
か く

大写本等
だ い し ゃ ほ ん と う

の製作
せ い さ く

に取
と

り組
く

むボランティアの活動
かつどう

支援
し え ん

や電子
で ん し

データ

作成
さ く せ い

に 携
たずさ

わる人材
じんざい

育成
いくせい

を 行
おこな

います。 

 

5209 盲
もう

ろう者支援
し ゃ し え ん

センターにおける相談
そうだん

窓口
まどぐち

の取組
と り く

み     （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

盲
も う

ろう者支援
し ゃ し え ん

センターにおいて、直接
ちょくせつ

コミュニケーションを 行
おこな

うことが 難
むずか

しい盲
も う

ろう者
し ゃ

に

対
たい

するサービス等
と う

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 
 

5210 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供事
ていきょうじ

業 者 等
ぎょうしゃとう

に関
かん

する情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

 

（障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

の利用
り よ う

を希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

が、サービスの選択
せ ん た く

ができるようサービ

ス内容
な い よ う

や提供事
て い き ょ う じ

業者
ぎょうしゃ

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

5211 観光
かんこう

施設等
し せ つ と う

に関
かん

する情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

         （観光課
か ん こ う か

、 障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

誰
だれ

もが観光
か ん こ う

を楽
たの

しめるよう、ホームページなどを通
つ う

じて、観光
か ん こ う

施設等
し せ つ と う

のバリアフリー対応
たいおう

状況
じょうきょう

を情報
じょうほう

発信
は っ し ん

するなど、ユニバーサルツーリズムを促進
そ く し ん

します。 

 

5212 視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

による図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

に係
かか

る体制
たいせい

整備
せ い び

 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

、 生涯
しょうがい

学習課
が く し ゅ う か

） 

県立
けんりつ

の図書館
と し ょ か ん

やライトセンター、平塚盲
ｈ ら つ か も う

学校
が っ こ う

において、それぞれが管理
か ん り

する書籍等
し ょ せ き な ど

を

必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて相互
そ う ご

利用
り よ う

・賃借
ちんしゃく

する体制
たいせい

を整備
せ い び

するとともに、利用
り よ う

しやすい書籍
し ょ せ き

の充実
じゅうじつ

や

視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる体制
たいせい

づくりを推進
すいしん

します。 

 

＜コラム「視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

の読書
どくしょ

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」＞ 
令和
れ い わ

元年
がんねん

６月
がつ

28日
にち

に「視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

（視覚
し か く

障害
しょうがい

、肢体
し た い

不自由等
ふ じ ゆ う と う

の障害
しょうがい

により、書籍
し ょ せ き

につ

いて、視覚
し か く

による表現
ひょうげん

の認識
に ん し き

が困難
こんなん

な者
もの

）の読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を総合的
そ う ご う て き

かつ計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

することにより、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず全
すべ

ての国民
こ く み ん

が等
ひ と

しく読書
ど く し ょ

を通
つ う

じて文字
も じ

・活字
か つ じ

文化
ぶ ん か

の恵沢
け い た く

を享受
きょうじゅ

することができる社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

する」ことを目的
も く て き

として「視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

の

読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」が公布
こ う ふ

・施行
し こ う

されました。 

同法
ど う ほ う

第
だい

８条
じょう

では、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は国
く に

の基本
き ほ ん

計画
け い か く

（「視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

の読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の

推進
すいしん

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な計画
け い か く

」）を踏
ふ

まえ、視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

の読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する

基本的
き ほ ん て き

な計画
け い か く

を策定
さ く て い

する努力
ど り ょ く

義務
ぎ む

が定
さ だ

められています。 

そこで、本計画
ほんけいかく

を本県
ほんけん

の「視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

の読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な

計画
け い か く

」に位置
い ち

づけ、全
すべ

ての人
ひ と

が等
ひ と

しく読書
ど く し ょ

活動
かつどう

を 行
おこな

うことができる環境
かんきょう

を整備
せ い び

することを

目指
め ざ

し、県
けん

の読書
ど く し ょ

バリアフリー推進
すいしん

に係
かか

る施策
し さ く

を総合的
そ う ご う て き

に推進
すいしん

するための指針
し し ん

として策定
さ く て い

し

ます。 

具体的
ぐ た い て き

な取組
と り く み

については、整理
せ い り

番号
ばんごう

5205、5209、5213、8104、8403 にて設定
せってい

して

います。※番号
ばんごう

要修正
ようしゅうせい
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2029年
ねん

） 

 手話
し ゅ わ

講習会
こうしゅうかい

の累計
るいけい

実施
じ っ し

事業所数
じ ぎ ょ う し ょ す う

 222回
かい

  502 回
かい

 

 電話
で ん わ

リレーサービスの累計
るいけい

登録
と う ろ く

件数
け ん す う

 1,030 件
けん

  1,340件
けん

 

 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 

把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 
現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込値
み こ み ち

 

（2025年
ねん

） 

 盲
も う

ろう者通訳
し ゃ つ う や く

・介助員
かいじょいん

の派遣
は け ん

件数
け ん す う

 2,460件
けん

 2,530件
けん

 

 点訳
て ん や く

・朗読
ろ う ど く

奉仕員
ほ う し い ん

の派遣
は け ん

件数
け ん す う

 〇〇〇
０ ０ ０

 件
けん

 〇〇〇
０ ０ ０

 件
けん

 

 手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

の派遣
は け ん

件数
け ん す う

 233件
けん

 290件
けん

 

 要約筆記者
よ う や く ひ っ き し ゃ

の派遣
は け ん

件数
け ん す う

 227件
けん

 290件
けん

 

 失語症向
し つ ご し ょ う む

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

の派遣
は け ん

件数
け ん す う

 118件
けん

 120件
けん

 

 盲
も う

ろう者通訳
し ゃ つ う や く

・介助員
かいじょいん

の養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 20人
にん

 30人
にん

 

 点訳
て ん や く

・朗読
ろ う ど く

奉仕員
ほ う し い ん

の養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

の養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 24人
にん

 38人
にん

 

 要約筆記者
よ う や く ひ っ き し ゃ

の養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 38人
にん

 40人
にん

 

 失語症向
し つ ご し ょ う む

け意思
い し

疎通
そ つ う

支援者
し え ん し ゃ

の養成
よ うせ い

研修
けんしゅう

修了者数
しゅうりょうしゃすう

 16人
にん

 20人
にん

 

 （手話
し ゅ わ

通訳
つ う や く

設置
せ っ ち

事業
じ ぎ ょ う

の内容
な い よ う

）   

 （聴覚
ちょうかく

障害児等手話
し ょ う が い じ と う し ゅ わ

言語
げ ん ご

獲得
か く と く

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の内容
な い よ う

）   
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

 

 

 

 

（３）行 政
ぎょうせい

情 報 等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向 上
こうじょう

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  
      【障害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 
県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

及
およ

び同法
ど う ほ う

に基
も と

づく基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

、対応
たいおう

要領
ようりょう

及
およ

び対応
たいおう

指針
し し ん

に基
も と

づき、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

を徹底
て っ て い

するなど、行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

や事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

できるよう取
と

り組
く

んで

います。 
特
と く

に行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

は、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

において、「社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

の実施
じ っ し

について

の必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

を的確
て き か く

に 行
おこな

うため、 自
みずか

ら設置
せ っ ち

する施設
し せ つ

の構造
こ う ぞ う

の改善
かいぜん

及
およ

び設備
せ つ び

の整備
せ い び

、関係
かんけい

職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

その他
た

の必要
ひ つ よ う

な環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つ と

めなければならない。

（法
ほ う

第
だい

５条
じょう

）」、「その事務又
じ む ま た

は事業
じ ぎ ょ う

を 行
おこな

うに当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

を必要
ひ つ よ う

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

において、その実施
じ っ し

に伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
か ち ょ う

で

ないときは、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することとならないよう、当該
と うが い

障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
お う

じて、社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

の実施
じ っ し

について必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

をし

なければならない。（法
ほ う

第
だい

７条
じょう

第
だい

２項
こ う

）」とされており、同法
ど う ほ う

施行時
し こ う じ

から行政
ぎょうせい

機関
き か ん

は法的
ほ う て き

義務
ぎ む

を負
お

い、その取組
と り く

みの徹底
て っ て い

が求
も と

められています。 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
し こ う

から８年
ねん

以上
い じ ょ う

が経過
け い か

したところですが、令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

施行
し こ う

の

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

も踏
ふ

まえ、引
ひ

き続
つづ

き県職員
けんしょくいん

に対
たい

して同法
ど う ほ う

の

意義
い ぎ

や趣旨
し ゅ し

を周知
し ゅ う ち

し、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふ く

むすべての人
ひ と

の利用
り よ う

しやすさに配慮
は い り ょ

した行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

の

提供
ていきょう

により、社会
し ゃ かい

障壁
しょうへき

を除去
じ ょ き ょ

することが必要
ひ つ よ う

です。 

 

【デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

情報
じょうほう

アクセシビリティは、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

（平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

1日
にち

施行
し こ う

）において、

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

を的確
て き か く

に 行
おこな

うための環境
かんきょう

の整備
せ い び

と位置
い ち

づけられており、事前的
じ ぜ ん て き

改善
かいぜん

措置
そ ち

とし

て計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

することが求
も と

められている。また、行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

は、障害者
しょうがいしゃ

から個別
こ べ つ

の申
も う

し

出
で

があった場合
ば あ い

は、必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

を 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

があり、障害者
しょうがいしゃ

基本法等
き ほ ん ほ う と う

も含
ふ く

め

公的
こ う て き

機関
き か ん

の対応
たいおう

がこれまで以上
い じ ょ う

に求
も と

められています。 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

県
けん

では平成
へいせい

15年
ねん

に県独自
け ん ど く じ

基準
き じ ゅ ん

として「情報
じょうほう

バリアフリーガイドライン」を定
さ だ

め、情報
じょうほう

バリ

アフリーの推進
すいしん

を図
はか

ってきたが、ウェブアクセシビリティの日本
に ほ ん

工業
こうぎょう

規格
き か く

「JIS X 8341-

3:2016 高齢者
こ う れ い し ゃ

・障害者等配慮
しょうがいしゃとうはいりょ

設計
せっけい

指針
し し ん

-情報
じょうほう

通信
つ う し ん

における機器
き き

,ソフトウェア及
およ

びサー

ビス-第
だい

3部
ぶ

：ウェブコンテンツ」の改正
かいせい

を契機
け い き

に、独自
ど く じ

のガイドラインを廃止
は い し

し、JIS規格
き か く

に

基
も と

づき目標
もくひょう

とする達成
たっせい

基準
き じ ゅ ん

の適合
て き ご う

レベルを「神奈川県
か な が わ け ん

ウェブアクセシビリティ方針
ほ う し ん

」として

定
さ だ

め、これに 従
したが

ってウェブページを作成
さ く せ い

することとしています。 

併
あわ

せて、県
けん

ウェブサイトの JIS規格
き か く

への適合
て き ご う

状況
じょうきょう

について定期的
て い き て き

に検査
け ん さ

を 行
おこな

い、試験
し け ん

結果
け っ か

を公開
こ うか い

するとともに、現状
げんじょう

の把握
は あ く

や問題点
もんだいてん

を洗
あ ら

い出
だ

し、継続的
け い ぞ く て き

なウェブアクセシビリテ

ィの確保
か く ほ

に取
と

り組
く

んでいます。 

試験
し け ん

及
およ

び修正
しゅうせい

を重
かさ

ねることで、問題
もんだい

のあるウェブページの数
す う

は減少
げんしょう

しているものの、

目標
もくひょう

とする適合
て き ご う

レベルを達成
たっせい

できないウェブページもあるため、引
ひ

き続
つづ

き改善
かいぜん

に向
む

けて取
と

り組
く

む必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

   県選挙
け ん せん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

では、国政
こ く せ い

選挙等
せ ん き ょ と う

において障害者
しょうがいしゃ

に配慮
は い り ょ

した選挙
せ ん き ょ

公報
こ う ほ う

を配布
は い ふ

すると

ともに、市区
し く

町村
ちょうそん

選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

に対
たい

して投票所
とうひょうじょ

のバリアフリー化
か

の促進
そ く し ん

や代理
だ い り

投票
とうひょう

制度
せ い ど

の周知等
し ゅ う ち と う

を 行
おこな

っています。 

選挙
せ ん き ょ

における投票
とうひょう

は、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

の重要
じゅうよう

な手段
し ゅ だ ん

の一
ひ と

つであるため、今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じた選挙等
せ ん き ょ と う

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に努
つ と

めます。 

 

【人事課
じ ん じ か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ憲章
けんしょう

」に掲
かか

げる「誰
だれ

もがその人
ひ と

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

」に向
む

けて、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する県職員
けんしょくいん

の理解
り か い

を深
ふか

めていくことが重要
じゅうよう

で

す。 
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 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
【行 政

ぎょうせい

情 報
じょうほう

】 

5301 県
けん

における合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の徹底
てってい

  【再掲
さいけい

：7211】    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

県
けん

の各所属
か く し ょ ぞ く

における事務
じ む

・事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

や、窓口
ま ど ぐ ち

対応
たいおう

においては、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

、

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

に即
そ く

し定
さ だ

めた職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

に基
も と

づき、社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

の実施
じ っ し

や、合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

徹底
て っ て い

するなど、誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすい

行政
ぎょうせい

サービスの提供
ていきょう

に向
む

けた環境
かんきょう

の整備
せ い び

を着実
ちゃくじつ

に進
すす

めます。 

 

5302 県窓口
けんまどぐち

等
とう

における障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じたコミュニケーション手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

（地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

県
けん

の各所属
か く し ょ ぞ く

の窓口
ま ど ぐ ち

において、手話
し ゅ わ

や筆談
ひつだん

などのコミュニケーション手段
し ゅ だ ん

を確保
か く ほ

するとと

もに、筆談
ひつだん

可能
か の う

であることを示
し め

す統一
と う い つ

した筆談
ひつだん

マークを掲示
け い じ

します。 

 

5303  「県
けん

のたより」の点字版
て ん じ ば ん

・録音版
ろくおんばん

の発行
はっこう

          （知事室
ち じ し つ

） 

幅広
はばひろ

く県政
けんせい

情報
じょうほう

を発信
は っ し ん

するため、広報紙
こ う ほ う し

「県
けん

のたより」の点字版
て ん じ ば ん

・録音版
ろく おんばん

（テープ・デイ

ジー）を毎月
まいつき

発行
は っ こ う

し、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

への配慮
は い り ょ

に努
つ と

めます。 

 

5304 知事
ち じ

定例
ていれい

会見
かいけん

における手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

               （知事室
ち じ し つ

） 

知事
ち じ

定例
ていれい

会見
かいけん

の動画
ど う が

配信
はいしん

において、積極的
せっきょくてき

に手話
し ゅ わ

普及
ふ き ゅ う

を推進
すいしん

すべきという観点
かんてん

から、

手話
し ゅ わ

通訳
つ う や く

を 行
おこな

います。 

 

5305 ウェブアクセシビリティの向 上
こうじょう

         （デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

） 

県
けん

の各所属
か く し ょ ぞ く

において、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふ く

むすべての人
ひ と

が利用
り よ う

しやすい行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の電子的
で ん し て き

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

むとともに、ウェブサイト等
と う

で情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うに当
あ

たっては、キーボー

ドのみで操作
そ う さ

可能
か の う

な仕様
し よ う

の採用
さ い よ う

、動画
ど う が

への字幕
じ ま く

や音声
おんせい

解説
かいせつ

の付与
ふ よ

などＪＩＳ規格
き か く

に対応
たいおう

し、総務省
そ う む し ょ う

が作成
さ く せ い

した「みんなの公共
こうきょう

サイト運用
う ん よ う

ガイドライン」に即
そ く

して対応
たいおう

します。 

あわせて、ウェブアクセシビリティ（ウェブの利便性
り べ ん せ い

）の向上等
こうじょうとう

に向
む

けた取組
と り く

みを促進
そ く し ん

し

ます。 

 

 

 

-127-



大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

5306 県公式
けんこうしき

ウェブサイトでの音声
おんせい

読上
よ み あ

げ等
とう

             （知事室
ち じ し つ

） 

県
けん

が管理
か ん り

・運営
うん え い

するウェブサイトの提供
ていきょう

ページにおいて、音声
おんせい

読上
よ み あ

げ及
およ

び漢字
か ん じ

の読
よ

み

仮名
が な

ルビの表示
ひ ょ う じ

ができる環境
かんきょう

を提供
ていきょう

し、多様
た よ う

な障害
しょうがい

特性
と く せ い

に配慮
は い り ょ

します。 

 

5307 県広報
けんこうほう

テレビ番組
ばんぐみ

における手話付
し ゅ わ つ

き放送
ほうそう

           （知事室
ち じ し つ

） 

県広報
け ん こ う ほ う

テレビ番組
ばんぐみ

において、ろう者
し ゃ

の方
かた

に県政
けんせい

や生活
せいかつ

に役立
や く だ

つ情報等
じょうほうとう

を提供
ていきょう

するため、

手話付
し ゅ わ つ

きの放送
ほ う そ う

を 行
おこな

います。 

 

【司法
し ほ う

手続
て つ づ

き】 

5308 意思
い し

疎通等
そ つ う と う

における配慮
はいりょ

                （刑事
け い じ

総務課
そ う む か

） 

被疑者
ひ ぎ し ゃ

あるいは被害者
ひ が い し ゃ

・参考人
さ ん こ う に ん

となった障害者
しょうがいしゃ

が、意思
い し

疎通等
そ つ う と う

を円滑
えんかつ

に 行
おこな

うことがで

きるよう、刑事
け い じ

事件
じ け ん

における手続
てつづき

の運用
う ん よ う

において適切
てきせつ

に配慮
は い り ょ

します。 

 

5309 被疑者
ひ ぎ し ゃ

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した適正
てきせい

な取調
とりしら

べ          （刑事
け い じ

総務課
そ う む か

） 

知的
ち て き

障害等
しょうがいとう

によりコミュニケーションに困難
こんなん

を抱
かか

える被疑者等
ひ ぎ し ゃ と う

に対
たい

する取調
と り し ら

べの録音
ろ く お ん

・

録画
ろ く が

や、心理
し ん り

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

の助言等
じ ょ げ ん と う

の取組
と り く

みを継続
け い ぞ く

するとともに、さらなる検討
け ん と う

を 行
おこな

いま

す。 

 

【選挙
せんきょ

】 

5310 政見
せいけん

放送
ほうそう

における情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

         （選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

） 

政見
せいけん

放送
ほ う そ う

への手話
し ゅ わ

通訳
つ う や く

・字幕
じ ま く

の付与
ふ よ

、点字
て ん じ

、音声
おんせい

、拡大
かくだい

文字又
も じ ま た

はインターネットを通
つ う

じ

た候補者
こ う ほ し ゃ

情報
じょうほう

の提供等
ていきょうとう

、ＩＣＴの進展等
し ん て ん と う

も踏
ふ

まえながら、障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じた選挙等
せ ん き ょ と う

に関
かん

す

る情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に努
つ と

めます。 
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の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

5311 投 票 所
とうひょうじょ

のバリアフリー化
か

等
とう

             （選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

） 

移動
い ど う

に困難
こんなん

を抱
かか

える障害者
しょうがいしゃ

に配慮
は い り ょ

した投票所
とうひょうじょ

のバリアフリー化
か

、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

に配慮
は い り ょ

した投票
とうひょう

設備
せ つ び

の設置
せ っ ち

、投票所
とうひょうじょ

における投票
とうひょう

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

に努
つ と

めるとともに、障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じて、 自
みずか

らの意思
い し

に基
も と

づき円滑
えんかつ

に投票
とうひょう

できるよう、取組
と り く み

事例
じ れ い

の周知等
し ゅ う ち と う

を通
つ う

じて

投票
とうひょう

の秘密
ひ み つ

に配慮
は い り ょ

した代理
だ い り

投票
とうひょう

の適切
てきせつ

な実施等
じ っ し と う

の取組
と り く

みを県内
けんない

市町村
し ち ょ う そ ん

に 促
うなが

します。 

また、選挙人
せ んき ょにん

を介護
か い ご

する者
もの

やその他
た

の選挙人
せ んき ょにん

とともに投票所
とうひょうじょ

に入
はい

ることについてやむを

得
え

ない事情
じ じ ょ う

がある者
もの

として、投票
とうひょう

管理者
か ん り し ゃ

が認
み と

めた者
もの

は投票所
とうひょうじょ

に入
はい

ることができる旨
むね

の

周知
し ゅ う ち

を県内
けんない

市町村
し ち ょ う そ ん

とともに図
はか

ります。 

 

5312 不在者
ふ ざ い し ゃ

投 票
とうひょう

の適切
てきせつ

な実施
じ っ し

              （選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

） 

指定
し て い

病院等
びょういんとう

における不在者
ふ ざ い し ゃ

投票
とうひょう

、郵便等
ゆ う び ん と う

による不在者
ふ ざ い し ゃ

投票
とうひょう

の適切
てきせつ

な実施
じ っ し

の促進
そ く し ん

によ

り、選挙
せ ん き ょ

の公正
こ うせ い

を確保
か く ほ

しつつ、投票所
とうひょうじょ

での投票
とうひょう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

の投票
とうひょう

機会
き か い

を確保
か く ほ

します。  

 

 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 

 

 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 公的
こ う て き

機関
き か ん

のウェブサイトの情報
じょうほう

アクセシビリティに

関
かん

するＪＩＳ規格
き か く

への準拠率
じゅんきょりつ

 

97.9％ 

 （2022年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 ％ 

 （2029年
ねん

） 

 障害
しょうがい

への理解
り か い

についての県職員
けんしょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

の

受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

（人
ひ と

） 

1,375人
にん

 

 （2022年
ねん

） 

○○○人
ひ と

 

 （2029年
ねん

） 
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み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
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参加
さ ん か
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そ く し ん

するための環境
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▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

 

 

 

 

（３）行 政
ぎょうせい

情 報 等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向 上
こうじょう

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  
      【障害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 
県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

及
およ

び同法
ど う ほ う

に基
も と

づく基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

、対応
たいおう

要領
ようりょう

及
およ

び対応
たいおう

指針
し し ん

に基
も と

づき、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

を徹底
て っ て い

するなど、行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

や事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

できるよう取
と

り組
く

んで

います。 
特
と く

に行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

は、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

において、「社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

の実施
じ っ し

について

の必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

を的確
て き か く

に 行
おこな

うため、 自
みずか

ら設置
せ っ ち

する施設
し せ つ

の構造
こ う ぞ う

の改善
かいぜん

及
およ

び設備
せ つ び

の整備
せ い び

、関係
かんけい

職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

その他
た

の必要
ひ つ よ う

な環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つ と

めなければならない。

（法
ほ う

第
だい

５条
じょう

）」、「その事務又
じ む ま た

は事業
じ ぎ ょ う

を 行
おこな

うに当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

を必要
ひ つ よ う

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

において、その実施
じ っ し

に伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
か ち ょ う

で

ないときは、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することとならないよう、当該
と うが い

障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
お う

じて、社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

の実施
じ っ し

について必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

をし

なければならない。（法
ほ う

第
だい

７条
じょう

第
だい

２項
こ う

）」とされており、同法
ど う ほ う

施行時
し こ う じ

から行政
ぎょうせい

機関
き か ん

は法的
ほ う て き

義務
ぎ む

を負
お

い、その取組
と り く

みの徹底
て っ て い

が求
も と

められています。 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の施行
し こ う

から８年
ねん

以上
い じ ょ う

が経過
け い か

したところですが、令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

施行
し こ う

の

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

も踏
ふ

まえ、引
ひ

き続
つづ

き県職員
けんしょくいん

に対
たい

して同法
ど う ほ う

の

意義
い ぎ

や趣旨
し ゅ し

を周知
し ゅ う ち

し、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふ く

むすべての人
ひ と

の利用
り よ う

しやすさに配慮
は い り ょ

した行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

の

提供
ていきょう

により、社会
し ゃ かい

障壁
しょうへき

を除去
じ ょ き ょ

することが必要
ひ つ よ う

です。 

 

【デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

情報
じょうほう

アクセシビリティは、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

（平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

1日
にち

施行
し こ う

）において、

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

を的確
て き か く

に 行
おこな

うための環境
かんきょう

の整備
せ い び

と位置
い ち

づけられており、事前的
じ ぜ ん て き

改善
かいぜん

措置
そ ち

とし

て計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

することが求
も と

められている。また、行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

は、障害者
しょうがいしゃ

から個別
こ べ つ

の申
も う

し

出
で

があった場合
ば あ い

は、必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

を 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

があり、障害者
しょうがいしゃ

基本法等
き ほ ん ほ う と う

も含
ふ く

め

公的
こ う て き

機関
き か ん

の対応
たいおう

がこれまで以上
い じ ょ う

に求
も と

められています。 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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げるあらゆる壁
かべ
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いかなる偏見
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や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
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 ５．社会
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参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
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づくり 
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こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

県
けん

では平成
へいせい

15年
ねん

に県独自
け ん ど く じ

基準
き じ ゅ ん

として「情報
じょうほう

バリアフリーガイドライン」を定
さ だ

め、情報
じょうほう

バリ

アフリーの推進
すいしん

を図
はか

ってきたが、ウェブアクセシビリティの日本
に ほ ん

工業
こうぎょう

規格
き か く

「JIS X 8341-

3:2016 高齢者
こ う れ い し ゃ

・障害者等配慮
しょうがいしゃとうはいりょ

設計
せっけい

指針
し し ん

-情報
じょうほう

通信
つ う し ん

における機器
き き

,ソフトウェア及
およ

びサー

ビス-第
だい

3部
ぶ

：ウェブコンテンツ」の改正
かいせい

を契機
け い き

に、独自
ど く じ

のガイドラインを廃止
は い し

し、JIS規格
き か く

に

基
も と

づき目標
もくひょう

とする達成
たっせい

基準
き じ ゅ ん

の適合
て き ご う

レベルを「神奈川県
か な が わ け ん

ウェブアクセシビリティ方針
ほ う し ん

」として

定
さ だ

め、これに 従
したが

ってウェブページを作成
さ く せ い

することとしています。 

併
あわ

せて、県
けん

ウェブサイトの JIS規格
き か く

への適合
て き ご う

状況
じょうきょう

について定期的
て い き て き

に検査
け ん さ

を 行
おこな

い、試験
し け ん

結果
け っ か

を公開
こ うか い

するとともに、現状
げんじょう

の把握
は あ く

や問題点
もんだいてん

を洗
あ ら

い出
だ

し、継続的
け い ぞ く て き

なウェブアクセシビリテ

ィの確保
か く ほ

に取
と

り組
く

んでいます。 

試験
し け ん

及
およ

び修正
しゅうせい

を重
かさ

ねることで、問題
もんだい

のあるウェブページの数
す う

は減少
げんしょう

しているものの、

目標
もくひょう

とする適合
て き ご う

レベルを達成
たっせい

できないウェブページもあるため、引
ひ

き続
つづ

き改善
かいぜん

に向
む

けて取
と

り組
く

む必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

   県選挙
け ん せん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

では、国政
こ く せ い

選挙等
せ ん き ょ と う

において障害者
しょうがいしゃ

に配慮
は い り ょ

した選挙
せ ん き ょ

公報
こ う ほ う

を配布
は い ふ

すると

ともに、市区
し く

町村
ちょうそん

選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

に対
たい

して投票所
とうひょうじょ

のバリアフリー化
か

の促進
そ く し ん

や代理
だ い り

投票
とうひょう

制度
せ い ど

の周知等
し ゅ う ち と う

を 行
おこな

っています。 

選挙
せ ん き ょ

における投票
とうひょう

は、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

の重要
じゅうよう

な手段
し ゅ だ ん

の一
ひ と

つであるため、今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じた選挙等
せ ん き ょ と う

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に努
つ と

めます。 

 

【人事課
じ ん じ か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ憲章
けんしょう

」に掲
かか

げる「誰
だれ

もがその人
ひ と

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

」に向
む

けて、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する県職員
けんしょくいん

の理解
り か い

を深
ふか

めていくことが重要
じゅうよう

で

す。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
【行 政

ぎょうせい

情 報
じょうほう

】 

5301 県
けん

における合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の徹底
てってい

  【再掲
さいけい

：7211】    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

県
けん

の各所属
か く し ょ ぞ く

における事務
じ む

・事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

や、窓口
ま ど ぐ ち

対応
たいおう

においては、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

、

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

に即
そ く

し定
さ だ

めた職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

に基
も と

づき、社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

の実施
じ っ し

や、合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

徹底
て っ て い

するなど、誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすい

行政
ぎょうせい

サービスの提供
ていきょう

に向
む

けた環境
かんきょう

の整備
せ い び

を着実
ちゃくじつ

に進
すす

めます。 

 

5302 県窓口
けんまどぐち

等
とう

における障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じたコミュニケーション手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 

（地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

県
けん

の各所属
か く し ょ ぞ く

の窓口
ま ど ぐ ち

において、手話
し ゅ わ

や筆談
ひつだん

などのコミュニケーション手段
し ゅ だ ん

を確保
か く ほ

するとと

もに、筆談
ひつだん

可能
か の う

であることを示
し め

す統一
と う い つ

した筆談
ひつだん

マークを掲示
け い じ

します。 

 

5303  「県
けん

のたより」の点字版
て ん じ ば ん

・録音版
ろくおんばん

の発行
はっこう

          （知事室
ち じ し つ

） 

幅広
はばひろ

く県政
けんせい

情報
じょうほう

を発信
は っ し ん

するため、広報紙
こ う ほ う し

「県
けん

のたより」の点字版
て ん じ ば ん

・録音版
ろく おんばん

（テープ・デイ

ジー）を毎月
まいつき

発行
は っ こ う

し、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

への配慮
は い り ょ

に努
つ と

めます。 

 

5304 知事
ち じ

定例
ていれい

会見
かいけん

における手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

               （知事室
ち じ し つ

） 

知事
ち じ

定例
ていれい

会見
かいけん

の動画
ど う が

配信
はいしん

において、積極的
せっきょくてき

に手話
し ゅ わ

普及
ふ き ゅ う

を推進
すいしん

すべきという観点
かんてん

から、

手話
し ゅ わ

通訳
つ う や く

を 行
おこな

います。 

 

5305 ウェブアクセシビリティの向 上
こうじょう

         （デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

） 

県
けん

の各所属
か く し ょ ぞ く

において、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふ く

むすべての人
ひ と

が利用
り よ う

しやすい行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の電子的
で ん し て き

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

むとともに、ウェブサイト等
と う

で情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うに当
あ

たっては、キーボー

ドのみで操作
そ う さ

可能
か の う

な仕様
し よ う

の採用
さ い よ う

、動画
ど う が

への字幕
じ ま く

や音声
おんせい

解説
かいせつ

の付与
ふ よ

などＪＩＳ規格
き か く

に対応
たいおう

し、総務省
そ う む し ょ う

が作成
さ く せ い

した「みんなの公共
こうきょう

サイト運用
う ん よ う

ガイドライン」に即
そ く

して対応
たいおう

します。 

あわせて、ウェブアクセシビリティ（ウェブの利便性
り べ ん せ い

）の向上等
こうじょうとう

に向
む

けた取組
と り く

みを促進
そ く し ん

し

ます。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

5306 県公式
けんこうしき

ウェブサイトでの音声
おんせい

読上
よ み あ

げ等
とう

             （知事室
ち じ し つ

） 

県
けん

が管理
か ん り

・運営
うん え い

するウェブサイトの提供
ていきょう

ページにおいて、音声
おんせい

読上
よ み あ

げ及
およ

び漢字
か ん じ

の読
よ

み

仮名
が な

ルビの表示
ひ ょ う じ

ができる環境
かんきょう

を提供
ていきょう

し、多様
た よ う

な障害
しょうがい

特性
と く せ い

に配慮
は い り ょ

します。 

 

5307 県広報
けんこうほう

テレビ番組
ばんぐみ

における手話付
し ゅ わ つ

き放送
ほうそう

           （知事室
ち じ し つ

） 

県広報
け ん こ う ほ う

テレビ番組
ばんぐみ

において、ろう者
し ゃ

の方
かた

に県政
けんせい

や生活
せいかつ

に役立
や く だ

つ情報等
じょうほうとう

を提供
ていきょう

するため、

手話付
し ゅ わ つ

きの放送
ほ う そ う

を 行
おこな

います。 

 

【司法
し ほ う

手続
て つ づ

き】 

5308 意思
い し

疎通等
そ つ う と う

における配慮
はいりょ

                （刑事
け い じ

総務課
そ う む か

） 

被疑者
ひ ぎ し ゃ

あるいは被害者
ひ が い し ゃ

・参考人
さ ん こ う に ん

となった障害者
しょうがいしゃ

が、意思
い し

疎通等
そ つ う と う

を円滑
えんかつ

に 行
おこな

うことがで

きるよう、刑事
け い じ

事件
じ け ん

における手続
てつづき

の運用
う ん よ う

において適切
てきせつ

に配慮
は い り ょ

します。 

 

5309 被疑者
ひ ぎ し ゃ

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した適正
てきせい

な取調
とりしら

べ          （刑事
け い じ

総務課
そ う む か

） 

知的
ち て き

障害等
しょうがいとう

によりコミュニケーションに困難
こんなん

を抱
かか

える被疑者等
ひ ぎ し ゃ と う

に対
たい

する取調
と り し ら

べの録音
ろ く お ん

・

録画
ろ く が

や、心理
し ん り

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

の助言等
じ ょ げ ん と う

の取組
と り く

みを継続
け い ぞ く

するとともに、さらなる検討
け ん と う

を 行
おこな

いま

す。 

 

【選挙
せんきょ

】 

5310 政見
せいけん

放送
ほうそう

における情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

の充 実
じゅうじつ

         （選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

） 

政見
せいけん

放送
ほ う そ う

への手話
し ゅ わ

通訳
つ う や く

・字幕
じ ま く

の付与
ふ よ

、点字
て ん じ

、音声
おんせい

、拡大
かくだい

文字又
も じ ま た

はインターネットを通
つ う

じ

た候補者
こ う ほ し ゃ

情報
じょうほう

の提供等
ていきょうとう

、ＩＣＴの進展等
し ん て ん と う

も踏
ふ

まえながら、障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じた選挙等
せ ん き ょ と う

に関
かん

す

る情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

に努
つ と

めます。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）行政
ぎょうせい

情報等
じょうほうとう

のアクセシビリティ（利便性
り べ ん せ い

）の向上
こうじょう

 

 

5311 投 票 所
とうひょうじょ

のバリアフリー化
か

等
とう

             （選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

） 

移動
い ど う

に困難
こんなん

を抱
かか

える障害者
しょうがいしゃ

に配慮
は い り ょ

した投票所
とうひょうじょ

のバリアフリー化
か

、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

に配慮
は い り ょ

した投票
とうひょう

設備
せ つ び

の設置
せ っ ち

、投票所
とうひょうじょ

における投票
とうひょう

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

に努
つ と

めるとともに、障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じて、 自
みずか

らの意思
い し

に基
も と

づき円滑
えんかつ

に投票
とうひょう

できるよう、取組
と り く み

事例
じ れ い

の周知等
し ゅ う ち と う

を通
つ う

じて

投票
とうひょう

の秘密
ひ み つ

に配慮
は い り ょ

した代理
だ い り

投票
とうひょう

の適切
てきせつ

な実施等
じ っ し と う

の取組
と り く

みを県内
けんない

市町村
し ち ょ う そ ん

に 促
うなが

します。 

また、選挙人
せ んき ょにん

を介護
か い ご

する者
もの

やその他
た

の選挙人
せ んき ょにん

とともに投票所
とうひょうじょ

に入
はい

ることについてやむを

得
え

ない事情
じ じ ょ う

がある者
もの

として、投票
とうひょう

管理者
か ん り し ゃ

が認
み と

めた者
もの

は投票所
とうひょうじょ

に入
はい

ることができる旨
むね

の

周知
し ゅ う ち

を県内
けんない

市町村
し ち ょ う そ ん

とともに図
はか

ります。 

 

5312 不在者
ふ ざ い し ゃ

投 票
とうひょう

の適切
てきせつ

な実施
じ っ し

              （選挙
せ ん き ょ

管理
か ん り

委員会
い い ん か い

） 

指定
し て い

病院等
びょういんとう

における不在者
ふ ざ い し ゃ

投票
とうひょう

、郵便等
ゆ う び ん と う

による不在者
ふ ざ い し ゃ

投票
とうひょう

の適切
てきせつ

な実施
じ っ し

の促進
そ く し ん

によ

り、選挙
せ ん き ょ

の公正
こ うせ い

を確保
か く ほ

しつつ、投票所
とうひょうじょ

での投票
とうひょう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

の投票
とうひょう

機会
き か い

を確保
か く ほ

します。  

 

 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 

 

 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 公的
こ う て き

機関
き か ん

のウェブサイトの情報
じょうほう

アクセシビリティに

関
かん

するＪＩＳ規格
き か く

への準拠率
じゅんきょりつ

 

97.9％ 

 （2022年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 ％ 

 （2029年
ねん

） 

 障害
しょうがい

への理解
り か い

についての県職員
けんしょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

の

受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

（人
ひ と

） 

1,375人
にん

 

 （2022年
ねん

） 

○○○人
ひ と

 

 （2029年
ねん

） 
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の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）デジタル技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した障害
しょうがい

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 
 
 
 
 

（４）デジタル技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した障 害
しょうがい

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 
情報
じょうほう

アクセシビリティは、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

（平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

1日
にち

施行
し こ う

）において、

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

を的確
て き か く

に 行
おこな

うための環境
かんきょう

の整備
せ い び

と位置
い ち

づけられており、事前的
じ ぜ ん て き

改善
かいぜん

措置
そ ち

とし

て計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

することが求
も と

められています。 

また、行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

は、障害者
しょうがいしゃ

から個別
こ べ つ

の申
も う

し出
で

があった場合
ば あ い

は、必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な

配慮
は い り ょ

を 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

があり、障害者
しょうがいしゃ

基本法等
き ほ ん ほ う と う

も含
ふ く

め公的
こ う て き

機関
き か ん

の対応
たいおう

がこれまで以上
い じ ょ う

に求
も と

め

られています。 

県
けん

では平成
へいせい

15年
ねん

に県独自
け ん ど く じ

基準
き じ ゅ ん

として「情報
じょうほう

バリアフリーガイドライン」を定
さ だ

め、情報
じょうほう

バリ

アフリーの推進
すいしん

を図
はか

ってきたが、ウェブアクセシビリティの日本
に ほ ん

工業
こうぎょう

規格
き か く

「JIS X 8341-

3:2016 高齢者
こ う れ い し ゃ

・障害者等配慮
しょうがいしゃとうはいりょ

設計
せっけい

指針
し し ん

-情報
じょうほう

通信
つ う し ん

における機器
き き

,ソフトウェア及
およ

びサー

ビス-第
だい

3部
ぶ

：ウェブコンテンツ」の改正
かいせい

を契機
け い き

に、独自
ど く じ

のガイドラインを廃止
は い し

し、JIS規格
き か く

に

基
も と

づき目標
もくひょう

とする達成
たっせい

基準
き じ ゅ ん

の適合
て き ご う

レベルを「神奈川県
か な が わ け ん

ウェブアクセシビリティ方針
ほ う し ん

」として

定
さ だ

め、これに 従
したが

ってウェブページを作成
さ く せ い

することとしています。 

併
あわ

せて、県
けん

ウェブサイトの JIS規格
き か く

への適合
て き ご う

状況
じょうきょう

について定期的
て い き て き

に検査
け ん さ

を 行
おこな

い、試験
し け ん

結果
け っ か

を公開
こ うか い

するとともに、現状
げんじょう

の把握
は あ く

や問題点
もんだいてん

を洗
あ ら

い出
だ

し、継続的
け い ぞ く て き

なウェブアクセシビリテ

ィの確保
か く ほ

に取
と

り組
く

んでいます。 

試験
し け ん

及
およ

び修正
しゅうせい

を重
かさ

ねることで、問題
もんだい

のあるウェブページの数
す う

は減少
げんしょう

しているものの、

目標
もくひょう

とする適合
て き ご う

レベルを達成
たっせい

できないウェブページもあるため、引
ひ

き続
つづ

き改善
かいぜん

に向
む

けて取
と

り組
く

む必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

ICT を適切
てきせつ

に利活用
り か つ よ う

できるかどうかは、障害者
しょうがいしゃ

のみならず現代
げんだい

を生
い

きる全
すべ

ての人
ひ と

にとっ

て、生活
せいかつ

の質
し つ

に大
おお

きく影響
えいきょう

します。障害者
しょうがいしゃ

にとっても、ICT機器
き き

の利用
り よ う

有無
う む

により情報
じょうほう

の

取得量
しゅとくりょう

、そして取得
し ゅ と く

する情報
じょうほう

の内容
な い よ う

に大
おお

きな差
さ

が出
で

てくるため、必要
ひ つ よ う

な情報
じょうほう

を必要
ひ つ よ う

なタイ

ミングで取得
し ゅ と く

できるよう、ICT に関
かん

する相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させていくことが必要
ひ つ よ う

です。

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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した障害
しょうがい

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

5601 

また、障害者
しょうがいしゃ

の ICT活用
かつよう

が促進
そ く し ん

されることで、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

の幅
はば

も広
ひろ

がり、自己
じ こ

実現
じつげん

に

もつながっていきます。 

 

【共生
きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けては、人
ひ と

と人
ひ と

とがつながり合
あ

う社会
し ゃ かい

への参画
さ ん か く

の機会
き か い

が提供
ていきょう

され

ていることが重要
じゅうよう

だが、障
しょう

がいがあって外出
がいしゅつ

が 難
むずか

しい人
ひ と

などにとっては、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

のハー

ドルが 難
むずか

しい。 

障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

めるためには、障害者
しょうがいしゃ

と接
せ っ

する機会
き か い

があることが重要
じゅうよう

であるが、イベン

ト等
と う

には、時間
じ か ん

や場所
ば し ょ

の制限
せいげん

により参加
さ ん か

しづらい場合
ば あ い

がある。（5603） 
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、 

いかなる偏見
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さ べ つ
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する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう
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▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）デジタル技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した障害
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支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
5401 障 害 者

しょうがいしゃ

のＩＣＴ活用
かつよう

機会
き か い

の拡大
かくだい

 【再掲
さいけい

：5204】    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

ＩＴサポートセンターの設置
せ っ ち

により、ＩＣＴ機器
き き

の利活用
り か つ よ う

を望
のぞ

む障害者
しょうがいしゃ

やその

支援者
し え ん し ゃ

に対
たい

して、障害
しょうがい

に対応
たいおう

したＩＴ機器
き き

やソフトウェア、スマートフォンアプリ等
と う

の情報
じょうほう

を

提供
ていきょう

するとともに、ＩＣＴ利活用
り か つ よ う

に 係
かかわ

る相談
そ う だ ん

に応
お う

じることにより、障害者
しょうがいしゃ

のＩＣＴの利用
り よ う

及
およ

び

活用
かつよう

の機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

あわせて、ＩＴ機器等
き き と う

の情報
じょうほう

をインターネット上
じょう

に掲載
けいさい

することにより、開発者
かいはつしゃ

の支援
し え ん

を

行
おこな

います。また、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

しては、ライトセンターで 行
おこな

われている指導
し ど う

訓練
く ん れ ん

事業
じ ぎ ょ う

に

より、端末
たんまつ

機器
き き

の操作
そ う さ

方法
ほ う ほ う

の支援
し え ん

や便利
べ ん り

なアプリ等
と う

の情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

を 行
おこな

います。 

 

5402 ＩＣＴを始
はじ

めとする新
あら

たな技術
ぎじゅつ

の利活用
り か つ よ う

      （デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

） 

県
けん

の各所属
か く し ょ ぞ く

における行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供等
ていきょうとう

に当
あ

たっては、情報
じょうほう

アクセシビリティに配慮
は い り ょ

した

ＩＣＴを始
は じ

めとする新
あ ら

たな技術
ぎ じ ゅ つ

の利活用
り か つ よ う

について検討
け ん と う

を 行
おこな

い、利活用
り か つ よ う

が可能
か の う

なものについ

ては積極的
せっきょくてき

な導入
どうにゅう

を進
すす

めます。 

 

5403 ともいきメタバース等
とう

を活用
かつよう

した繋
つな

がりの創 出
そうしゅつ

 【再掲
さいけい

：９109】 

（共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

障害者
しょうがいしゃ

などの当事者
と う じ し ゃ

、学識
が く し き

経験者
け い け ん し ゃ

、行政
ぎょうせい

などによる「ともいきメタバース研究会
けんきゅうかい

」を

立上
た ち あ

げ、生
い

きづらさを抱
かか

える人々
ひとびと

の新
あ ら

たなコミュニケーションツールとしてのメタバースの

活用等
か つ よ う と う

、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を拡充
かくじゅう

していくために検討
け ん と う

・議論
ぎ ろ ん

していきます。 

また、障害者等
しょうがいしゃとう

がメタバース技術等
ぎ じ ゅ つ と う

を習得
しゅうとく

できる講習会
こうしゅうかい

の開催
かいさい

や、講習会
こうしゅうかい

で制作
せ い さ く

した

作品
さ く ひ ん

やともいきアートを展示
て ん じ

する美術館
びじゅつかん

をメタバース上
じょう

に開設
かいせつ

します。 

 

5404 ロボット技術
ぎじゅつ

やＩＣＴ機器等
き き と う

の導 入
どうにゅう

促進
そくしん

【再掲
さいけい

：4601】(障害
しょうがい

サービス課
か

) 
施設
し せ つ

・事業所
じ ぎ ょ う し ょ

に対
たい

してロボットやＩＣＴ機器等
き き と う

の導入
どうにゅう

に係
かか

る経費
け い ひ

を補助
ほ じ ょ

し、介護
か い ご

職員
しょくいん

の 

負担
ふ た ん

軽減等
け い げん と う

を図
はか

ります。 
 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

１ かながわ障害者
しょうがいしゃ

ＩＴ支援
し え ん

ネットワーク（関連
かんれん

ＳＮＳも含
ふ く

む）への投稿
と う こ う

記事数
き じ す う

 
毎年度
ま い ね ん ど

50本
ほん
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さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）デジタル技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した障害
しょうがい

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 
 
 
 
 

（４）デジタル技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した障 害
しょうがい

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 
情報
じょうほう

アクセシビリティは、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

（平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

1日
にち

施行
し こ う

）において、

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

を的確
て き か く

に 行
おこな

うための環境
かんきょう

の整備
せ い び

と位置
い ち

づけられており、事前的
じ ぜ ん て き

改善
かいぜん

措置
そ ち

とし

て計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

することが求
も と

められています。 

また、行政
ぎょうせい

機関等
き か ん と う

は、障害者
しょうがいしゃ

から個別
こ べ つ

の申
も う

し出
で

があった場合
ば あ い

は、必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な

配慮
は い り ょ

を 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

があり、障害者
しょうがいしゃ

基本法等
き ほ ん ほ う と う

も含
ふ く

め公的
こ う て き

機関
き か ん

の対応
たいおう

がこれまで以上
い じ ょ う

に求
も と

め

られています。 

県
けん

では平成
へいせい

15年
ねん

に県独自
け ん ど く じ

基準
き じ ゅ ん

として「情報
じょうほう

バリアフリーガイドライン」を定
さ だ

め、情報
じょうほう

バリ

アフリーの推進
すいしん

を図
はか

ってきたが、ウェブアクセシビリティの日本
に ほ ん

工業
こうぎょう

規格
き か く

「JIS X 8341-

3:2016 高齢者
こ う れ い し ゃ

・障害者等配慮
しょうがいしゃとうはいりょ

設計
せっけい

指針
し し ん

-情報
じょうほう

通信
つ う し ん

における機器
き き

,ソフトウェア及
およ

びサー

ビス-第
だい

3部
ぶ

：ウェブコンテンツ」の改正
かいせい

を契機
け い き

に、独自
ど く じ

のガイドラインを廃止
は い し

し、JIS規格
き か く

に

基
も と

づき目標
もくひょう

とする達成
たっせい

基準
き じ ゅ ん

の適合
て き ご う

レベルを「神奈川県
か な が わ け ん

ウェブアクセシビリティ方針
ほ う し ん

」として

定
さ だ

め、これに 従
したが

ってウェブページを作成
さ く せ い

することとしています。 

併
あわ

せて、県
けん

ウェブサイトの JIS規格
き か く

への適合
て き ご う

状況
じょうきょう

について定期的
て い き て き

に検査
け ん さ

を 行
おこな

い、試験
し け ん

結果
け っ か

を公開
こ うか い

するとともに、現状
げんじょう

の把握
は あ く

や問題点
もんだいてん

を洗
あ ら

い出
だ

し、継続的
け い ぞ く て き

なウェブアクセシビリテ

ィの確保
か く ほ

に取
と

り組
く

んでいます。 

試験
し け ん

及
およ

び修正
しゅうせい

を重
かさ

ねることで、問題
もんだい

のあるウェブページの数
す う

は減少
げんしょう

しているものの、

目標
もくひょう

とする適合
て き ご う

レベルを達成
たっせい

できないウェブページもあるため、引
ひ

き続
つづ

き改善
かいぜん

に向
む

けて取
と

り組
く

む必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

ICT を適切
てきせつ

に利活用
り か つ よ う

できるかどうかは、障害者
しょうがいしゃ

のみならず現代
げんだい

を生
い

きる全
すべ

ての人
ひ と

にとっ

て、生活
せいかつ

の質
し つ

に大
おお

きく影響
えいきょう

します。障害者
しょうがいしゃ

にとっても、ICT機器
き き

の利用
り よ う

有無
う む

により情報
じょうほう

の

取得量
しゅとくりょう

、そして取得
し ゅ と く

する情報
じょうほう

の内容
な い よ う

に大
おお

きな差
さ

が出
で

てくるため、必要
ひ つ よ う

な情報
じょうほう

を必要
ひ つ よ う

なタイ

ミングで取得
し ゅ と く

できるよう、ICT に関
かん

する相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

させていくことが必要
ひ つ よ う

です。

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）デジタル技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した障害
しょうがい

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

5601 

また、障害者
しょうがいしゃ

の ICT活用
かつよう

が促進
そ く し ん

されることで、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

の幅
はば

も広
ひろ

がり、自己
じ こ

実現
じつげん

に

もつながっていきます。 

 

【共生
きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けては、人
ひ と

と人
ひ と

とがつながり合
あ

う社会
し ゃ かい

への参画
さ ん か く

の機会
き か い

が提供
ていきょう

され

ていることが重要
じゅうよう

だが、障
しょう

がいがあって外出
がいしゅつ

が 難
むずか

しい人
ひ と

などにとっては、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

のハー

ドルが 難
むずか

しい。 

障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

めるためには、障害者
しょうがいしゃ

と接
せ っ

する機会
き か い

があることが重要
じゅうよう

であるが、イベン

ト等
と う

には、時間
じ か ん

や場所
ば し ょ

の制限
せいげん

により参加
さ ん か

しづらい場合
ば あ い

がある。（5603） 
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かべ

、 
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へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （４）デジタル技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した障害
しょうがい

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
5401 障 害 者

しょうがいしゃ

のＩＣＴ活用
かつよう

機会
き か い

の拡大
かくだい

 【再掲
さいけい

：5204】    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

ＩＴサポートセンターの設置
せ っ ち

により、ＩＣＴ機器
き き

の利活用
り か つ よ う

を望
のぞ

む障害者
しょうがいしゃ

やその

支援者
し え ん し ゃ

に対
たい

して、障害
しょうがい

に対応
たいおう

したＩＴ機器
き き

やソフトウェア、スマートフォンアプリ等
と う

の情報
じょうほう

を

提供
ていきょう

するとともに、ＩＣＴ利活用
り か つ よ う

に 係
かかわ

る相談
そ う だ ん

に応
お う

じることにより、障害者
しょうがいしゃ

のＩＣＴの利用
り よ う

及
およ

び

活用
かつよう

の機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

ります。 

あわせて、ＩＴ機器等
き き と う

の情報
じょうほう

をインターネット上
じょう

に掲載
けいさい

することにより、開発者
かいはつしゃ

の支援
し え ん

を

行
おこな

います。また、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

しては、ライトセンターで 行
おこな

われている指導
し ど う

訓練
く ん れ ん

事業
じ ぎ ょ う

に

より、端末
たんまつ

機器
き き

の操作
そ う さ

方法
ほ う ほ う

の支援
し え ん

や便利
べ ん り

なアプリ等
と う

の情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

を 行
おこな

います。 

 

5402 ＩＣＴを始
はじ

めとする新
あら

たな技術
ぎじゅつ

の利活用
り か つ よ う

      （デジタル戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

） 

県
けん

の各所属
か く し ょ ぞ く

における行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の提供等
ていきょうとう

に当
あ

たっては、情報
じょうほう

アクセシビリティに配慮
は い り ょ

した

ＩＣＴを始
は じ

めとする新
あ ら

たな技術
ぎ じ ゅ つ

の利活用
り か つ よ う

について検討
け ん と う

を 行
おこな

い、利活用
り か つ よ う

が可能
か の う

なものについ

ては積極的
せっきょくてき

な導入
どうにゅう

を進
すす

めます。 

 

5403 ともいきメタバース等
とう

を活用
かつよう

した繋
つな

がりの創 出
そうしゅつ

 【再掲
さいけい

：９109】 

（共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

障害者
しょうがいしゃ

などの当事者
と う じ し ゃ

、学識
が く し き

経験者
け い け ん し ゃ

、行政
ぎょうせい

などによる「ともいきメタバース研究会
けんきゅうかい

」を

立上
た ち あ

げ、生
い

きづらさを抱
かか

える人々
ひとびと

の新
あ ら

たなコミュニケーションツールとしてのメタバースの

活用等
か つ よ う と う

、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を拡充
かくじゅう

していくために検討
け ん と う

・議論
ぎ ろ ん

していきます。 

また、障害者等
しょうがいしゃとう

がメタバース技術等
ぎ じ ゅ つ と う

を習得
しゅうとく

できる講習会
こうしゅうかい

の開催
かいさい

や、講習会
こうしゅうかい

で制作
せ い さ く

した

作品
さ く ひ ん

やともいきアートを展示
て ん じ

する美術館
びじゅつかん

をメタバース上
じょう

に開設
かいせつ

します。 

 

5404 ロボット技術
ぎじゅつ

やＩＣＴ機器等
き き と う

の導 入
どうにゅう

促進
そくしん

【再掲
さいけい

：4601】(障害
しょうがい

サービス課
か

) 
施設
し せ つ

・事業所
じ ぎ ょ う し ょ

に対
たい

してロボットやＩＣＴ機器等
き き と う

の導入
どうにゅう

に係
かか

る経費
け い ひ

を補助
ほ じ ょ

し、介護
か い ご

職員
しょくいん

の 

負担
ふ た ん

軽減等
け い げん と う

を図
はか

ります。 
 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 目標値
もくひょうち

 

１ かながわ障害者
しょうがいしゃ

ＩＴ支援
し え ん

ネットワーク（関連
かんれん

ＳＮＳも含
ふ く

む）への投稿
と う こ う

記事数
き じ す う

 
毎年度
ま い ね ん ど

50本
ほん
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 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
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や差別
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はい じょ
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と り く
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▶ 中 柱
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 ５．社会
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さ ん か
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▶ 小柱
こ ば し ら

 （５）防災
ぼうさい

及
およ

び災害
さいがい

発生時
は っ せ い じ

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

 

 

 

 

（５）防災
ぼうさい

及
およ

び災害
さいがい

発生時
は っ せ い じ

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【医療
い り ょ う

危機
き き

対策本
た いさくぼ ん

部室
ぶ し つ

（作業中
さぎょうちゅう

】 
県
けん

では 「災害時
さ い が い じ

における要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

支援
し え ん

マニュアル作成
さ く せ い

指針
し し ん

」を策定
さ く て い

し、市町村
し ち ょ う そ ん

へ配布
は い ふ

しています。本指針
ほ ん し し ん

は市町村
し ち ょ う そ ん

において、災害
さいがい

発生時
は っ せ い じ

に配慮
は い り ょ

が必要
ひ つ よ う

な障害者等
しょうがいしゃとう

を支援
し え ん

する

ための参考
さ ん こ う

資料
し り ょ う

となっており、市町村
し ち ょ う そ ん

における要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

支援
し え ん

マニュアルの作成
さ く せ い

に役立
や く だ

って

います。 

な お 、 「 災害時
さ い が い じ

に お け る 要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

支援
し え ん

マ ニ ュ ア ル 作成
さ く せ い

指針
し し ん

」 は 市町村
し ち ょ う そ ん

に お け る

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

支援
し え ん

に活用
かつよう

されていますが、一部
い ち ぶ

の市町村
し ち ょ う そ ん

においては、まだ要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

支援
し え ん

マニ

ュアルを作成
さ く せ い

していないところもあるため、引
ひ

き続
つづ

き「災害時
さ い が い じ

における要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

支援
し え ん

マニュ

アル策定
さ く て い

指針
し し ん

」を周知
し ゅ う ち

し、市町村
し ち ょ う そ ん

への要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

支援
し え ん

マニュアル作成
さ く せ い

支援等
し え ん と う

、市町村
し ち ょ う そ ん

にお

ける要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

に向
む

けた取
と

り組
く

みを支援
し え ん

します。 

 

【危機
き き

管理
か ん り

防災課
ぼ う さ い か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

障害者
しょうがいしゃ

や福祉
ふ く し

関係者等
か ん け い し ゃ と う

の参加
さ ん か

及
およ

び防災
ぼ うさい

部局
ぶ き ょ く

と福祉
ふ く し

部局
ぶ き ょ く

が連携
れんけい

し、地域
ち い き

防災
ぼ うさい

計画等
け い か く と う

の

作成
さ く せ い

、防災
ぼ うさい

訓練
く ん れ ん

の実施等
じ っ し と う

の取組
と り く み

を促進
そ く し ん

し、災害
さいがい

に強
つよ

い地域
ち い き

づくりを推進
すいしん

します。 

 

【知事室
ち じ し つ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では・ホームページ閲覧
えつらん

支援
し え ん

サービス（音声
おんせい

読
よ

み上
あ

げ・ルビ振
ぶ

り）のほか、「県
けん

のたよ

り」の点字版
て ん じ ば ん

・録音版
ろく おんばん

（テープ・デイジー）の発行
は っ こ う

、手話付
し ゅ わ つ

きで県広報
け ん こ う ほ う

テレビ番組
ばんぐみ

の放送
ほ う そ う

や

知事
ち じ

定例
ていれい

記者
き し ゃ

会見
かいけん

の発信
は っ し ん

など、多様
た よ う

な障害
しょうがい

の特性
と く せ い

に応
お う

じて、幅広
はばひろ

く情報
じょうほう

発信
は っ し ん

を 行
おこな

ってい

ます。今後
こ ん ご

もこの取組
と り く

みを継続
け い ぞ く

し、普及
ふ き ゅ う

させていく必要
ひ つ よ う

があると 考
かんが

えています。 

 

【砂防課
さ ぼ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

自力
じ り き

避難
ひ な ん

の困難
こんなん

な障害者等
しょうがいしゃとう

が利用
り よ う

する要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

利用
り よ う

施設
し せ つ

が立地
り っ ち

する土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

のお

それのある箇所等
か し ょ と う

において、急傾斜地
き ゅ う け い し ゃ ち

崩壊
ほうかい

対策
た い さ く

事業
じ ぎ ょ う

、地
じ

すべり対策
た い さ く

事業
じ ぎ ょ う

や砂防
さ ぼ う

事業
じ ぎ ょ う

によ

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん
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 （５）防災
ぼうさい
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およ

び災害
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は っ せ い じ

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

 

り、土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

防止
ぼ う し

施設
し せ つ

の整備
せ い び

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

んでいます。 

 

また、こうしたハード対策
た い さ く

とともに、住民等
じゅうみんとう

に地域
ち い き

の危険度
き け ん ど

を理解
り か い

していただくため、

土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

防止法
ぼ う し ほ う

に基
も と

づき、土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

のおそれのある箇所
か し ょ

を調査
ち ょ う さ

し、土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区域等
く い き と う

に指定
し て い

するなどのソフト対策
た い さ く

を進
すす

めています。 

さらに、土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

のおそれのある箇所
か し ょ

に立地
り っ ち

する要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

利用
り よ う

施設等
し せ つ と う

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な情報
じょうほう

を関係
かんけい

部局
ぶ き ょ く

と共有
きょうゆう

し、当該
と うが い

施設
し せ つ

に係
かか

る土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

対策
た い さ く

を推進
すいしん

することとしています。 

土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

防止
ぼ う し

施設
し せ つ

については、要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

利用
り よ う

施設
し せ つ

のある箇所
か し ょ

など、早期
そ う き

に対策
た い さ く

を実施
じ っ し

すべき箇所
か し ょ

から重点的
じゅうてんてき

に整備
せ い び

する必要
ひ つ よ う

があります。 

また、土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区域等
く い き と う

について、地形
ち け い

や土地
と ち

利用
り よ う

状況
じょうきょう

に変化
へ ん か

が認
み と

められた箇所
か し ょ

の

調査等
ち ょ う さ と う

を実施
じ っ し

し、指定
し て い

の見直
み な お

しに取
と

り組
く

み、土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

に対
たい

する警戒
けいかい

避難
ひ な ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

・

強化等
き ょ う か と う

を図
はか

る必要
ひ つ よ う

があります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （５）防災
ぼうさい

及
およ

び災害
さいがい

発生時
は っ せ い じ

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
5501 地域

ち い き

防災
ぼうさい

計画等
けいかくとう

の作成
さくせい

               （危機
き き

管理
か ん り

防災課
ぼ う さ い か

） 

障害者
しょうがいしゃ

や福祉
ふ く し

関係者等
か ん け い し ゃ と う

の参加
さ ん か

及
およ

び防災
ぼ うさい

部局
ぶ き ょ く

と福祉
ふ く し

部局
ぶ き ょ く

が連携
れんけい

し、地域
ち い き

防災
ぼ うさい

計画等
け い か く と う

の

作成
さ く せ い

、防災
ぼ うさい

訓練
く ん れ ん

の実施等
じ っ し と う

の取組
と り く

みを促進
そ く し ん

し、災害
さいがい

に強
つよ

い地域
ち い き

づくりを推進
すいしん

します。 

 

5502 土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

対策
たいさく

                 （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

、 砂防課
さ ぼ う か

） 

自力
じ り き

避難
ひ な ん

の困難
こんなん

な障害者等
しょうがいしゃとう

が利用
り よ う

する要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

利用
り よ う

施設
し せ つ

が立地
り っ ち

する土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

のおそ

れのある箇所等
か し ょ と う

において、急傾斜地
き ゅ う け い し ゃ ち

崩壊
ほうかい

対策
た い さ く

事業
じ ぎ ょ う

、地
じ

すべり対策
た い さ く

事業
じ ぎ ょ う

や砂防
さ ぼ う

事業
じ ぎ ょ う

により、

土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

防止
ぼ う し

施設
し せ つ

の整備
せ い び

に積極的
せっきょくてき

に取組
と り く

みます。また、土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

に対
たい

する警戒
けいかい

避難
ひ な ん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

・強化等
き ょ う か と う

のため、土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区域等
く い き と う

について、地形
ち け い

や土地
と ち

利用
り よ う

状況
じょうきょう

に変化
へ ん か

が認
み と

め

られた箇所
か し ょ

の調査等
ち ょ う さ と う

を実施
じ っ し

し、指定
し て い

の見直
み な お

しに取
と

り組
く

む等
と う

ハード・ソフト一体
いったい

となった土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

対策
た い さ く

を重点的
じゅうてんてき

に進
すす

めます。 

 

5503 障 害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

の確保
か く ほ

            （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

災害
さいがい

発生時
は っ せ い じ

に支援
し え ん

が必要
ひ つ よ う

な人
ひ と

の特性
と く せ い

に応
お う

じた避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

を確保
か く ほ

するため、庁内
ちょうない

関係室
かんけいしつ

・

課
か

で構成
こ うせ い

された「福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

市町村
し ち ょ う そ ん

サポートチーム」において、市町村
し ち ょ う そ ん

における福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

の確保
か く ほ

・運営等
う ん え い と う

に関
かん

する好事例
こ う じ れ い

の共有
きょうゆう

や課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けた協議
き ょ う ぎ

を 行
おこな

うなど、

市町村
し ち ょ う そ ん

における福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

の指定
し て い

及
およ

び協定
きょうてい

締結
ていけつ

を促進
そ く し ん

します。 

 

5504 消火
しょうか

設備
せ つ び

設置
せ っ ち

費用等
ひ よ う と う

の助成
じょせい

              （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
と う

を利用
り よ う

することができるよう、建築
け ん ち く

基準法
き じ ゅ ん ほ う

及
およ

び

消防法
しょうぼうほう

の基準
き じ ゅ ん

に適合
て き ご う

させるための改修
かいしゅう

費用
ひ よ う

や消火
し ょ う か

設備
せ つ び

の設置
せ っ ち

費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

を助成
じ ょ せ い

するこ

と等
と う

により、防火
ぼ う か

安全
あんぜん

体制
たいせい

の強化
き ょ う か

を図
はか

ります。 

 

5505 災害
さいがい

発生時
は っ せ い じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

              （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

大規模
だ い き ぼ

災害時
さ い が い じ

に備
そな

え、福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体等
だ ん たい と う

と連携
れんけい

し、神奈川県
か な が わ け ん

災害
さいがい

派遣
は け ん

福祉
ふ く し

チーム

（神奈川
か な が わ

ＤＷＡＴ）を設置
せ っ ち

するなど、福祉
ふ く し

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

5506 災害
さいがい

発生時
は っ せ い じ

の要配慮者
ようはいりょしゃ

への支援
し え ん

         （医療
い り ょ う

危機
き き

対策本
たいさくぼん

部室
ぶ し つ

） 

災害
さいがい

発生時
は っ せ い じ

に配慮
は い り ょ

が必要
ひ つ よ う

な障害者等
しょうがいしゃとう

に対応
たいおう

するため、「災害時
さ い が い じ

における要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

支援
し え ん

マニュアル作成
さ く せ い

指針
し し ん

」を活用
かつよう

して、市町村
し ち ょ う そ ん

における避難
ひ な ん

行動
こ う ど う

要支援者
よ う し え ん し ゃ

名簿
め い ぼ

や個別
こ べ つ
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （５）防災
ぼうさい

及
およ

び災害
さいがい

発生時
は っ せ い じ

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

 

避難
ひ な ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

作成
さ く せ い

、福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

の指定
し て い

など、要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

への取組
と り く み

を支援
し え ん

します。 

 

 
 
＜ＫＰＩ＞ 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 

 

 

１ 
 

〇〇〇 回
かい

 （2024年
ねん

） 〇〇〇 回
かい

 （2029年
ねん

） 

【設定
せってい

の 考
かんが

え方
かた

】 

 

 

 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 

 

 

２ 
 

〇〇〇 回
かい

 （2024年
ねん

） 〇〇〇 回
かい

 （2029年
ねん

） 

【設定
せってい

の 考
かんが

え方
かた

】 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （６）犯罪
はんざい

被害
ひ が い

や消費者
し ょ う ひ し ゃ

トラブルの防止
ぼ う し

と被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 
 
 
 

 

（６）犯罪
はんざい

被害
ひ が い

や消費者
しょうひしゃ

トラブルの防止
ぼ う し

と被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【刑事
け い じ

総務課
そ う む か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

知的
ち て き

障害
しょうがい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害等
しょうがいとう

、広
ひろ

く精神
せいしん

に障害
しょうがい

を有
ゆ う

する被疑者
ひ ぎ し ゃ

であって、言語
げ ん ご

によ

るコミュニケーション能力
のうりょく

に問題
もんだい

があり、又
ま た

は取調
と り し ら

べ官
かん

に対
たい

する迎合性
げいごうせい

や被
ひ

誘導性
ゆ うど うせい

が高
たか

い

と認
み と

められるものについては、事件
じ け ん

における証拠
し ょ う こ

関係
かんけい

、被疑者
ひ ぎ し ゃ

に与
あた

える精神的
せいしんてき

負担
ふ た ん

や

供 述
きょうじゅつ

への影響等
えいきょうとう

を総合的
そ う ご う て き

に勘案
かんあん

した上
う え

で、被疑者
ひ ぎ し ゃ

が一見
いっ けん

して障害
しょうがい

を有
ゆ う

していることが分
わ

からない場合
ば あ い

もあり、障害
しょうがい

の有無
う む

に係
かか

る判断
はんだん

を早期
そ う き

に 行
おこな

うことが困難
こんなん

な場合
ば あ い

には、個別
こ べ つ

事案
じ あ ん

に応
お う

じて、一定
いっ てい

程度
て い ど

その可能性
か の う せ い

が 疑
うたが

われると判断
はんだん

できた段階
だんかい

で、可能
か の う

な限
かぎ

り広
ひろ

く

取調
と り し ら

べ等
と う

の録音
ろ く お ん

・録画
ろ く が

を実施
じ っ し

しています。 

被疑者
ひ ぎ し ゃ

が障害
しょうがい

を有
ゆ う

しているか否
いな

かの判断
はんだん

は、障害
しょうがい

に係
かか

る公的
こ う て き

な認定
にんてい

（療育
りょういく

手帳
て ち ょ う

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳等
て ち ょ う と う

の発給
はっきゅう

事実等
じ じ つ と う

）の有無
う む

はもとより、取調
と り し ら

べ等
と う

における当該
と うが い

被疑者
ひ ぎ し ゃ

の 供 述
きょうじゅつ

内容
な い よ う

や 態度
た い ど

、 当該
と うが い

被疑者
ひ ぎ し ゃ

の 生育歴
せいいくれき

（ 特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

へ の 通学歴
つ うが く れ き

や 幼少時
よ う し ょ う じ

の

健診結果
け ん し ん け っ か

等
と う

を含
ふ く

む。）及
およ

び性格等
せ い か く と う

に関
かん

する家族等関係者
か ぞ く と う か ん け い し ゃ

からの聴取
ちょうしゅ

結果等
け っ か と う

を勘案
かんあん

して

行
おこな

っており、精神
せいしん

に障害
しょうがい

を有
ゆ う

する被疑者
ひ ぎ し ゃ

に係
かか

る取調
と り し ら

べ等
と う

の録音
ろ く お ん

・録画
ろ く が

の実施
じ っ し

に際
さい

しては、

被疑者
ひ ぎ し ゃ

の特性
と く せ い

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

し、取調
と り し ら

べ時間
じ か ん

、被疑者
ひ ぎ し ゃ

に対
たい

する発問
はつもん

方法
ほ う ほ う

や取調
と り し ら

べ官
かん

の

態度
た い ど

に配意
は い い

するとともに、供 述
きょうじゅつ

の任意性
に ん い せ い

、信用性等
し ん よ う せ い と う

に疑念
ぎ ね ん

を抱
いだ

かれないよう供 述
きょうじゅつ

調書
ちょうしょ

の

作成
さ く せ い

方法
ほ う ほ う

を工夫
く ふ う

するなどして、適切
てきせつ

な方法
ほ う ほ う

により取調
と り し ら

べを 行
おこな

っています。 

取調
と り し ら

べを始
は じ

めとする各種
か く し ゅ

警察
けいさつ

活動
かつどう

において、その特性
と く せ い

を理解
り か い

して適切
てきせつ

に対応
たいおう

するため

には、各種
か く し ゅ

教養
きょうよう

の機会
き か い

を通
つ う

じ、理解
り か い

を深
ふか

めるための教養
きょうよう

を実施
じ っ し

していく必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【くらし安全
あんぜん

交通課
こ う つ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 
犯罪
はんざい

被害者
ひ が い し ゃ

に対
たい

する相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

では、電話
で ん わ

、メール等
と う

により相談
そ う だ ん

を受
う

け、相談者
そ う だ ん し ゃ

の希望
き ぼ う

に

応
お う

じて、筆談
ひつだん

での相談等
そ う だ ん と う

を実施
じ っ し

しています。 

一方
い っ ぽ う

で、音声
おんせい

コードを添付
て ん ぷ

したリーフレット等
と う

による広報
こ う ほ う

や、すべての人
ひ と

がより相談
そ う だ ん

しや

すい相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

づくりに取
と

り組
く

む必要
ひ つ よ う

があります。 

 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （６）犯罪
はんざい

被害
ひ が い

や消費者
し ょ う ひ し ゃ

トラブルの防止
ぼ う し

と被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

 【教養課
き ょ う よ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

平成
へいせい

27年
ねん

４月
がつ

１日
にち

施行
し こ う

の神奈川県
か な が わ け ん

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

を踏
ふ

まえて、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

の一
ひ と

つとして

とらえ、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に直接
ちょくせつ

対応
たいおう

する機会
き か い

の多
おお

い窓口
ま ど ぐ ち

業務
ぎ ょ う む

対応者
た い お う し ゃ

や交番
こ うば ん

勤務員等
き ん む い ん と う

を中心
ちゅうしん

とする警察
けいさつ

職員
しょくいん

を対象
たいしょう

として、その確実
か く じ つ

な派遣
は け ん

と聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の特性
と く せ い

、さらには手話
し ゅ わ

の基本
き ほ ん

技術
ぎ じ ゅ つ

を内容
な い よ う

とした講習
こうしゅう

を実施
じ っ し

しています。 

今後
こ ん ご

、一人
ひ と り

でも多
た

くの警察
けいさつ

職員
しょくいん

が聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

との良好
りょうこう

なコミュニケーション及
およ

び聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

目線
め せ ん

に立
た

った思
お も

いやりのある警察
けいさつ

活動
かつどう

を 行
おこな

うことができるよう、講習
こうしゅう

を継続
け い ぞ く

してい

く必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【警察
けいさつ

学校
が っ こ う

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

警察
けいさつ

学校
が っ こ う

では、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるため、部外
ぶ が い

講師
こ う し

による障害者
しょうがいしゃ

サ

ポートに関
かん

する講義
こ う ぎ

や障害者
しょうがいしゃ

に係
かか

るゼミの実施
じ っ し

、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

についての講義
こ う ぎ

、

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

での研修
けんしゅう

などを実施
じ っ し

しているところです。 

今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

、支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るために、研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

むとともに、障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーションを支援
し え ん

するため、コミュニケーション支援
し え ん

ボードの

活用等
か つ よ う と う

を図
はか

ります。 

 

【地域
ち い き

総務課
そ う む か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

交番
こ うば ん

に来訪
ら い ほ う

された障害者
しょうがいしゃ

の円滑
えんかつ

なコミュニケーションのため、コミュニケーション支援
し え ん

ボ

ードを活用
かつよう

しています。 

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーションを支援
し え ん

するため、今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き活用
かつよう

を図
はか

っていきます。  

 

【通信
つ う し ん

指令課
し れ い か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県警察
けんけいさつ

では、言語
げ ん ご

・聴覚等
ちょうかくとう

に障害
しょうがい

のある方
かた

からの通報
つ う ほ う

に対
たい

し「110番
ばん

アプリシステム」、

「ファックス 110番
ばん

」及
およ

び「電話
で ん わ

リレーサービス」による受理
じ ゅ り

を 行
おこな

っています。110番
ばん

アプリ

システムは、警察庁
けいさつちょう

が開発
かいはつ

したアプリで、スマートフォンにダウンロードし、文字
も じ

入 力
にゅうりょく

によっ

て通報
つ う ほ う

するものです。ファックス 110番
ばん

は、専用
せ ん よ う

回線
かいせん

を利用
り よ う

したファックスにより通報
つ う ほ う

するも

のです。電話
で ん わ

リレーサービスは、言語
げ ん ご

・聴覚等
ちょうかくとう

に障害
しょうがい

のある方
かた

が通訳
つ う や く

オペレータを介
かい

して

110番
ばん

通報
つ う ほ う

するものであり、通常
つうじょう

の 110番
ばん

通報
つ う ほ う

受理
じ ゅ り

と変
か

わるところはありません。 

なお、これらの通報
つ う ほ う

は、24時間
じ か ん

対応
たいおう

となっています。 
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かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （６）犯罪
はんざい

被害
ひ が い

や消費者
し ょ う ひ し ゃ

トラブルの防止
ぼ う し

と被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

県警察
けんけいさつ

では、言語
げ ん ご

・聴覚等
ちょうかくとう

に障害
しょうがい

のある方
かた

が加入
か に ゅ う

する団体
だんたい

や支援
し え ん

団体等
だ ん たい と う

に直接
ちょくせつ

周知
し ゅ う ち

しているほか、自治体
じ ち た い

や関係
かんけい

団体等
だ ん たい と う

の発行
は っ こ う

する広報紙等
こ う ほ う し と う

に利用
り よ う

の案内
あんない

を掲載
けいさい

するなどし

て、システムの適正
てきせい

利用
り よ う

と周知
し ゅ う ち

に努
つ と

めています。 

今後
こ ん ご

も、関係
かんけい

団体等
だ ん たい と う

への周知
し ゅ う ち

活動
かつどう

を継続
け い ぞ く

して、更
さ ら

なる普及
ふ き ゅ う

に務
つ と

めます。 

 

【消費
し ょ う ひ

生活課
せ い か つ か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県内
けんない

の消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

センターに寄
よ

せられる苦情
く じ ょ う

相談
そ う だ ん

の内容
な い よ う

は多様化
た よ う か

・複雑化
ふ く ざ つ か

しており、

消費者
し ょ う ひ し ゃ

トラブルの未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

に向
む

けた取組
と り く

みや、相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

、より悪質
あ く し つ

な事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

による消費者
し ょ う ひ し ゃ

被害
ひ が い

への対応
たいおう

が求
も と

められています。 

消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

相談
そ う だ ん

に寄
よ

せられる苦情
く じ ょ う

相談
そ う だ ん

のうち、相談者
そ う だ ん し ゃ

からの申告又
し ん こ く ま た

は相談員
そうだんいん

の確認
か く にん

によ

り把握
は あ く

した障害者
しょうがいしゃ

に関連
かんれん

すると思
お も

われるものは、年間
ねんかん

概
おおむ

ね 600件
けん

前後
ぜ ん ご

となっています。そ

のうち、本人
ほんにん

以外
い が い

から寄
よ

せられる相談
そ う だ ん

はおよそ 4割
わ り

を占
し

めています。 

そこで、障害者
しょうがいしゃ

の消費者
し ょ う ひ し ゃ

トラブルの未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

の取組
と り く

みとして、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

だけでなく、

障害者
しょうがいしゃ

を見守
み ま も

る方
かた

を対象
たいしょう

とした講座
こ う ざ

の開催
かいさい

5406 や地域
ち い き

と連携
れんけい

した見守
み ま も

り体制
たいせい

構築
こ う ち く

の

支援
し え ん

5407 など、障害者
しょうがいしゃ

を身近
み ぢ か

でサポートする方
かた

に向
む

けた施策
し さ く

の実施
じ っ し

が重要
じゅうよう

です。 

また、相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

機能
き の う

の充実
じゅうじつ

として、消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

相談員
そうだんいん

の障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

のための研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

など、障害者
しょうがいしゃ

の特性
と く せ い

に配慮
は い り ょ

した消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

相談
そ う だ ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

5408 が必要
ひ つ よ う

です。 

さらに、悪質
あ く し つ

な事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

による消費者
し ょ う ひ し ゃ

被害
ひ が い

への対応
たいおう

として、詐欺的
さ ぎ て き

悪質
あ く し つ

商法
しょうほう

の対策
た い さ く

を 行
おこな

う県警察
けんけいさつ

等
と う

の関連
かんれん

部署
ぶ し ょ

のほか、消費者
し ょ う ひ し ゃ

団体
だんたい

や事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

団体
だんたい

などと連携
れんけい

5409 を図
はか

っていく

必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【共生
きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

ＤＶ防止
ぼ う し

啓発
けいはつ

及
およ

び相談
そ う だ ん

事業
じ ぎ ょ う

については、障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず全
すべ

ての県民
けんみん

を対象
たいしょう

とし

ているが、ＤＶが重大
じゅうだい

な人権
じ んけ ん

侵害
しんがい

であること、ＤＶによる被害
ひ が い

をなくさなければならないこと

の周知
し ゅ う ち

を一層
い っ そ う

強化
き ょ う か

する必要
ひ つ よ う

がある。（5405） 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （６）犯罪
はんざい

被害
ひ が い

や消費者
し ょ う ひ し ゃ

トラブルの防止
ぼ う し

と被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
【防犯

ぼうはん

対策
たいさく

】 

5601 警察
けいさつ

職 員
しょくいん

に対
たい

する障 害 等
しょうがいとう

の理解
り か い

の促進
そくしん

（教養課
き ょ う よ う か

、 警察
けいさつ

学校
が っ こ う

、 地域
ち い き

総務課
そ う む か

） 

警察
けいさつ

職員
しょくいん

に対
たい

し障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるための研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

む

とともに、障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーションを支援
し え ん

するため、手話
し ゅ わ

を 行
おこな

うことのできる警察
けいさつ

官等
か ん と う

の交番等
こ う ば ん と う

への配置
は い ち

、コミュニケーション支援
し え ん

ボードの活用等
か つ よ う と う

を図
はか

ります。 

 

5602 ファックス 110番
ばん

等
とう

の利用
り よ う

促進
そくしん

             （通信
つ う し ん

指令課
し れ い か

） 

「ファックス 110番
ばん

」や「110番
ばん

アプリシステム」による 110番
ばん

通報
つ う ほ う

について、その利用
り よ う

促進
そ く し ん

を図
はか

るとともに、事案
じ あ ん

の内容
な い よ う

に応
お う

じ、迅速
じ ん そ く

・的確
て き か く

に対応
たいおう

します。 

 

【被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

】 

5603 犯罪
はんざい

被害者等
ひがいしゃとう

への支援
し え ん

 【再掲
さいけい

：3107】      （くらし安全
あんぜん

交通課
こ う つ う か

） 

障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、すべての犯罪
はんざい

被害者等
ひ が い し ゃ と う

への総合的
そ う ご う て き

な支援
し え ん

体制
たいせい

として、「かな

がわ犯罪
はんざい

被害者
ひ が い し ゃ

サポートステーション」を運営
うん え い

し、犯罪
はんざい

被害者等
ひ が い し ゃ と う

からの相談
そ う だ ん

に対応
たいおう

すると

ともに、犯罪
はんざい

被害者等
ひ が い し ゃ と う

の立場
た ち ば

から適切
てきせつ

できめ細
こ ま

かい支援
し え ん

を一元的
いちげんてき

に提供
ていきょう

します。  

 

5604 配偶者
はいぐうしゃ

暴 力
ぼうりょく

及
およ

び性犯罪
せいはんざい

・性 暴 力
せいぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

への支援
し え ん

 【再掲
さいけい

：3108】 

（くらし安全
あんぜん

交通課
こ う つ う か

、 共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、すべての人
ひ と

に対
たい

する暴力
ぼうりょく

の予防
よ ぼ う

と根絶
こんぜつ

に向
む

けた啓発
けいはつ

を 行
おこな

うと

ともに、配偶者
は い ぐ う し ゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

センターにおける相談
そ う だ ん

を実施
じ っ し

します。 

また、障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、性犯罪
せいはんざい

・性暴力
せいぼうりょく

の被害者
ひ が い し ゃ

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

を提供
ていきょう

するため、

かながわ性
せい

犯罪
はんざい

・性暴力
せいぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

ワンストップ支援
し え ん

センター「かならいん」を運営
うん え い

します。 

 

【消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

対策
たいさく

】 

5605 消費者
しょうひしゃ

教 育
きょういく

の推進
すいしん

                   （消費
し ょ う ひ

生活課
せ い か つ か

） 

消費者
し ょ う ひ し ゃ

被害
ひ が い

を未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

するため、啓発
けいはつ

リーフレットやホームページなど各種
か く し ゅ

媒体
ばいたい

を

活用
かつよう

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うとともに、障害者
しょうがいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

を見守
み ま も

る方
かた

への講座
こ う ざ

の開催
かいさい

など、分
わ

かりやすい内容
な い よ う

や手段
し ゅ だ ん

で、障害者等
しょうがいしゃとう

への消費者
し ょ う ひ し ゃ

教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （６）犯罪
はんざい

被害
ひ が い

や消費者
し ょ う ひ し ゃ

トラブルの防止
ぼ う し

と被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 

5606 見守
み ま も

りネットワークの構築等
こうちくとう

              （消費
し ょ う ひ

生活課
せ い か つ か

） 

「高齢者
こ う れ い し ゃ

、障害者等
しょうがいしゃとう

の消費者
し ょ う ひ し ゃ

被害
ひ が い

防止
ぼ う し

対策
た い さ く

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

」を開催
かいさい

し、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

、

消費者
し ょ う ひ し ゃ

団体
だんたい

、福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

、行政等
ぎょうせいとう

、地域
ち い き

の多様
た よ う

な主体
し ゅ た い

の連携
れんけい

した障害者等
しょうがいしゃとう

の消費者
し ょ う ひ し ゃ

被害
ひ が い

未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

を進
すす

めるとともに、市町村
し ち ょ う そ ん

における消費者
し ょ う ひ し ゃ

被害
ひ が い

防止
ぼ う し

のための見守
み ま も

りネットワ

ークの構築
こ う ち く

を支援
し え ん

します。 

 

5607 相談
そうだん

支援
し え ん

体制等
たいせいとう

の整備
せ い び

                 （消費
し ょ う ひ

生活課
せ い か つ か

） 

消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

センター等
と う

におけるファックスや電子
で ん し

メール等
と う

での相談
そ う だ ん

の受付
うけ つ け

、相談員等
そ う だ ん い ん と う

の

障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

のための研修
けんしゅう

の実施等
じ っ し と う

の取組
と り く

みを促進
そ く し ん

することにより、障害者
しょうがいしゃ

の特性
と く せ い

に配慮
は い り ょ

した消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

相談
そ う だ ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

5608 関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した取組
と り く

み               （消費
し ょ う ひ

生活課
せ い か つ か

） 

障害者
しょうがいしゃ

の消費者
し ょ う ひ し ゃ

被害
ひ が い

の救済
きゅうさい

や未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

・拡
か く

大防止
だ い ぼ う し

のため、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した取組
と り く

みを進
すす

めます。  

 

 

 

 

  
  

-153-



大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ５．社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

するための環境
かんきょう

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （６）犯罪
はんざい

被害
ひ が い

や消費者
し ょ う ひ し ゃ

トラブルの防止
ぼ う し

と被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

 
＜ＫＰＩ＞ 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 

 

 

１ 
 

〇〇〇 回
かい

 （2024年
ねん

） 〇〇〇 回
かい

 （2029年
ねん

） 

【設定
せってい

の 考
かんが

え方
かた

】 

 

 

 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 

 

 

２ 
 

〇〇〇 回
かい

 （2024年
ねん

） 〇〇〇 回
かい

 （2029年
ねん

） 

【設定
せってい

の 考
かんが

え方
かた

】 

 

 

 

 把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 

 

 

３ 
 

〇〇〇 回
かい

 （2024年
ねん

） 〇〇〇 回
かい

 （2029年
ねん

） 

【設定
せってい

の 考
かんが

え方
かた

】 
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６．雇用
こ よ う

・ 就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

するしくみづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 働
はたら

くこと」は誰
だれ

もが自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を支
ささ

える基本
き ほ ん

のひとつであり、一人
ひ と り

ひとりの

可能性
か の う せ い

を伸
の

ばし、人生
じんせい

を豊
ゆた

かにするための重要
じゅうよう

な要素
よ う そ

です。 

県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

が心身
しんしん

の状態
じょうたい

やライフステージに応
おう

じて、その人
ひと

らしい 働
はたら

き方
かた

をそれぞれのペースで選択
せんたく

できるよう、福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

と一般
いっぱん

就労
しゅうろう

、それぞれの支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

みます。 

 あわせて、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や専門職
せんもんしょく

による職能
しょくのう

団体
だんたい

、企業
きぎょう

、経済
けいざい

団体等
だんたいとう

と協 力
きょうりょく

し

ながら、雇用
こ よ う

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

が 働
はたら

きやすい環 境
かんきょう

づくりを推進
すいしん

しま

す。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ６．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

するしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 
 
 
 

 

（１）就 労
しゅうろう

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞              

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、国
く に

の制度
せ い ど

に基
も と

づいて障害
しょうがい

福祉圏域
ふ く し け ん い き

ごとに設置
せ っ ち

している障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターにおいて、障害者
しょうがいしゃ

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への支援
し え ん

を 行
おこな

っています。センターでは、障害者
しょうがいしゃ

の

就職
しゅうしょく

や職場
し ょ く ば

への定着
ていちゃく

に当
あ

たって、就業面
しゅうぎょうめん

の支援
し え ん

と併
あわ

せ、就 業
しゅうぎょう

に際
さい

して必要
ひ つ よ う

不可欠
ふ か け つ

となる

生活面
せいかつめん

の相談
そ う だ ん

支援
し え ん

を一体的
いっ たい てき

に 行
おこな

っています。 

あわせて、障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふ く し け ん い き

ごとの広域的
こ う い き て き

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

ネットワークの充実
じゅうじつ

を図
はか

るととも

に、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

とも連携
れんけい

し、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

及
およ

び就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の強化
き ょ う か

に取
と

り組
く

んできました。 

また、障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふ く し け ん い き

に設置
せ っ ち

する地域
ち い き

就労
しゅうろう

援助
え ん じ ょ

センターの運営費
う ん え い ひ

を助成
じ ょ せ い

することに

より、障害者
しょうがいしゃ

の福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

に向
む

けて相談
そ う だ ん

、指導
し ど う

・訓練
く ん れ ん

、就労
しゅうろう

援助等
え ん じ ょ と う

の支援
し え ん

を 行
おこな

っています。 

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターにおける支援
し え ん

対象
たいしょう

登録者数
と う ろ く し ゃ す う

は、８圏域
けんいき

全
すべ

てにセンター

の設置
せ っ ち

を完了
かんりょう

した平成
へいせい

23年度
ね ん ど

と比較
ひ か く

し、約
や く

10年
ねん

でおよそ 2.8倍
ばい

に増加
ぞ う か

しています。これ

は、県内
けんない

の障害者数
しょうがいしゃすう

が増加
ぞ う か

の傾向
け い こ う

にある点
てん

だけでなく、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

ニーズの高
たか

まり、さ

らには企業
き ぎ ょ う

からの定着
ていちゃく

支援
し え ん

ニーズの高
たか

まりにも起因
き い ん

しているものと 考
かんが

えられます。 

障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で 働
はたら

き続
つづ

けられるよう、就労
しゅうろう

移行
い こ う

から就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

までの切
き

れ目
め

の

ない支援
し え ん

を強化
き ょ う か

していく必要
ひ つ よ う

があり、就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

の利用者
り よ う し ゃ

について、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の

割合
わりあい

が増加
ぞ う か

していること等
と う

を踏
ふ

まえ、精神
せいしん

障害
しょうがい

や発達
はったつ

障害
しょうがい

など障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応
お う

じた支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

むことが必要
ひ つ よ う

です。6101、6102 

地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
お う

じて、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、労働等
ろ う ど う と う

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

をより一層
い っ そ う

強化
き ょ う か

し、

障害者
しょうがいしゃ

が効果的
こ う か て き

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

を受
う

けられるよう取
と

り組
く

んでいく必要
ひ つ よ う

があります。6101、6102          

 

【産業
さんぎょう

人材課
じ ん ざ い か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

障害者
しょうがいしゃ

の新規
し ん き

求職
きゅうしょく

申込
もうしこみ

件数
け ん す う

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、特
と く

に精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の同件数
ど う け ん す う

の増加
ぞ う か

が顕著
け ん ち ょ

となっている。そのため、職業
しょくぎょう

訓練
く ん れ ん

の需要
じ ゅ よ う

が高
たか

まっており、障害者
しょうがいしゃ

職業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発校
かいはつこう

以外
い が い

の

職業
しょくぎょう

技術校
ぎ じ ゅ つ こ う

においても、精神
せいしん

障害者等
しょうがいしゃとう

を受
う

け入
い

れて職業
しょくぎょう

訓練
く ん れ ん

を実施
じ っ し

することが喫緊
き っ き ん

の

課題
か だ い

となっている。6106  

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  

-157-



大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ６．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

するしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
6101 関係

かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

による就 労
しゅうろう

支援
し え ん

の推進
すいしん

         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、医療等
い り ょ う と う

の場
ば

からの就労
しゅうろう

を一層
い っ そ う

進
すす

めるため、福祉
ふ く し

部局
ぶ き ょ く

だけでなく、労働
ろ う ど う

部局
ぶ き ょ く

や教育
きょういく

・医療等
い り ょ う と う

の関係
かんけい

部局
ぶ き ょ く

との連携
れんけい

の下
も と

、取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

 

6102 就 労
しゅうろう

から職場
しょくば

定 着
ていちゃく

までの一貫
いっかん

した支援
し え ん

の実施
じ っ し

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 雇用
こ よ う

労政課
ろ う せ い か

） 

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

や障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター、ハローワーク、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

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

事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

の関係
かんけい

機関
き か ん

が密接
みっせつ

に連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

及
およ

び職場
し ょ く ば

定着
ていちゃく

までの一貫
いっかん

した支援
し え ん

、生活面
せいかつめん

の相談
そ う だ ん

支援
し え ん

を実施
じ っ し

します。 

また、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そ く し ん

センターが、地域
ち い き

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

に対
たい

し、利用者
り よ う し ゃ

の職業
しょくぎょう

能力
のうりょく

評価
ひ ょ う か

や研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

することで、その支援力
し え ん り ょ く

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

6103 事業主
じぎょうぬし

の障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

          （雇用
こ よ う

労政課
ろ う せ い か

） 

事業主
じ ぎ ょ う ぬ し

の障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

への不安
ふ あ ん

の解消
かいしょう

や、障害
しょうがい

についての理解
り か い

を促進
そ く し ん

するため、

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そ く し ん

センターによる企業
き ぎ ょ う

個別
こ べ つ

訪問
ほ う も ん

や出前
で ま え

講座等
こ う ざ と う

により、個々
こ こ

の障害
しょうがい

特性
と く せ い

や

期間
き か ん

を定
さ だ

め試行
し こ う

雇用
こ よ う

する「トライアル雇用
こ よ う

」等
と う

の制度
せ い ど

説明
せつめい

などを 行
おこな

います。 

 

6104 障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた 職 業
しょくぎょう

訓練等
くんれんとう

の実施
じ っ し

         （産業
さんぎょう

人材課
じ ん ざ い か

） 

神奈川
か な が わ

障害者
しょうがいしゃ

職業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発校
かいはつこう

における受講
じ ゅ こ う

については、可能
か の う

な限
かぎ

り障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の

希望
き ぼ う

を尊重
そんちょう

し、障害
しょうがい

の特性
と く せ い

に応
お う

じた職業
しょくぎょう

訓練
く ん れ ん

や、技術
ぎ じ ゅ つ

革新
か く し ん

の進展等
し ん て ん と う

に対応
たいおう

した在職者
ざいしょくしゃ

訓練等
く ん れ ん と う

を実施
じ っ し

します。 

また、民間
みんかん

教育
きょういく

訓練
く ん れ ん

機関等
き か ん と う

の訓練
く ん れ ん

委託先
い た く さ き

を活用
かつよう

し、障害者
しょうがいしゃ

の身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において

障害者
しょうがいしゃ

の態様
た い よ う

に応
お う

じた多様
た よ う

な委託
い た く

訓練
く ん れ ん

を実施
じ っ し

します。 

さらに、障害者
しょうがいしゃ

の職業
しょくぎょう

能力
のうりょく

の開発
かいはつ

・向上
こうじょう

の重要性
じゅうようせい

に対
たい

する事業主
じ ぎ ょ う ぬ し

や県民
けんみん

の理解
り か い

を高
たか

めるための啓発
けいはつ

に努
つ と

めます。 

 

6105 精神面等
せいしんめんとう

の不安
ふ あ ん

を抱
かか

える訓練生
くんれんせい

や 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

指導員
し ど う い ん

への支援
し え ん

（産業
さんぎょう

人材課
じ ん ざ い か

） 

職業
しょくぎょう

技術校
ぎ じ ゅ つ こ う

（東部校
と う ぶ こ う

及
およ

び西部校
せ い ぶ こ う

）に、訓練生
くんれんせい

のカウンセリングを 行
おこな

う心理
し ん り

相談員
そうだんいん

及
およ

び

職業
しょくぎょう

訓練
く ん れ ん

指導員
し ど う い ん

に対
たい

する支援
し え ん

・助言等
じ ょ げ ん と う

を 行
おこな

う精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉士等
ふ く し し と う

を週
しゅう

に 概
おおむ

ね１回
かい

程度
て い ど

配置
は い ち

し、課題
か だ い

や精神面
せいしんめん

の不安
ふ あ ん

を抱
かか

える訓練生
くんれんせい

や職業
しょくぎょう

訓練
く ん れ ん

指導員
し ど う い ん

からの相談
そ う だ ん

に応
お う

じ、

助言
じ ょ げ ん

、その他
た

必要
ひ つ よ う

な援助
え ん じ ょ

を 行
おこな

います。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ６．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

するしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

6106 県立
けんりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

高等部
こ う と う ぶ

生徒
せ い と

の就 労
しゅうろう

機会等
き か い と う

の拡大
かくだい

   （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

県立
けんりつ

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

高等部
こ う と う ぶ

生徒
せ い と

の卒業後
そ つ ぎ ょ う ご

の就労
しゅうろう

機会等
き か い と う

の拡大
かくだい

を図
はか

るため、産業
さんぎょう

現場等
げ ん ば と う

における実習
じっしゅう

や現場
げ ん ば

実習
じっしゅう

理解
り か い

啓発
けいはつ

パンフレットの作成
さ く せ い

とともに、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に精通
せいつう

した企業
き ぎ ょ う

ＯＢ等
と う

の人材
じんざい

を社会
し ゃ かい

自立
じ り つ

支援員
し え ん い ん

として各地域
か く ち い き

の拠点
き ょ て ん

となる県立
けんりつ

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

に

配置
は い ち

し、企業
き ぎ ょ う

開拓
かいたく

や面接
めんせつ

指導
し ど う

、定着
ていちゃく

支援等
し え ん と う

に取
と

り組
く

みます。 

 

6107 介護
か い ご

の仕事
し ご と

の理解
り か い

促進
そくしん

 【再掲
さいけい

：2110】        （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

 「かながわ福祉
ふ く し

人材
じんざい

センター」において、福祉
ふ く し

・介護
か い ご

の仕事
し ご と

に関
かん

して無料
む り ょ う

で職業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

・あっ

旋
せん

事業
じ ぎ ょ う

に取組
と り く

むほか、全県立高校
ぜ ん け ん り つ こ う こ う

・中等
ちゅうとう

教育
きょういく

学校
が っ こ う

を対象
たいしょう

として福祉
ふ く し

介護
か い ご

に関
かん

する教材
きょうざい

の

配布等
は い ふ と う

を 行
おこな

い、福祉
ふ く し

・介護
か い ご

の仕事
し ご と

の理解
り か い

や関心
かんしん

を高
たか

めるとともに、将来
しょうらい

の福祉
ふ く し

・介護
か い ご

を支
さ さ

え

る人材
じんざい

の確保
か く ほ

につなげます。 

 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

 （2021年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2029年
ねん

） 

 障害者
しょうがいしゃ

職業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発校
かいはつこう

の修了者
しゅうりょうしゃ

における

就職率
しゅうしょくりつ

 
77％ 80％ 

 障害者
しょうがいしゃ

の委託
い た く

訓練
く ん れ ん

修了者
しゅうりょうしゃ

における就職率
しゅうしょくりつ

 39.4％ 55％ 

 

【厚生
こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく成果
せ い か

目 標
もくひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 

把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 
現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2026年
ねん

） 

 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業等
じ ぎ ょ う と う

を通
つ う

じて令和
れいかず

８年度中
ね ん ど ち ゅ う

に

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

する人
ひ と

の数
す う

 
〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 うち就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行者数
い こ う し ゃ す う

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 うち就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業
じ ぎ ょ う

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 うち就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業
じ ぎ ょ う

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

のうち、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

利用
り よ う

終了者
しゅうりょうしゃ

に占
し

める一般
いっぱん

就労
しゅうろう

へ移行
い こ う

した者
し ゃ

の

割合
わりあい

が五割
い わ り

以上
い じ ょ う

の事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の割合
わりあい

 

― 50％ 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ６．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

するしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 地域
ち い き

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

のネットワークを強化
き ょ う か

し、雇用
こ よ う

や

福祉等
ふ く し と う

の関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

した支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

を

推進
すいしん

す る た め の 協議会
き ょ う ぎ か い

（ 就労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

） 等
と う

を

設定
せってい

して取組
と り く

みを推進
すいしん

する。 

2025年度
ね ん ど

までに設置
せ っ ち

し、 

取組
と り く み

を推進
すいしん

する 

 就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

の利用者数
り よ う し ゃ す う

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

のうち、就労
しゅうろう

定着率
ていちゃくりつ

が 70％

以上
い じ ょ う

の事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の割合
わりあい

 
― 25％ 

 

【厚生
こうせい

労 働 章
ろうどうしょう

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

に基
もと

づく活動
かつどう

指標
しひょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 

把握
は あ く

する 状 況
じょうきょう

 
現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2026年
ねん

） 

 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から公共
こうきょう

職業
しょくぎょう

安定所
あ ん て い じ ょ

に誘導
ゆ う ど う

した福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用者数
り よ う し ゃ す う

 
〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

から障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターに

誘導
ゆ う ど う

した福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用者数
り よ う し ゃ す う

 
〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

利用者
り よ う し ゃ

のうち公共
こうきょう

職業
しょくぎょう

安定所
あ ん て い じ ょ

の支援
し え ん

を受
う

けて就職
しゅうしょく

した者
し ゃ

の数
す う

 
〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する職業
しょくぎょう

訓練
く ん れ ん

の受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 

【障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】（１か月
げつ

当
あ

たりの見込量
みこみりょう

） 
 指定

し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

 

サービス名
めい

 

現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2024年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2025年
ねん

） 

見込量
みこみりょう

 

（2026年
ねん

） 

 【再掲
さいけい

】就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 
    

 【再掲
さいけい

】就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ａ型
がた

 
    

 【再掲
さいけい

】就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
がた

 
    

 【再掲
さいけい

】就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 
    

※県内
けんない

市町村
し ち ょ う そ ん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
け い か く

におけるサービス見込量
み こ み り ょ う

の合計値
ご う け い ち
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（２）障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  
   【障害

しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：工賃
こ う ち ん

向上
こうじょう

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

企業等
き ぎ ょ う と う

で 働
はたら

くことが困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

の場
ば

である就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

にお

いて、生産
せいさん

活動等
か つ ど う と う

により得
え

られる工賃
こ う ち ん

収 入
しゅうにゅう

は低
ひ く

い水準
すいじゅん

にとどまっています。 

本県
ほんけん

では、就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

で 働
はたら

く障害者
しょうがいしゃ

の工賃
こ う ち ん

水準
すいじゅん

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、

平成
へいせい

19年度
ね ん ど

から５期
き

にわたり「かながわ工賃
こ う ち ん

アップ推進
すいしん

プラン」を策定
さ く て い

し、「国等
く に と う

による

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

からの物品等
ぶ っ ぴ ん と う

の調達
ちょうたつ

の推進等
す い し ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」に基
も と

づく調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

や

「農福連携
のうふ くれんけい

事業
じ ぎ ょ う

」等
と う

により事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の支援
し え ん

に取
と

り組
く

んできました。 

この結果
け っ か

、就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の平均
へいきん

工賃
こ う ち ん

月額
げつがく

は 12,244 円
えん

（平成
へいせい

18 年度
ね ん ど

）

から 15,795 円
えん

（令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

）に増加
ぞ う か

しましたが、この間
かん

、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の

感染
かんせん

拡大
かくだい

の影響
えいきょう

を受
う

け、事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の生産
せいさん

活動
かつどう

が停滞
ていたい

したこともあり、飛躍的
ひ や く て き

な増加
ぞ う か

とはなり

ませんでした。 

工賃
こ う ち ん

向上
こうじょう

に当
あ

たっては、計画
け い か く

に基
も と

づく継続的
け い ぞ く て き

な取組
と り く み

を 行
おこな

うことは勿論
も ち ろ ん

ですが、行政
ぎょうせい

や

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

のみならず、企業
き ぎ ょ う

や県民
けんみん

の理解
り か い

と協力
きょうりょく

も欠
か

かせません。6402、6403、6407 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：雇用率
こ よ う り つ

の引
ひ

き上
あ

げ（作業中
さぎょうちゅう

）】 

 

【共生
きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

①：未来型障
み ら い が た し ょ う

がい者就労
ものしゅうろう

支援等事業
し え ん と う じ ぎ ょ う

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

移動
い ど う

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

１名
めい

を、在宅
ざ い た く

で勤務
き ん む

する県職員
けんしょくいん

（会計
かいけい

年度
ね ん ど

任用
に ん よ う

職員
しょくいん

）として任用
に ん よ う

し、分身
ぶんしん

ロボット「OriHime」を活用
かつよう

して、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

は平塚市役
ひ ら つ か し や く

所内
し ょ な い

の障
しょう

がい者福祉
し ゃ ふ く し

ショ

ップにおいて、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

は小田原市
お だ わ ら し

役所障
やくしょしょう

がい福祉課
ふ く し か

において、「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

か

ながわ憲章
けんしょう

」のPR 業務
ぎ ょ う む

、窓口
ま ど ぐ ち

案内
あんない

、販売
はんばい

補助
ほ じ ょ

業務
ぎ ょ う む

を実施
じ っ し

。 

全国
ぜ ん こ く

でも先行
せ ん こ う

自治体
じ ち た い

として認識
に ん し き

され、本県
ほんけん

をモデルに取組
と り く み

を開始
か い し

する自治体
じ ち た い

がでてき

ており、障害者
しょうがいしゃ

の新
あ ら

たな就労
しゅうろう

の 形
かたち

として、社会
し ゃ かい

に訴求効果
そ き ゅ う こ う か

が認
み と

められる。 

現在
げんざい

実施
じ っ し

している窓口
ま ど ぐ ち

業務
ぎ ょ う む

や販売
はんばい

補助
ほ じ ょ

以外
い が い

の OriHime の活用
かつよう

方法
ほ う ほ う

を検討
け ん と う

し、さらな

る訴求効果
そ き ゅ う こ う か

を目指
め ざ

している。6307 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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【共生
きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

②：農福連携
のうふ くれんけい

マッチング支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

農業側
のうぎょうがわ

は、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業
じ ぎ ょ う

や障害
しょうがい

特性
と く せ い

について、福祉側
ふ く し が わ

は農業
のうぎょう

経営
けいえい

や農業
のうぎょう

技術
ぎ じ ゅ つ

について、それぞれ知識
ち し き

や理解
り か い

が不足
ふ そ く

し、踏
ふ

み出
だ

しにくいというイメージを持
も

たれてい

る。 

農業者
のうぎょうしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び地域
ち い き

住民等
じゅうみんとう

との相互
そ う ご

理解
り か い

の促進
そ く し ん

が不十分
ふ じ ゅ うぶ ん

であり、定着
ていちゃく

、発展
は っ て ん

 ま

でには至
いた

っていない。 

そうした相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そ く し ん

するためにも、農業者
のうぎょうしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

、地域
ち い き

住民等
じゅうみんとう

が接
せ っ

する機会
き か い

のさ

らなる創出
そうしゅつ

が必要
ひ つ よ う

と 考
かんが

えられる。6408 

 

【警務課
け い む か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

に基
も と

づき、平成
へいせい

16年
ねん

に「かながわ障害者
しょうがいしゃ

計画
け い か く

」を策定
さ く て い

し、

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する様々
さまざま

な施策
し さ く

を、総合的
そ う ご う て き

かつ計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

してきました。 

また、同計画
ど う け い か く

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

促進等
そ く し ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

（昭和
し ょ う わ

35年
ねん

法律
ほ う り つ

第
だい

123号
ご う

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そ く し ん ほ う

」という。）等
と う

に基
も と

づき、県
けん

自
みずか

らも「障害
しょうがい

のある人
ひ と

を対象
たいしょう

とした職員
しょくいん

採用
さ い よ う

選考
せ ん こ う

」の実施
じ っ し

や、 働
はたら

きやすい職場
し ょ く ば

環境
かんきょう

の整備
せ い び

など、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

ん

できました。【6304】 

令和
れ い わ

元年
がんねん

には、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そ く し ん ほ う

の改正
かいせい

により、国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が率先
そ っ せん

して

障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する責務
せ き む

が明示
め い じ

されるとともに、厚生
こ うせ い

労働
ろ う ど う

大臣
だいじん

が作成
さ く せ い

する指針
し し ん

に即
そ く

して、

障害者
しょうがいしゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

計画
け い か く

を作成
さ く せ い

することとされ、障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の場
ば

の確保
か く ほ

に向
む

けて、民間
みんかん

企業等
き ぎ ょ う と う

よりも高
たか

い法定
ほ うて い

雇用率
こ よ う り つ

が設定
せってい

されています。【6303】 

また、障害者
しょうがいしゃ

である人
ひ と

を会計
かいけい

年度
ね ん ど

任用
に ん よ う

職員
しょくいん

として雇用
こ よ う

し、民間
みんかん

企業等
き ぎ ょ う と う

への正規
せ い き

就労
しゅうろう

へ

とつなげる施策
し さ く

として、チャレンジオフィスを設置
せ っ ち

するなど、障活者
しょうかつしゃ

雇用
こ よ う

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

んでいます。【6305】 

障害者
しょうがいしゃ

の活躍
かつやく

とは、障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりが、能力
のうりょく

を有効
ゆ う こ う

に発揮
は っ き

できることであり、雇用
こ よ う

・

就 業
しゅうぎょう

し又
ま た

は同一
どういつ

の職場
し ょ く ば

に長期
ち ょ う き

に定着
ていちゃく

するだけでなく、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、その障害
しょうがい

特性
と く せ い

や

個性
こ せ い

に応
お う

じて能力
のうりょく

を有効
ゆ う こ う

に発揮
は っ き

できるよう、県全体
けんぜんたい

を挙
あ

げて取
と

り組
く

んでいくことが重要
じゅうよう

で

す。 

障害
しょうがい

のある職員
しょくいん

にとって 働
はたら

きやすい職場
し ょ く ば

は、誰
だれ

にとっても 働
はたら

きやすい職場
し ょ く ば

であり、

多様性
た よ う せ い

を理解
り か い

・尊重
そんちょう

し、誰
だれ

もが、ともに生
い

き生
い

きと 働
はたら

ける県
けん

の実現
じつげん

に向
む

けて、しっかりと取
と

り

組
く

んでまいります。 
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▶ 小柱
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 （２）障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そ く し ん

 
【採用

さ い よ う

センター（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県警察
けんけいさつ

では、県人事委員会
け ん じ ん じ い い ん か い

が実施
じ っ し

する「障
しょう

がいのある人
ひ と

を対象
たいしょう

とした神奈川県
か な が わ け ん

職員
しょくいん

採用
さ い よ う

選考
せ ん こ う

」により、警察
けいさつ

事務
じ む

を志望
し ぼ う

した合格者
ご う か く し ゃ

を警察
けいさつ

事務
じ む

職員
しょくいん

として採用
さ い よ う

しています。 

受験
じ ゅ け ん

に際
さい

し、本選考
ほんせんこう

の受験
じ ゅ け ん

希望者
き ぼ う し ゃ

から受験
じ ゅ け ん

方法等
ほ う ほ う と う

についての相談
そ う だ ん

があった際
さい

には、

障害
しょうがい

の程度
て い ど

に応
お う

じて受験上
じゅけんじょう

の配慮
は い り ょ

を個別
こ べ つ

に検討
け ん と う

するなど、受験者
じ ゅ け ん し ゃ

が安心
あんしん

して受験
じ ゅ け ん

できる

環境
かんきょう

づくりに努
つ と

めています。 

一方
い っ ぽ う

、「障
しょう

がいのある人
ひ と

を対象
たいしょう

とした神奈川県
か な が わ け ん

職員
しょくいん

採用
さ い よ う

選考
せ ん こ う

」の受験
じ ゅ け ん

資格
し か く

は、年々
ねんねん

拡大
かくだい

傾向
け い こ う

にあることから、今後
こ ん ご

、これまでに例
れい

のない配慮
は い り ょ

について検討
け ん と う

する必要
ひ つ よ う

があるこ

とも 考
かんが

えられます。 

今後
こ ん ご

も県人事委員会
け ん じ ん じ い い ん か い

と協力
きょうりょく

し、選考
せ ん こ う

会場
かいじょう

の選定
せんてい

方法
ほ う ほ う

や選考
せ ん こ う

の実施
じ っ し

方法等
ほ う ほ う と う

について

検討
け ん と う

して参
まい

ります。 

 

【教養課
き ょ う よ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

職務
し ょ く む

倫理
り ん り

の一
ひ と

つである人権
じ んけ ん

尊重
そんちょう

に係
かか

る課題
か だ い

として、障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

促進
そ く し ん

に取
と

り組
く

み、

職員
しょくいん

への視聴覚
し ち ょ う か く

教材
きょうざい

の掲示
け い じ

、貸出
か し だ

しを 行
おこな

っているほか、執務
し つ む

資料
し り ょ う

の発出
はっしゅつ

、各研修会
かくけんしゅうかい

等
と う

の

機会
き か い

を通
つ う

じた「障害者
しょうがいしゃ

への接遇
せ つ ぐ う

の在
あ

り方
かた

」についての講義
こ う ぎ

、資料
し り ょ う

配布
は い ふ

を 行
おこな

っています。 

警察
けいさつ

業務
ぎ ょ う む

は多岐
た ぎ

にわたり、専門的
せんもんてき

な技能
ぎ の う

が必要
ひ つ よ う

な分野
ぶ ん や

もあるため、それぞれの障害
しょうがい

特性
と く せ い

を理解
り か い

した上
う え

での技能
ぎ の う

の向上
こうじょう

が求
も と

められます。 

 

【人事課
じ ん じ か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

令和
れ い わ

元年
がんねん

６月
がつ

の障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そ く し ん ほ う

の改正
かいせい

により、国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が率先
そ っ せん

して

障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する責務
せ き む

が明示
め い じ

され、「障害者
しょうがいしゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

計画
け い か く

」を作成
さ く せ い

することとされました。 

そこで本県
ほんけん

では、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

の視点
し て ん

に立
た

つとともに、「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ憲章
けんしょう

」

に掲
かか

げる「障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
は い じ ょ

する」との

理念
り ね ん

を踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

計画
け い か く

」を策定
さ く て い

しました。 

障害
しょうがい

のある職員
しょくいん

にとって 働
はたら

きやすい職場
し ょ く ば

は、誰
だれ

にとっても 働
はたら

きやすい職場
し ょ く ば

であり、

多様性
た よ う せ い

を理解
り か い

・尊重
そんちょう

し、誰
だれ

もが、ともに生
い

き生
い

きと 働
はたら

ける県庁
けんちょう

の実現
じつげん

に向
む

けて、本計画
ほんけいかく

のも

と、取組
と り く み

を進
すす

めています。 

 

【企業局
きぎょうきょく

経営課
け い え い か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

使用済
し よ う ず

み水道
す い ど う

メーターの分解
ぶんかい

業務
ぎ ょ う む

を給水区域内
き ゅ う す い く い き な い

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

に委託
い た く

してい

るが、年度
ね ん ど

により使用済
し よ う ず

み水道
す い ど う

メーターの数量
すうりょう

が増減
ぞ うげ ん

するため、安定的
あんていてき

な業務
ぎ ょ う む

発注
はっちゅう

が課題
か だ い
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ６．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

するしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そ く し ん

 
となっている。 
 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
6201 一般

いっぱん

就 労
しゅうろう

及
およ

び定 着
ていちゃく

支援
し え ん

の強化
きょうか

             （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

ニーズの高
たか

まる精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

や発達
はったつ

障害者等
しょうがいしゃとう

の就労
しゅうろう

及
およ

び定着
ていちゃく

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るた

め、障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターとともに、障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふ く し け ん い き

ごとの広域的
こ う い き て き

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

ネットワークを充実
じゅうじつ

させながら、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

及
およ

び定着
ていちゃく

支援
し え ん

の強化
き ょ う か

に取
と

り組
く

みます。 

 

6202 障 害 者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する企業
きぎょう

に対
たい

する支援
し え ん

           （雇用
こ よ う

労政課
ろ う せ い か

） 

障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

するための環境
かんきょう

整備等
せ い び と う

に関
かん

する国
く に

の各種
か く し ゅ

助成金
じ ょ せ い き ん

制度
せ い ど

に加
く わ

え、県独自
け ん ど く じ

に

実施
じ っ し

する補助金
ほ じ ょ き ん

を活用
かつよう

し、障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する企業
き ぎ ょ う

に対
たい

し支援
し え ん

します。 

あわせて、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そ く し ん

センターが従業員役
じゅうぎょういんやく

職員等
しょくいんとう

への出前
で ま え

講座
こ う ざ

を 行
おこな

うことで

周囲
し ゅ う い

の理解
り か い

を促進
そ く し ん

するほか、社会
し ゃ かい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

相談
そ う だ ん

により就 業
しゅうぎょう

規則
き そ く

や労務
ろ う む

管理等
か ん り と う

に関
かん

す

る助言
じ ょ げ ん

を 行
おこな

う等
と う

、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

に関
かん

するノウハウの提供等
ていきょうとう

に努
つ と

めます。 

 

6203 精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

拡大
かくだい

と定 着
ていちゃく

促進等
そくしんとう

                   （雇用
こ よ う

労政課
ろ う せ い か

） 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

に特化
と っ か

した企業
き ぎ ょ う

支援
し え ん

セミナーや出前
で ま え

講座等
こ う ざ と う

により精神
せいしん

・発達
はったつ

障害
しょうがい

に関
かん

する事業主等
じ ぎ ょ う ぬ し と う

の理解
り か い

を一層
い っ そ う

促進
そ く し ん

するとともに、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

職場
し ょ く ば

指導員
し ど う い ん

設置
せ っ ち

に対
たい

し

補助
ほ じ ょ

し、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

拡大
かくだい

と定着
ていちゃく

促進
そ く し ん

を図
はか

ります。 

また、就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

を対象
たいしょう

とする研修
けんしゅう

において、医療
い り ょ う

機関
き か ん

との連携
れんけい

をテーマとするなど、

就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

と医療
い り ょ う

機関
き か ん

との連携
れんけい

を促進
そ く し ん

します。 

 

6204 法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

の達成
たっせい

に向
む

けた取組
と り く

み      （雇用
こ よ う

労政課
ろ う せ い か

、 各任命権者
か くにん めいけん じゃ

） 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

ゼロ企業
き ぎ ょ う

を始
は じ

め、法定
ほ うて い

雇用率
こ よ う り つ

を達成
たっせい

していない民間
みんかん

企業
き ぎ ょ う

については、

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そ く し ん

センターが労働局
ろうどうきょく

及
およ

びハローワークと連携
れんけい

して個別
こ べ つ

訪問
ほ う も ん

や出前
で ま え

講座
こ う ざ

によ

り支援
し え ん

するほか、フォーラムや企業
き ぎ ょ う

交流会
こうりゅうかい

を開催
かいさい

するなど、法定
ほ うて い

雇用率
こ よ う り つ

の達成
たっせい

に向
む

けた

取組
と り く

みを進
すす

めます。 

また、県
けん

においては、「障
しょう

がい者
し ゃ

活躍
かつやく

推進
すいしん

計画
け い か く

」を策定
さ く て い

しており、民間
みんかん

企業
き ぎ ょ う

に率先
そ っ せん

垂範
すいはん

して障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を進
すす

める立場
た ち ば

であることから、すべての機関
き か ん

において法定
ほ うて い

計画上
けいかくじょう

で設定
せってい

し

た雇用率
こ よ う り つ

の達成
たっせい

に向
む

けて取
と

り組
く

むなど、県庁
けんちょう

全体
ぜんたい

で障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そ く し ん

に取
と

り組
く

みます。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ６．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

するしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そ く し ん

 
 

6205 チャレンジオフィスの設置
せ っ ち

     （人事課
じ ん じ か

、 教育
きょういく

委員会
い い ん か い

総務室
そ う む し つ

、 警務課
け い む か

） 

民間
みんかん

企業等
き ぎ ょ う と う

への就職
しゅうしょく

を目指
め ざ

す障
しょう

がいのある人
ひ と

に就労
しゅうろう

経験
けいけん

の機会
き か い

を提供
ていきょう

するための

取組
と り く み

として、障
しょう

がいのある人
ひ と

を庁内
ちょうない

事務
じ む

の補助等
ほ じ ょ と う

を 行
おこな

う「チャレンジオフィス（教育
きょういく

委員会
い い ん か い

においては、「サポートオフィス」という。）」の職員
しょくいん

（会計
かいけい

年度
ね ん ど

任用
に ん よ う

職員
しょくいん

）として雇用
こ よ う

します。 

 

6206 県
けん

における雇用
こ よ う

の取組
と り く

み                （各任命権者
か くにん めいけん じゃ

） 

県職員
けんしょくいん

の募集
ぼ し ゅ う

及
およ

び採用
さ い よ う

並
な ら

びに採用後
さ い よ う ご

の各段階
かくだんかい

において、平等
びょうどう

取扱
とりあつか

いの原則
げ ん そ く

及
およ

び

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

指針
し し ん

に基
も と

づく必要
ひ つ よ う

な措置
そ ち

を 行
おこな

います。 

 

6207 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

                             （共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

障害者
しょうがいしゃ

を在宅
ざ い た く

で勤務
き ん む

する県職員
けんしょくいん

（会計
かいけい

年度
ね ん ど

任用
に ん よ う

職員
しょくいん

）として任用
に ん よ う

し、分身
ぶんしん

ロボット

「OriHime」を活用
かつよう

して、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

機会
き か い

の拡大
かくだい

を図
はか

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

の新
あ ら

たな就労
しゅうろう

の 形
かたち

として社会
し ゃ かい

に発信
は っ し ん

していくことにより、共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

を推進
すいしん

します。 

 

6208 優先
ゆうせん

調 達
ちょうたつ

の推進
すいしん

                    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

国等
く に と う

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

からの物品等
ぶ っ ぴ ん と う

の調達
ちょうたつ

の推進等
す い し ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

に基
も と

づき、

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

の提供
ていきょう

する物品
ぶっぴん

・サービスの優先
ゆうせん

購入
こうにゅう

・調達
ちょうたつ

を進
すす

めます。 

 

6209 農 業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

での障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

の支援
し え ん

     （共生
きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

農業
のうぎょう

に取組
と り く

む障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

や企業等
き ぎ ょ う と う

に対
たい

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

、6次
じ

産業化
さ ん ぎ ょ う か

支援等
し え ん と う

を通
つ う

じ

て、農業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

を支援
し え ん

するなど農業
のうぎょう

と福祉
ふ く し

との連携
れんけい

（農福連携
のうふ くれんけい

）を

NPO、農業
のうぎょう

協同
きょうどう

組合
く み あ い

、市町村等
し ち ょ う そ ん と う

と連携
れんけい

しながら進
すす

めます。 

 

6210 テレワーク・ⅠＣＴ活用
かつよう

による職場
しょくば

環 境
かんきょう

整備
せ い び

の支援
し え ん

    （雇用
こ よ う

労政課
ろ う せ い か

） 

障害者
しょうがいしゃ

を含
ふ く

めた誰
だれ

もがその能力
のうりょく

を発揮
は っ き

し、生
い

き生
い

きと 働
はたら

くことができる社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に

向
む

け、企業
き ぎ ょ う

に対
たい

してテレワーク・ⅠＣＴ活用
かつよう

による柔軟
じゅうなん

で多様
た よ う

な 働
はたら

き方
かた

ができる職場
し ょ く ば

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を支援
し え ん

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅲ．障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
はい じょ

する取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ６．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

に関
かん

するしくみづくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そ く し ん

 
 

6211 就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業所
じぎょうしょ

への指導
し ど う

・支援
し え ん

       （障害
しょうがい

サービス課
か

） 

就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ａ型
がた

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

における就労
しゅうろう

の質
し つ

を向上
こうじょう

させるため、指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

の事業等
じ ぎ ょ う と う

の人員
じんいん

、設備
せ つ び

及
およ

び運営
うん え い

に関
かん

する基準等
き じ ゅ ん と う

を定
さ だ

める条例
じょうれい

に基
も と

づき、事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の生産
せいさん

活動
かつどう

の収支
し ゅ う し

を利用者
り よ う し ゃ

に支払
し は ら

う賃金
ちんぎん

の総額
そ う が く

以上
い じ ょ う

とすることなどとした取扱
とりあつか

いを徹底
て っ て い

します。 

また、市町村等
し ち ょ う そ ん と う

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

など地域
ち い き

との連携
れんけい

により安易
あ ん い

な事業
じ ぎ ょ う

参入
さんにゅう

の抑制
よ く せ い

を図
はか

ると

ともに、基準
き じ ゅ ん

を満
み

たさない事業所
じ ぎ ょ う し ょ

に経営
けいえい

改善
かいぜん

計画
け い か く

の提出
ていしゅつ

を求
も と

めることにより、事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の

経営
けいえい

状況
じょうきょう

を把握
は あ く

した上
う え

で必要
ひ つ よ う

な指導
し ど う

・支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

6212 働
はたら

く障 害 者
しょうがいしゃ

の工賃
こうちん

向 上
こうじょう

の推進
すいしん

         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 経営課
け い え い か

） 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

や地域
ち い き

で生
い

き生
い

きと「その人
ひ と

らしく暮
く

らす」ことを支
さ さ

え

る場
ば

のひとつとなっている障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の生産
せいさん

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

や販路
は ん ろ

拡大
かくだい

のた

め、共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

窓口
ま ど ぐ ち

組織
そ し き

の運営
うん え い

や共同
きょうどう

販売会
はんばいかい

などにより、工賃
こ う ち ん

の向上
こうじょう

を図
はか

る取組
と り く

みを進
すす

め

ます。 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 

県
けん

における障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こ よ う り つ

 

※障
しょう

がい者活躍
し ゃ か つ や く

推進
すいしん

計画
け い か く

で設定
せってい

 

※次期
じ き

計画
け い か く

は令和
れいかず

６年度
ね ん ど

に策定
さ く て い

予定
よ て い

 

知事
ち じ

部局
ぶ き ょ く

2.81％  

企業庁
きぎょうちょう

2.98％ 

議会局
ぎ か い き ょ く

 ○％ 

県警
けんけい

本部
ほ ん ぶ

2.91％ 

（2022年
ねん

） 

３％ 

 （2024年
ねん

） 

 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

からの物品等
ぶ っ ぴ ん と う

の調達
ちょうたつ

実績額
じ っ せ き が く

（千円
せんえん

） 

180,304千円
せんえん

 

（2022年
ねん

） 
前年度比増
ぜ ん ね ん ど ひ ぞ う

 

 就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の月額
げつがく

平均
へいきん

工賃額
こ う ち ん が く

 

 ※かながわ工賃
こ う ち ん

アップ推進
すいしん

プランで設定
せってい

 

※時期
じ き

プランは令和
れいかず

６年度
ね ん ど

に策定
さ く て い

予定
よ て い

 

15,795円
えん

 

（2023年
ねん

） 
未定
み て い

 

 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 見込量
みこみりょう

 

 かながわ工賃
こ う ち ん

アップ検討会
け んと うかい

を開催数
かいさいすう

 ２回
かい

（年度毎
ね ん ど ご と

の見込量
み こ み り ょ う

） 
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７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016年
ねん

（平成
へいせい

28年
ねん

）７月
がつ

26日
にち

、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する 誤
あやま

った差別的
さ べ つ て き

思想
し そ う

から、 

県立
けんりつ

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

」において引
ひ

き起
お

こされた、大変
たいへん

痛
いた

まし

い事件
じ け ん

を契機
け い き

に、県
けん

ではこれまでの障害
しょうがい

福祉
ふ く し

のあり方
かた

を見直
み な お

し、 改
あらた

めて誰
だれ

もが

安心
あんしん

していきいきと暮
く

らすことのできる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

すべく、

「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～」を策定
さくてい

しまし

た。 

障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、支
ささ

える人
ひと

も支
ささ

えられる人
ひと

も、誰
だれ

もがそれぞれの目線
め せ ん

に 

立
た

ちながら、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなく

し、地域
ち い き

でともに暮
く

らせる社会
しゃかい

を実現
じつげん

するための取
と

り組
く

みを県民
けんみん

総
そう

ぐるみで推進
すいしん

し

ます。 

Ⅳ 地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そう

ぐるみの取組
と り く

み 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （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

の理念
り ね ん

の普及
ふき ゅ う

啓発
けいはつ

 

 

 

 

 

 

（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

の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

   【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

：心
こころ

のバリアフリー、理解
り か い

促進
そ く し ん

事業
じ ぎ ょ う

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、 2016年
ねん

10月
がつ

に県議会
け ん 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

しま

した。その理念
り ね ん

の普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

みを推進
すいしん

しています。 

また、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する県民
けんみん

の

理解
り か い

の促進
そ く し ん

とともに、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に取
と

り組
く

んでいます。 

202３年
ねん

４月
がつ

に施行
し こ う

された改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

では、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

においても合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

の義務化
ぎ む か

されたことから、企業等
き ぎ ょ う と う

においても、障害
しょうがい

の理解
り か い

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する適切
てきせつ

な

対応
たいおう

について、更
さ ら

に促進
そ く し ん

していくことが重要
じゅうよう

です。（７１０２） 

 

【共生
きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

①：憲章
けんしょう

（条例
じょうれい

）の普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県民
けんみん

の憲章
けんしょう

認知度
に ん ち ど

50％を目指
め ざ

しているが、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

に実施
じ っ し

した県民
けんみん

ニーズ調査
ち ょ う さ

にお

いて、その認知度
に ん ち ど

は 30.2％にとどまっている。 

認知度
に ん ち ど

向上
こうじょう

に向
む

けて、引
ひ

き続
つづ

き効果的
こ う か て き

な紙媒体
かみばいたい

を中心
ちゅうしん

として、様々
さまざま

な方法
ほ う ほ う

により広報
こ う ほ う

を

実施
じ っ し

するとともに、イベント等
と う

への参加
さ ん か

を通
と お

して、県民
けんみん

に憲章
けんしょう

を認知
に ん ち

してもらい、関心
かんしん

を

喚起
か ん き

する機会
き か い

を創出
そうしゅつ

していく必要
ひ つ よ う

がある。 

企業
き ぎ ょ う

や団体
だんたい

、学校
が っ こ う

など様々
さまざま

な主体
し ゅ た い

と連携
れんけい

し、普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

を図
はか

っていく必要
ひ つ よ う

がある。（7101） 

 

【共生
きょうせい

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

②：共生
きょうせい

の場
ば

の創出
そうしゅつ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

障害
しょうがい

があって外出
がいしゅつ

が 難
むずか

しい方
かた

は、地域
ち い き

での居場所
い ば し ょ

が限
かぎ

られており、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

で

地域
ち い き

住民
じゅうみん

との接点
せ って ん

が少
す く

なく、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

している障害者
しょうがいしゃ

を知
し

らないことが多
おお

い。  

障害者
しょうがいしゃ

と関
かか

わりながら地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

を体感
たいかん

できる場
ば

を創出
そうしゅつ

し、意識
い し き

の壁
かべ

をなくしてく

必要
ひ つ よ う

がある。（７１０３） 

  

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ●4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （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

の理念
り ね ん

の普及
ふき ゅ う

啓発
けいはつ

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
7101 憲 章

けんしょう

（条 例
じょうれい

）の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

             （共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

憲章
けんしょう

の理念
り ね ん

を広
ひろ

く深
ふか

く浸透
し ん と う

させるために、「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ推進
すいしん

週間
しゅうかん

」にお

ける集中的
しゅうちゅうてき

な広報
こ う ほ う

や、県
けん

のたより、ＳＮＳなどを活用
かつよう

した年間
ねんかん

を通
つ う

じた広報
こ う ほ う

、県内
けんない

各地域
か く ち い き

の

イベントへの参加
さ ん か

、「いのちの授業
じゅぎょう

」の活用
かつよう

など、引
ひ

き続
つづ

き市町村
し ち ょ う そ ん

や団体
だんたい

、教育
きょういく

と連携
れんけい

した

取組
と り く

みを進
すす

めます。 

   また、地域
ち い き

自治会等
じ ち か い と う

とも連携
れんけい

し、より多
おお

くの県民
けんみん

の皆様
み なさ ま

に知
し

っていただけるような取組
と り く み

を

行
おこな

います。 

   さらに、大学
だいがく

の授業
じゅぎょう

での講義
こ う ぎ

や共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けた学生
がくせい

の活動
かつどう

報告会
ほ う こ く か い

の開催
かいさい

、

企業
き ぎ ょ う

や団体
だんたい

が主催
し ゅ さ い

するイベントへの出店
しゅってん

を希望
き ぼ う

する障
しょう

がい者団体
しゃだんたい

とイベント主催者
し ゅ さ い し ゃ

との

マッチングなど、企業
き ぎ ょ う

や大学
だいがく

と連携
れんけい

した取組
と り く

みを 行
おこな

います。 

 

 

7102 心
こころ

の輪
わ

を広
ひろ

げる障 害 者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そくしん

    （共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

  内閣府
な い か く ふ

と共催
きょうさい

で「心
こころ

の輪
わ

を広
ひろ

げる体験
たいけん

作文
さ く ぶ ん

」や「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

のポスター」を公募
こ う ぼ

するな

ど「心
こころ

の輪
わ

を広
ひろ

げる障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の促進
そ く し ん

」を目的
も く て き

とした障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

の取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

 また、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

7103 心
こころ

のバリアフリーの推進
すいしん

 【一部
い ち ぶ

再掲
さいけい

：7208】       （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

「かながわ憲章
けんしょう

」及
およ

び「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

」の理念
り ね ん

の普及
ふ き ゅ う

や、

障害
しょうがい

の理解
り か い

、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する適切
てきせつ

な対応
たいおう

を促進
そ く し ん

するために、障害
しょうがい

の特性
と く せ い

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

す

る適切
てきせつ

な配慮
は い り ょ

の方法
ほ う ほ う

を相互
そ う ご

に理解
り か い

し、共
と も

に支
さ さ

え合
あ

う「心
こころ

のバリアフリー」に関
かん

する取組
と り く

み

を推進
すいしん

します。 

 

7104 共 生
きょうせい

の場
ば

の創 出
そうしゅつ

                  （共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

誰
だれ

もが喜
よろこ

びを実感
じ っ か ん

できる地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

を実現
じつげん

するため、あらゆる世代
せ だ い

の方々
かたがた

がとも

に活動
かつどう

する機会
き か い

を創出
そうしゅつ

し、共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

を体感
たいかん

できる場
ば

を創出
そうしゅつ

します。 

   令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

は、鎌倉
か ま く ら

海藻
か いそ う

ポーク（注 釈
ちゅうしゃく

）の取組
と り く

みで 行
おこな

っている海藻
か いそ う

拾
ひろ

いに併
あわ

せて、

海岸
かいがん

清掃
せ い そ う

活動
かつどう

も一緒
い っ し ょ

に 行
おこな

う「インクルーシブビーチクリーン」を 行
おこな

います。あらゆる

世代
せ だ い

が一緒
い っ し ょ

にビーチクリーン活動
かつどう

を 行
おこな

うことで、心
こころ

のバリアフリーや共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の理念
り ね ん

を普及
ふ き ゅ う

するとともに、鎌倉
か ま く ら

の海岸
かいがん

をフィールドとした地域
ち い き

のつながりの輪
わ

を広
ひろ

げます。 

調整中 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （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

の理念
り ね ん

の普及
ふき ゅ う

啓発
けいはつ

 

   さらに、障害者
しょうがいしゃ

が 働
はたら

く仲間
な か ま

として社会
し ゃ かい

参画
さ ん か く

を促進
そ く し ん

するため、ボランティア隊
たい

「ともいきボ

ランティア」を結成
けっせい

し、地域
ち い き

イベント等
と う

への参加
さ ん か

や憲章
けんしょう

のチラシ配布等
は い ふ と う

を一緒
い っ し ょ

に 行
おこな

うほ

か、憲章
けんしょう

の理念
り ね ん

普及
ふ き ゅ う

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
と り く み

をまとめた「ともいきリーフレット」（仮称
か し ょ う

）の

各戸
か く こ

配布
は い ふ

を 行
おこな

う。 

 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（202２年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2029年
ねん

） 

 ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ憲章
けんしょう

の認知度
に ん ち ど

 30.2% 50% 

 県民
けんみん

ニーズ調査
ち ょ う さ

における障害者
しょうがいしゃ

に配慮
は い り ょ

した行動
こ う ど う

をと

る人
ひ と

が増
ふ

えたと思
お も

うと回答
か い と う

する方
かた

の割合
わりあい

 
40.6% 〇〇〇

０ ０ ０

% 

 障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

のための企業向
き ぎ ょ う む

け講座
こ う ざ

の累計
るいけい

受講者数
じ ゅ こ う し ゃ す う

 ○人
ひ と

 ○人
ひ と

 

 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 【再掲
さいけい

】心
こころ

のバリアフリー推進員
すいしんいん

の累計
るいけい

養成者数
よ う せ い し ゃ す う

 
409人

にん

 

（2022年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

（2029年
ねん

） 
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 Ⅳ．地域
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しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 障害
しょうがい

の理解
り か い

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の促進
そ く し ん

 

 
 
 
 
 

（２）障 害
しょうがい

の理解
り か い

と差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

の促進
そくしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

      【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

①（調整中
ちょうせいちゅう

）】 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

の支援等
し え ん と う

のための基本的
き ほ ん て き

施策
し さ く

として、県
けん

で

は、障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

のための公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

等
と う

について、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

だけで

なく、企業
き ぎ ょ う

も含
ふ く

め、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

やその普及
ふ き ゅ う

に取
と

り組
く

んでいます。 

また、目
め

に見
み

えない疾患
し っ か ん

や妊娠
にんしん

初期
し ょ き

など援助
え ん じ ょ

や配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

としている方
かた

が身
み

につけるこ

とで、周囲
し ゅ う い

の方
かた

に配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

としていることを知
し

らせることができる「ヘルプマーク」の作成
さ く せ い

とその普及
ふ き ゅ う

、ろう者
し ゃ

とろう者以外
し ゃ い が い

の者
もの

が、相互
そ う ご

にその人格
じ ん か く

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

す

ることのできる地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けて、手話
し ゅ わ

の普及等
ふ き ゅ う と う

について取
と

り組
く

んでいます。 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

については相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

するとともに、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

を徹底
て っ て い

し、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

や事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

できるようするなどの取組
と り く

みを 行
おこな

っています。 

このように、県職員
けんしょくいん

を始
は じ

め、企業
き ぎ ょ う

も含
ふ く

め広
ひろ

く県民
けんみん

に対
たい

して、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

やその普及
ふ き ゅ う

について、啓発
けいはつ

を図
はか

っています。 

令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

施行
し こ う

の神奈川県
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

や令和
れ い わ

６年
ねん

４月
がつ

施行
し こ う

の

改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

を踏
ふ

まえ、県
けん

は県民
けんみん

とともに、あらゆる場面
ば め ん

において社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

を

除去
じ ょ き ょ

し、引
ひ

き続
つづ

き障害
しょうがい

への理解
り か い

や差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

が進
すす

むよう取
と

り組
く

むこと

が重要
じゅうよう

です。 7204、7205、7207、7301～7304 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：窓口
ま ど ぐ ち

対応
たいおう

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

が来庁
らいちょう

する県
けん

の窓口等
ま ど ぐ ち と う

に筆談
ひつだん

マーク掲示
け い じ

し、コミュニケーション支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいます。今後
こ ん ご

も引
ひ

き続
つづ

き、来庁
らいちょう

された障害者
しょうがいしゃ

が職員
しょくいん

と速
すみ

やかに意思
い し

疎通
そ つ う

ができるよ

う、コミュニケーション支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいく必要
ひ つ よ う

があります。 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

③：福祉
ふ く し

大会
たいかい

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県身体
けんしんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

大会
たいかい

は、県内
けんない

の身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

が一堂
い ち ど う

に会
かい

し、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

及
およ

び社会
し ゃ かい

福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

を目指
め ざ

すため開催
かいさい

しています。共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

け、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ●4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ●12 ●13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 障害
しょうがい

の理解
り か い

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の促進
そ く し ん

 

 

係
かか

る課題
か だ い

を確認
か く にん

しながら連携
れんけい

を深
ふか

めていくことが重要
じゅうよう

です。7201 

 

【行政課
ぎ ょうせ い か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

平成
へいせい

28年
ねん

４月
がつ

１日
にち

に障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

が施行
し こ う

されたこ

とに伴
ともな

い、法
ほ う

第
だい

10条
じょう

第
だい

１項
こ う

に基
も と

づき、また、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する

基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

（平成
へいせい

27年
ねん

２月
がつ

24日
にち

閣議
か く ぎ

決定
け っ て い

）に即
そ く

して、法
ほ う

第
だい

７条
じょう

に規定
き て い

する事項
じ こ う

に関
かん

し、

神奈川県
か な が わ け ん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

に属
ぞ く

する教職員
きょうしょくいん

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

するため、「神奈川県
か な が わ け ん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

にお

ける障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する対応
たいおう

要領
ようりょう

」を策定
さ く て い

しました。 

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

では、この対応
たいおう

要領
ようりょう

に基
も と

づき、職員
しょくいん

による障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

、その他
た

の関係者
かんけいしゃ

からの相談
そ う だ ん

を受
う

けるため、対面
たいめん

、電話
で ん わ

、ファックス、フ

ォームメール等
と う

、様々
さまざま

な相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

しています。また、受
う

け付
つ

けた相談
そ う だ ん

については、業務
ぎ ょ う む

所管課等
し ょ か ん か と う

へ速
すみ

やかに内容
な い よ う

を伝達
でんたつ

するなど適切
てきせつ

に対応
たいおう

することで、連携
れんけい

を図
はか

っています。 

なお、当該
と うが い

窓口
ま ど ぐ ち

については、県教育
けんきょういく

委員会
い い ん か い

のホームページで周知
し ゅ う ち

を図
はか

るほか、県立
けんりつ

学校
が っ こ う

の児童
じ ど う

・生徒用
せ い と よ う

の相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

周知
し ゅ う ち

ポスターに障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

に係
かか

る相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を掲載
けいさい

して

います。平成
へいせい

28年
ねん

に施行
し こ う

された法
ほ う

に基
も と

づき設置
せ っ ち

された比較的
ひ か く て き

新
あたら

しい相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

であるた

め、このように学校
が っ こ う

の教職員
きょうしょくいん

や児童
じ ど う

・生徒
せ い と

及
およ

びその保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

し、窓口
ま ど ぐ ち

の周知
し ゅ う ち

を図
はか

っていく

必要
ひ つ よ う

があります。7308   

 

【総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター：教職員
きょうしょくいん

に対
たい

する障害等
しょうがいとう

の理解
り か い

の促進
そ く し ん

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

総合
そ う ご う

教育
きょういく

センターでは、主催
し ゅ さ い

の研修
けんしゅう

講座
こ う ざ

により教職員等
きょうしょくいんとう

への障害
しょうがい

の理解
り か い

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の促進
そ く し ん

を図
はか

っています。 

毎年
ま い と し

新
あ ら

たに通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

担当
た ん と う

となる教職員等
きょうしょくいんとう

への理解
り か い

の促進
そ く し ん

を図
はか

るため、引
ひ

き続
つづ

き

研修
けんしゅう

講座
こ う ざ

を開催
かいさい

する必要
ひ つ よ う

がある。7206 

 

【人事課
じ ん じ か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ憲章
けんしょう

」に掲
かか

げる「誰
だれ

もがその人
ひ と

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

」に向
む

けて、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する県職員
けんしょくいん

の理解
り か い

を深
ふか

めていくことが重要
じゅうよう

で

す。  
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 障害
しょうがい

の理解
り か い

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の促進
そ く し ん

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
7201 福祉

ふ く し

大会等
たいかいとう

を通
つう

じた障 害
しょうがい

の理解
り か い

と差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

の促進
そくしん

 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 がん・疾病
し っ ぺ い

対策課
た い さ く か

） 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

が実施
じ っ し

する福祉
ふ く し

大会等
たいかいとう

に対
たい

して補助
ほ じ ょ

し、障害者
しょうがいしゃ

、家族
か ぞ く

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の相互
そ う ご

交流
こうりゅう

を通
つ う

じて、障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

及
およ

び障害
しょうがい

の理解
り か い

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

を促進
そ く し ん

します。 

 

7202 地域
ち い き

住 民
じゅうみん

への障 害
しょうがい

の理解
り か い

促進
そくしん

             （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

が実施
じ っ し

する各障害
かくしょうがい

に関
かん

する普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

・研修
けんしゅう

事業等
じ ぎ ょ う と う

に対
たい

して補助
ほ じ ょ

を 行
おこな

い、

地域
ち い き

住民
じゅうみん

の障害
しょうがい

の理解
り か い

と地域
ち い き

の支援力
し え ん り ょ く

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

 

7203 バリアフリーに対
たい

する県民
けんみん

理解
り か い

の促進
そくしん

          （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

神奈川県
か な が わ け ん

バリアフリー街
ま ち

づくり推進
すいしん

県民
けんみん

会議
か い ぎ

を通
と お

して、広
ひろ

く県民
けんみん

意見
い け ん

を収 集
しゅうしゅう

し、バリアフ

リーのまちづくりの提案
ていあん

・発信
は っ し ん

を 行
おこな

うとともに、関係
かんけい

団体
だんたい

、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

、NPO団体
だんたい

、県民
けんみん

、行政
ぎょうせい

の協働
きょうどう

により、「バリアフリーフェスタかながわ」を開催
かいさい

し、バリアフリーに対
たい

する県民
けんみん

理解
り か い

を深
ふか

めます。 

 

7204 手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

 【再掲
さいけい

：5202】             （地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

） 

神奈川県
か な が わ け ん

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

に基
も と

づき策定
さ く て い

・改定
かいてい

した神奈川県
か な が わ け ん

手話
し ゅ わ

推進
すいしん

計画
け い か く

により、ろう者
し ゃ

とろう者以外
し ゃ い が い

の者
もの

が、相互
そ う ご

にその人格
じ ん か く

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

することのできる

地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けて、手話
し ゅ わ

の普及等
ふ き ゅ う と う

を進
すす

めます。 

 

7205 ヘルプマークの普及
ふきゅう

 【再掲
さいけい

：5115】         （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

外見
がいけん

からはわからなくても援助
え ん じ ょ

や配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

としている方々
かたがた

が身
み

につけることで、周囲
し ゅ う い

の方
かた

に配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

としていることを知
し

らせ、援助
え ん じ ょ

を受
う

けやすくすることを目的
も く て き

として作
つ く

られ

た「ヘルプマーク」の認知度
に ん ち ど

が向上
こうじょう

するよう、普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

みます。 

 

7206 県 職 員
けんしょくいん

に対
たい

する障 害 等
しょうがいとう

の理解
り か い

の促進
そくしん

                        （人事課
じ ん じ か

） 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の意義
い ぎ

や趣旨
し ゅ し

について周知
し ゅ う ち

するなど、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する

理解
り か い

を促進
そ く し ん

するため、県職員
けんしょくいん

を対象
たいしょう

とした研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 障害
しょうがい

の理解
り か い

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の促進
そ く し ん

 

 

7207 教 職 員
きょうしょくいん

に対
たい

する障 害 等
しょうがいとう

の理解
り か い

の促進
そくしん

       （総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター） 

学校
が っ こ う

教育
きょういく

においては、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

を促進
そ く し ん

するため、教職員
きょうしょくいん

を対象
たいしょう

と

した神奈川県
か な が わ け ん

の支援
し え ん

教育
きょういく

やインクルーシブ教育
きょういく

の理解
り か い

の推進
すいしん

を図
はか

る研修等
けんしゅうとう

を実施
じ っ し

しま

す。 

 

7208 企業等
きぎょうとう

における障 害 等
しょうがいなど

の理解
り か い

の促進
そくしん

【一部
い ち ぶ

再掲
さいけい

：7103、7302】 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害
しょうがい

の特性
と く せ い

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する適切
てきせつ

な配慮
は い り ょ

の方法
ほ う ほ う

を相互
そ う ご

に理解
り か い

し、共
と も

に支
さ さ

え合
あ

う「心
こころ

の

バリアフリー」に関
かん

する取組
と り く

みを、企業等
き ぎ ょ う と う

において促進
そ く し ん

する中心的
ちゅうしんてき

な役割
や く わ り

を担
にな

う「心
こころ

のバリ

アフリー推進員
すいしんいん

」を養成
よ うせ い

する研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

また、企業等
き ぎ ょ う と う

に対
たい

して、障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

や障害者
しょうがいしゃ

の受入
う け い

れに際
さい

して必要
ひ つ よ う

な配慮等
は い り ょ と う

に関
かん

する研修
けんしゅう

実施
じ っ し

を 働
はたら

きかけるとともに、研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

する企業
き ぎ ょ う

に障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

（ピア）等
と う

を講師
こ う し

として紹介
しょうかい

・派遣
は け ん

することにより、障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

促進等
そ く し ん と う

の充実
じゅうじつ

を進
すす

めます。 

 

7209 障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

             （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

及
およ

び同法
ど う ほ う

に基
も と

づく基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

、対応
たいおう

要領
ようりょう

及
およ

び対応
たいおう

指針
し し ん

に基
も と

づき、

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

や、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な

配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

を徹底
て っ て い

するなど、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

できるよう取
と

り組
く

みます。 

 

7210 障 害 者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消 法
かいしょうほう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 【再掲：1202】    （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の意義
い ぎ

や趣旨
し ゅ し

、求
も と

められている取組
と り く

み等
と う

について県民
けんみん

の理解
り か い

を深
ふか

めるため、合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の事例集
じ れ い し ゅ う

の活用
かつよう

促進
そ く し ん

や、研修等
けんしゅうとう

により普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

を推進
すいしん

します。 

 

7211 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の徹底
てってい

 【再掲
さいけい

：5301】          （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

県
けん

の各所属
か く し ょ ぞ く

における事務
じ む

・事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

や、窓口
ま ど ぐ ち

対応
たいおう

においては、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

、

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

に即
そ く

し定
さ だ

めた職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

に基
も と

づき、社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

の実施
じ っ し

や、合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

徹底
て っ て い

するなど、誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすい

行政
ぎょうせい

サービスの提供
ていきょう

に向
む

けた環境
かんきょう

の整備
せ い び

を着実
ちゃくじつ

に進
すす

めます。 
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 Ⅳ．地域
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けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く
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▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２） 障害
しょうがい

の理解
り か い

と差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の促進
そ く し ん

 

 

7212 相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

（民間事
み ん か ん じ

業 者
ぎょうしゃ

による差別等
さ べ つ と う

） 【再掲
さいけい

：1203】 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

し、民間事
み ん か ん じ

業者
ぎょうしゃ

から受
う

けた不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

い

や合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の不提供
ふ て い き ょ う

に関
かん

する相談
そ う だ ん

を受
う

け付
つ

け、業務
ぎ ょ う む

所管課等
し ょ か ん か と う

に引
ひ

き継
つ

ぐなど連携
れんけい

して

取
と

り組
く

みます。 

また、民間事
み ん か ん じ

業者
ぎょうしゃ

からの合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

に関
かん

する相談
そ う だ ん

も受
う

け付
つ

けるなど、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

と事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

双方
そ う ほ う

の理解
り か い

が促進
そ く し ん

されるよう相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

の周知
し ゅ う ち

に努
つ と

めます。 

 

7213 相談
そうだん

窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

（ 教 職 員
きょうしょくいん

による差別等
さ べ つ と う

） 【再掲
さいけい

：1204】（行政課
ぎ ょうせ い か

） 

県教育
けんきょういく

委員会
い い ん か い

では、教育
きょういく

委員会
い い ん か い

に属
ぞ く

する職員
しょくいん

による障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

、その他
た

の関係者
かんけいしゃ

からの相談
そ う だ ん

を受
う

ける相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を設置
せ っ ち

し、受
う

け付
つ

け

た相談
そ う だ ん

については、業務
ぎ ょ う む

所管課等
し ょ か ん か と う

へ速
すみ

やかに内容
な い よ う

を伝達
でんたつ

することで、的確
て き か く

に対応
たいおう

がされる

よう連携
れんけい

を図
はか

ります。 

 

 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 
【再掲

さいけい

】援助
え ん じ ょ

や配慮
は い り ょ

が必要
ひ つ よ う

な方
かた

のためのマーク「ヘ

ルプマーク」の認知度
に ん ち ど

 

65.6% 

（2022年
ねん

） 

80% 

（2029年
ねん

） 

 【再掲
さいけい

】難病
なんびょう

医療
い り ょ う

協力
きょうりょく

病院
びょういん

の設置数
せ っ ち す う

 
〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

（2022年
ねん

） 

〇〇〇人
０ ０ ０ に ん

 

（2029年
ねん

） 

 
【県

けん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の見込量
みこみりょう

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

）】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 【再掲
さいけい

】心
こころ

のバリアフリー推進員
すいしんいん

の累計
るいけい

養成者数
よ う せ い し ゃ す う

 
409人

にん

 

（2022年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

（2029年
ねん

） 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動等
かつ どう と う

の促進
そ く し ん

 

 

 
 
 
 
 

（３）障 害 者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動等
かつどうとう

の促進
そくしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞ 
〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇〇 

〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○〇〇 

  

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ●18 ●19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ７ ともに生
い

きるための意識
い し き

づくり 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （３）障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動等
かつ どう と う

の促進
そ く し ん

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
7301 政策

せいさく

立案
りつあん

過程
か て い

における障 害 者
しょうがいしゃ

参加
さ ん か

の推進
すいしん

  （共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

、障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の生活
せいかつ

に関係
かんけい

する県
けん

の審議会
し ん ぎ か い

等
と う

への障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の参加
さ ん か

を進
すす

め、

政策
せ い さ く

立案
りつあん

過程
か て い

に障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の視点
し て ん

を取
と

り入
い

れます。 

 

7302 企業等
きぎょうとう

における障 害 等
しょうがいとう

の理解
り か い

の促進
そくしん

 【一部
い ち ぶ

再掲
さいけい

：7208】  （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

企業等
き ぎ ょ う と う

に対
たい

して、障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

や障害者
しょうがいしゃ

の受入
う け い

れに際
さい

して必要
ひ つ よ う

な配慮等
は い り ょ と う

に関
かん

する

研修
けんしゅう

実施
じ っ し

を 働
はたら

きかけるとともに、研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

する企業
き ぎ ょ う

に障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

（ピア）等
と う

を講師
こ う し

とし

て紹介
しょうかい

・派遣
は け ん

することにより、障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

促進等
そ く し ん と う

の充実
じゅうじつ

を進
すす

めます。 

 

7303 精神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

を支援
し え ん

するピア活動
かつどう

の推進
すいしん

と普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 【再掲
さいけい

：3206】 

（障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

をしている精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を促進
そ く し ん

するため、ピア（当事者
と う じ し ゃ

）サポ

ーターによる病院
びょういん

訪問等
ほ う も ん と う

を通
つ う

じた長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

患者
か ん じ ゃ

への退院
たいいん

意欲
い よ く

喚起
か ん き

を 行
おこな

います。 

    また、精神科
せ い し ん か

医療
い り ょ う

機関
き か ん

病院
びょういん

職員
しょくいん

をはじめとする地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

関係者
かんけいしゃ

や地域
ち い き

住民等
じゅうみんとう

に

向
む

けて、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

や障害
しょうがい

理解
り か い

の普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

を充実
じゅうじつ

させます。 

 
 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 県
けん

の審議会
し ん ぎ か い

等
と う

における障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

委員
い い ん

の

人数
にんずう

 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 （202２年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

  

（2029年
ねん

） 

 市町村
し ち ょ う そ ん

における障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画等策定
け い か く と う さ く て い

委員会等
い い ん か い と う

における障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

委員
い い ん

の人数
にんずう

 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 （202２年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

  

（2029年
ねん

） 

 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ち い き き ょ う

議会
ぎ か い

を設置
せ っ ち

し

た市町村
し ち ょ う そ ん

における障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

委員
い い ん

の人数
にんずう

 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

 

 （202２年
ねん

） 

〇〇〇
０ ０ ０

 人
ひ と

  

（2029年
ねん

） 
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８．ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
しんこう

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 とも生
い

き社会
しゃかい

を実現
じつげん

するためには、幼少期
ようしょうき

から障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、できる限
かぎ

り同
おな

じ環 境
かんきょう

で共
とも

に学
まな

び、共
とも

に育
そだ

つことで相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

め、個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し支
ささ

え合
あ

う

力
ちから

や協働
きょうどう

する 力
ちから

を 育
はぐく

むことが大変
たいへん

重要
じゅうよう

です。 

県
けん

では、障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず共
とも

に学
まな

ぶ教育
きょういく

のしくみ（インクルーシブ教育
きょういく

）の

整備
せ い び

を進
すす

めると共
とも

に、すべての教 職 員
きょうしょくいん

が障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に係
かか

る専門性
せんもんせい

を深
ふか

める取組
と り く

みを進
すす

めるなど、更
さら

なる教育
きょういく

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

さらに、障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で必要
ひつよう

となる能力
のうりょく

を生涯
しょうがい

にわ

たり維持
い じ

・開発
かいはつ

・伸長
しんちょう

することが出来
で き

るよう、学習
がくしゅう

や支援
し え ん

のあり方
かた

等
とう

に関
かん

する研 究
けんきゅう

や成果
せ い か

普及等
ふきゅうとう

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

の各
かく

ライフステージにおける学
まな

びへの支援
し え ん

を推進
すいしん

しま

す。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

 

 

 

 

（１）教 育
きょういく

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞    

【総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター①：すべての学校
が っ こ う

における特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

の体制
たいせい

整備
せ い び

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

総合
そ う ご う

教育
きょういく

センターでは、最新
さ い し ん

の知見
ち け ん

も踏
ふ

まえ、主催
し ゅ さ い

する研修
けんしゅう

講座
こ う ざ

により、管理職
か ん り し ょ く

を含
ふ く

む教職員
きょうしょくいん

に対
たい

して、障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

や特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

に係
かか

る専門性
せんもんせい

を深
ふか

めています。 

今後
こ ん ご

も毎年
ま い と し

新
あ ら

たに担
にな

う管理職
か ん り し ょ く

や各担当等
か く た ん と う と う

に対
たい

し、障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

や特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

に係
かか

る専門性
せんもんせい

を深
ふか

めるため、引
ひ

き続
つづ

き研修
けんしゅう

講座
こ う ざ

を開催
かいさい

する必要
ひ つ よ う

があります。（８１０１） 

 

【総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター②：特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

総合
そ う ご う

教育
きょういく

センターでは、主催
し ゅ さ い

する研修
けんしゅう

講座
こ う ざ

により、学校
が っ こ う

現場
げ ん ば

において指導
し ど う

を担当
た ん と う

する

教師
き ょ う し

について、特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する専門性
せんもんせい

の高
たか

い知識
ち し き

・技能
ぎ の う

の獲得
か く と く

や指導力
し ど う り ょ く

の向上
こうじょう

が図
はか

られています。 

毎年
ま い と し

新
あ ら

たに学校
が っ こ う

現場
げ ん ば

において指導
し ど う

を担当
た ん と う

する教師
き ょ う し

については、障害
しょうがい

の理解
り か い

と指導
し ど う

・

支援
し え ん

方法
ほ う ほ う

、重度
じ ゅ う ど

重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

の病理
び ょ う り

と心理
し ん り

、医療的
い り ょ う て き

ケアの実施
じ っ し

、他機関
た き か ん

との連携等
れ ん けい と う

の

専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

のための取組
と り く

みを 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

がある。（８１０６） 
 
【総合

そ う ご う

教育
きょういく

センター③：障害児等
し ょ う が い じ な ど

の実態
じ っ た い

把握
は あ く

、調査
ち ょ う さ

研究等
けんきゅうとう

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター内
ない

研究
けんきゅう

チーム等
と う

により、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

の障害
しょうがい

理解
り か い

、指導
し ど う

方法等
ほ う ほ う と う

について調査
ち ょ う さ

・研究
けんきゅう

を 行
おこな

い、研究
けんきゅう

成果物
せ い か ぶ つ

の作成
さ く せ い

と普及
ふ き ゅ う

・活用
かつよう

を図
はか

っています。 

教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

のため、調査
ち ょ う さ

・研究
けんきゅう

を進
すす

めるとともに、発信
は っ し ん

・普及
ふ き ゅ う

の工夫
く ふ う

を 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

が

あります。（８１０７） 

 

【いのち・未来
み ら い

戦略本
せんりゃくぼん

部室
ぶ し つ

（作業中
さぎょうちゅう

） 

「かながわサイエンスサマー」では視覚
し か く

障害者向
し ょ う が い し ゃ む

けにリーフレットを点字
て ん じ

翻訳
ほ ん や く

し、「点字
て ん じ

案内
あんない

」として県内
けんない

の盲学校
も う が っ こ う

、弱視
じ ゃ く し

学級
がっきゅう

、図書館
と し ょ か ん

へ送付
そ う ふ

していますが、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

が参加
さ ん か

で

きる行事数
ぎ ょ う じ す う

は約
や く

１割
わ り

であり、実施
じ っ し

している機関
き か ん

が限
かぎ

られています。 

今後
こ ん ご

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

が参加
さ ん か

できる行事
ぎ ょ う じ

や実施
じ っ し

機関
き か ん

の増加
ぞ う か

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

を受
う

け入
い

れるた

めのハード面
めん

の整備
せ い び

のほか、多
おお

くの障害者
しょうがいしゃ

が科学
か が く

技術
ぎ じ ゅ つ

に触
ふ

れる機会
き か い

の増加
ぞ う か

が必要
ひ つ よ う

です。 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ●14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

【医療課
い り ょ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

県立
けんりつ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

・大学院
だいがくいん

の入試
に ゅ う し

においては、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の能力
のうりょく

、適性等
て き せ い と う

を適切
てきせつ

に評価
ひ ょ う か

するため、受験上
じゅけんじょう

の特別
と く べ つ

な配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

とする場合
ば あ い

は可能
か の う

な限
かぎ

り柔軟
じゅうなん

な対応
たいおう

を 行
おこな

う

こととしており、その旨
むね

を学生
がくせい

募集
ぼ し ゅ う

要項
よ う こ う

にも明記
め い き

しています。（8301） 

また、同大学
ど うだ い が く

及
およ

び大学院等
だ い が く い ん と う

においては、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

や受講者
じ ゅ こ う し ゃ

も平等
びょうどう

に大学
だいがく

生活
せいかつ

を

送
お く

ることができるよう、段差
だ ん さ

を排除
は い じ ょ

したフロア等
と う

、神奈川県
か な が わ け ん

「みんなのバリアフリー街
ま ち

づくり

条例
じょうれい

」に基
も と

づいたバリアフリーキャンパスを実現
じつげん

しています。あわせて、施設
し せ つ

のバリアフリー

化
か

の状況
じょうきょう

については情報
じょうほう

提供
ていきょう

を積極的
せっきょくてき

に 行
おこな

っています。 

授業等
じゅぎょうとう

において特別
と く べ つ

な配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

とする場合
ば あ い

についても可能
か の う

な限
かぎ

り柔軟
じゅうなん

な対応
たいおう

を 行
おこな

う

こととしており、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

に対
たい

する支援
し え ん

の事例等
じ れ い と う

について学生等
が く せ い と う

へ周知
し ゅ う ち

しています。

（8302・8304） 

県立
けんりつ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

・大学院等
だ い が く い ん と う

においては、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

一人
ひ と り

ひとりの個別
こ べ つ

のニーズに

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

を提供
ていきょう

するべく、学生
がくせい

からの相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

の統一等
と う い つ と う

による支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

するとと

もに、学生
がくせい

の就職
しゅうしょく

を支援
し え ん

するため、学内
がくない

の障害
しょうがい

支援
し え ん

担当
た ん と う

と就職
しゅうしょく

支援
し え ん

担当等
た ん と う と う

との連携
れんけい

を図
はか

っ

ています。（8303・8305）  
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
8101 すべての学校

がっこう

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

の体制
たいせい

整備
せ い び

 

（特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

、総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター） 

障害
しょうがい

により特別
と く べ つ

な支援
し え ん

を必要
ひ つ よ う

とする児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

は、すべての学校
が っ こ う

、すべての学級
がっきゅう

に

在籍
ざいせき

することを前提
ぜんてい

に、すべての学校
が っ こ う

における特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

の体制
たいせい

の整備
せ い び

を 促
うなが

すととも

に、最新
さ い し ん

の知見
ち け ん

も踏
ふ

まえながら、管理職
か ん り し ょ く

を含
ふ く

む、すべての教職員
きょうしょくいん

が障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

や

特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

に係
かか

る専門性
せんもんせい

を深
ふか

める取組
と り く

みを進
すす

めます。 

 

8102 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の機能
き の う

の充 実
じゅうじつ

             （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

幼稚園
よ う ち え ん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こ う と う

学校等
が っ こ う と う

における特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

の体制
たいせい

整備
せ い び

に資
し

するよう、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

の地域
ち い き

における特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

のセンターとしての機能
き の う

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

8103 特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

支援員
し え ん い ん

の配置
は い ち

             （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

幼稚園
よ う ち え ん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こ う と う

学校等
が っ こ う と う

に在籍
ざいせき

する障
しょう

がいのある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

の特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

を充実
じゅうじつ

させる中
なか

で、各市町村
か く し ち ょ う そ ん

の幼稚園
よ う ち え ん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

における特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
し え ん い ん

の

配置
は い ち

についての理解
り か い

を図
はか

ります。 

 

8104 一人
ひ と り

ひとりの教 育 的
きょういくてき

ニーズに応
おう

じた教 材
きょうざい

、支援
し え ん

機器等
き き と う

の活用
かつよう

 

（総合
そ う ご う

政策課
せ い さ く か

、特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

視覚
し か く

障害等
しょうがいとう

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の学校
が っ こ う

における読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

を保障
ほ し ょ う

するため、平塚盲
ひ らつ かも う

学校
が っ こ う

に

おいては、県立
けんりつ

図書館
と し ょ か ん

で所蔵
し ょ ぞ う

しているバリアフリー関連
かんれん

書籍
し ょ せ き

・電子
で ん し

書籍
し ょ せ き

や、ライトセンター

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

サービス用
よ う

の書籍
し ょ せ き

・録音
ろ く お ん

図書
と し ょ

（DAISY）等
と う

を取
と

り寄
よ

せて貸
か

し出
だ

す取組
と り く

み

を推進
すいしん

します。 

また、点字
て ん じ

図書館
と し ょ か ん

（日本
に ほ ん

点字
て ん じ

図書館
と し ょ か ん

、二俣川
ふたまたがわ

ライトセンター）と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

サービス

用
よ う

資料
し り ょ う

の相互
そ う ご

貸借
たいしゃく

を実施
じ っ し

するとともに、バリアフリー関連
かんれん

書籍
し ょ せ き

を所蔵
し ょ ぞ う

し、障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

し

やすい書籍等
し ょ せ き と う

を充実
じゅうじつ

させる取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

 

8105 学校
がっこう

教 育
きょういく

活動
かつどう

に 伴
ともな

う移動
い ど う

に係
かか

る支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

 （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、 特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

の学校
が っ こ う

教育
きょういく

活動
かつどう

に伴
ともな

う移動
い ど う

に係
かか

る支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

について、

各地域
か く ち い き

における教育
きょういく

と福祉
ふ く し

部局
ぶ き ょ く

との連携
れんけい

を 促
うなが

します。 

  

-185-



大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

8106 特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

に関
かん

する専門性
せんもんせい

の向 上
こうじょう

 

（特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

、 総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター） 

学校
が っ こ う

現場
げ ん ば

において指導
し ど う

を担当
た ん と う

する教師
き ょ う し

については、特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する高
たか

い専門性
せんもんせい

が特
と く

に求
も と

められることから、障害
しょうがい

の理解
り か い

と指導
し ど う

・支援
し え ん

方法
ほ う ほ う

、重度
じ ゅ う ど

重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

の病理
び ょ う り

と

心理
し ん り

、医療的
い り ょ う て き

ケアの実施
じ っ し

、他機関
た き か ん

との連携等
れ ん けい と う

の専門性
せんもんせい

向上
こうじょう

のための取組
と り く

みを推進
すいしん

しま

す。 

 

8107 障害児等
しょうがいじとう

の実態
じったい

把握
は あ く

、調査
ちょうさ

研 究 等
けんきゅうとう

         （総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター） 

教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

のため、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

の障害
しょうがい

理解
り か い

、指導
し ど う

方法等
ほ う ほ う と う

について、

調査
ち ょ う さ

・研究
けんきゅう

を進
すす

め、研究
けんきゅう

成果
せ い か

の普及
ふ き ゅ う

を図
はか

ります。 

 

8108 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の理解
り か い

と県 境
けんきょう

整備
せ い び

に向
む

けた検討
けんとう

     （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

医療的
い り ょ う て き

ケアを必要
ひ つ よ う

とする児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

が安全
あんぜん

に学習
がくしゅう

できる環境
かんきょう

を整備
せ い び

するための校内
こ う な い

体制
たいせい

整備
せ い び

の検討
け ん と う

や、教職員
きょうしょくいん

や看護師
か ん ご し

への研修
けんしゅう

講座
こ う ざ

を実施
じ っ し

します。 

 

8109 入試
にゅうし

における配慮
はいりょ

                     （医療課
い り ょ う か

） 

県立
けんりつ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

・大学院等
だ い が く い ん と う

において、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の能力
のうりょく

・適性
てきせい

、学習
がくしゅう

の成果等
せ い か と う

を適切
てきせつ

に評価
ひ ょ う か

するため、大学等
だ い が く と う

の入試
に ゅ う し

においては、一人
ひ と り

ひとりのニーズに応
お う

じて、柔軟
じゅうなん

な

対応
たいおう

に努
つ と

めます。 

 

8110 授 業 等
じゅぎょうとう

における配慮等
はいりょとう

                   （医療課
い り ょ う か

） 

県立
けんりつ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

・大学院等
だ い が く い ん と う

において、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

も平等
びょうどう

に参加
さ ん か

できるよう、

授業等
じゅぎょうとう

における配慮
は い り ょ

及
およ

び施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

を実施
じ っ し

します。 

 

8111 支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

                      （医療課
い り ょ う か

） 

県立
けんりつ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

・大学院
だいがくいん

等
と う

において、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

一人
ひ と り

ひとりの個別
こ べ つ

のニーズに

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

を提供
ていきょう

する建設的
けんせつてき

対話
た い わ

（情報
じょうほう

を何度
な ん ど

も伝達
でんたつ

しあいながら、双方
そ う ほ う

が歩
あゆ

み寄
よ

って

いく対話
た い わ

）に基
も と

づく支援
し え ん

を促進
そ く し ん

するため、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

からの相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

の統一等
と う い つ と う

の

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 

8112 支援
し え ん

事例
じ れ い

・バリアフリー化
か

状 況
じょうきょう

の情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

  （私学
し が く

振興課
し ん こ う か

、 医療課
い り ょ う か

） 

県立
けんりつ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

・大学院
だいがくいん

等
と う

及
およ

び県内
けんない

の専門
せんもん

学校
が っ こ う

においては、施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

の状況
じょうきょう

や県
けん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する取組
と り く

み等
と う

についての情報
じょうほう

提供
ていきょう

を積極的
せっきょくてき

に 行
おこな

い、障害
しょうがい

の

ある学生
がくせい

を含
ふ く

め、誰
だれ

もが学習
がくしゅう

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

します。 

あわせて、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

支援
し え ん

の事例等
じ れ い と う

をガイダンスにおいて学生等
が く せ い と う

へ周知
し ゅ う ち

します。 

また、私立
し り つ

専門
せんもん

学校
が っ こ う

においては、県
けん

の取組
と り く み

を情報
じょうほう

提供
ていきょう

し、誰
だれ

もが学習
がくしゅう

しやすい環境
かんきょう

づく

りを推進
すいしん

していきます。 

 

8113 就 職
しゅうしょく

支援
し え ん

のための担当者間
たんとうしゃかん

連携
れんけい

              （医療課
い り ょ う か

） 

県立
けんりつ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

・大学院
だいがくいん

において、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の就職
しゅうしょく

を支援
し え ん

するため、学内
がくない

の

就職
しゅうしょく

支援
し え ん

担当
た ん と う

、障害
しょうがい

支援
し え ん

担当等
た ん と う と う

の連携
れんけい

を図
はか

ります。 

 

8114 地域
ち い き

で子
こ

どもの成 長
せいちょう

を支
ささ

える取組
と り く

みの推進
すいしん

      （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

地域
ち い き

と学校
が っ こ う

の連携
れんけい

・協働
きょうどう

の下
も と

、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で子
こ

どもたちの成長
せいちょう

を支
さ さ

えるため、県立
けんりつ

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

において学校
が っ こ う

運営協
うんえいきょう

議会
ぎ か い

の導入
どうにゅう

を進
すす

めることで、「地域
ち い き

とともにある学校
が っ こ う

」を

目指
め ざ

します。 

 

 

<数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 

（2022年
ねん

） 

目標値
もくひょうち

 

（2029年
ねん

） 

 個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
け い か く

の作成
さ く せ い

を必要
ひ つ よ う

とする児童等
じ ど う な ど

のうち、

実際
じ っ さ い

に個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
け い か く

が作成
さ く せ い

されている学校
が っ こ う

の

割合
わりあい

（公立
こ う り つ

の幼
よ う

・小
しょう

・中
なか

・高等
こ う と う

学校等
が っ こ う と う

を対象
たいしょう

） 

99.6％  100％  

 個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
け い か く

の作成
さ く せ い

を必要
ひ つ よ う

とする児童等
じ ど う な ど

の

うち、実際
じ っ さ い

に個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
け い か く

が作成
さ く せ い

されている

学校
が っ こ う

の割合
わりあい

（公立
こ う り つ

の幼
よ う

・小
しょう

・中
なか

・高等
こ う と う

学校等
が っ こ う と う

を対象
たいしょう

） 

95.5％ 100％ 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）インクルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

 

 
 
 
 
 

（２）インクルーシブ教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【私学
し が く

振興課
し ん こ う か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 
私立幼稚園
し り つ よ う ち え ん

等特別
と う と く べ つ

支援
し え ん

教育費
き ょ う い く ひ

補助
ほ じ ょ

事業
じ ぎ ょ う

を実施
じ っ し

することにより、特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

の実施
じ っ し

に必要
ひ つ よ う

な教員
きょういん

の確保
か く ほ

及
およ

び施設
し せ つ

設備
せ つ び

の整備
せ い び

改善等
かいぜんとう

を進
すす

め、障害児
し ょ う が い じ

を幼稚園等
よ う ち え ん と う

に就園
しゅうえん

さ

せ、健常児
け ん じ ょ う じ

とともに統合
と う ご う

保育
ほ い く

を 行
おこな

うことにより、障害児
し ょ う が い じ

の心身
し ん し ん

の健全
けんぜん

な発達
はったつ

を助長
じょちょう

すると

ともに、障害児
し ょ う が い じ

に対
たい

する健常児
け ん じ ょ う じ

の正
ただ

しい理解
り か い

を深
ふか

め、幼児
よ う じ

教育
きょういく

のより一層
い っ そ う

の向上
こうじょう

を図
はか

って

います。 

また、国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

対象
たいしょう

は、学校
が っ こ う

法人
ほ う じ ん

であって１園
えん

の障害児
し ょ う が い じ

数
す う

２人
にん

以上
い じ ょ う

としている。国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

対象外
たいしょうがい

の学校
が っ こ う

法人
ほ う じ ん

及
およ

び非学校
ひ が っ こ う

法人
ほ う じ ん

に対
たい

しては、県単独
け ん た んど く

補助
ほ じ ょ

の対象
たいしょう

としているが、

国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

がない分
ぶん

、補助額
ほ じ ょ が く

の充実
じゅうじつ

が望
のぞ

まれます。 

 

【総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター①：適切
てきせつ

な指導
し ど う

や支援
し え ん

、学習
がくしゅう

機会
き か い

の確保
か く ほ

に向
む

けた取組
と り く

み（作業中
さぎょうちゅう

）】 

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校等
が っ こ う と う

アセスメント事業
じ ぎ ょ う

では、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の自立
じ り つ

と社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

に向
む

けた主体的
し ゅ た い て き

な取組
と り く

みを支援
し え ん

するという視点
し て ん

に立
た

ち、教育
きょういく

相談
そ う だ ん

を通
と お

して、学校
が っ こ う

や関係
かんけい

機関
き か ん

と

連携
れんけい

しながら、一人
ひ と り

ひとりのニーズに応
お う

じた適切
てきせつ

な指導
し ど う

や必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう取
と

り組
く

むなど、学校
が っ こ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に向
む

けて取
と

り組
く

んでいます。 

県立
けんりつ

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

高等部
こ う と う ぶ

及
およ

び 県立高等学校
け ん り つ こ う と う が っ こ う

イ ン ク ル ー シ ブ 教育
きょういく

実践
じ っ せ ん

推進校等
す い し ん こ う と う

の

生徒
せ い と

を対象
たいしょう

に、一人
ひ と り

ひとりの教育
きょういく

計画
け い か く

作成
さ く せ い

や進路
し ん ろ

指導
し ど う

に対
たい

する支援
し え ん

として、学校
が っ こ う

の依頼
い ら い

を受
う

け、作業
さ ぎ ょ う

、認知
に ん ち

、行動
こ う ど う

の特性等
と く せ い と う

を諸検査
し ょ け ん さ

でアセスメントし、その結果
け っ か

及
およ

び支援
し え ん

方法
ほ う ほ う

につ

いてケース会議
か い ぎ

や結果票
け っ か ひ ょ う

で提供
ていきょう

しています。なお、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

の学校
が っ こ う

アセスメントは１９校
こ う

６

２２名
めい

、センターアセスメントは８校
こ う

２１名
めい

、専門職相談
せんもんしょくそうだん

・アセスメントは１校
こ う

１名
めい

、キャリアアセ

スメントは８校
こ う

１８名
めい

の生徒
せ い と

が受検
じ ゅ け ん

しました。受検者
じ ゅ け ん し ゃ

総数
そ う す う

が令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

の５８１名
めい

から令和
れ い わ

４

年度
ね ん ど

には６６２名
めい

へと増加
ぞ う か

しており、学校
が っ こ う

が生徒
せ い と

のアセスメントを 行
おこな

う上
う え

で当事業
と う じ ぎ ょ う

が活用
かつよう

さ

れていると 考
かんが

えられます。 

一方
い っ ぽ う

で、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校等
が っ こ う と う

アセスメント事業
じ ぎ ょ う

では、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

まで新型
しんがた

コロナウイルス

感染症拡大防止
か ん せ ん し ょ うか く だ い ぼ うし

により受検者数
じ ゅ け ん し ゃ す う

を制限
せいげん

したため、コロナ禍以前
か い ぜ ん

よりも受検者
じ ゅ け ん し ゃ

総数
そ う す う

が減少
げんしょう

しました。 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ●13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）インクルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

 

 

アセスメントでより多
おお

くの生徒
せ い と

に対
たい

して個々
こ こ

に必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を 行
おこな

い、学校
が っ こ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、アセスメントの内容
な い よ う

及
およ

び周知
し ゅ う ち

の方法
ほ う ほ う

を検討
け ん と う

し、当事業
と う じ ぎ ょ う

の利用
り よ う

促進
そ く し ん

及
およ

びよりよい

学校
が っ こ う

支援
し え ん

へとつなげていく必要
ひ つ よ う

があります。 

一人
ひ と り

ひとりのニーズに応
お う

じた適切
てきせつ

な指導
し ど う

や必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう、引
ひ

き続
つづ

き

連携
れんけい

して取
と

り組
く

むことが課題
か だ い

です。8201 

 

【総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター②：小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

における校内
こ う な い

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

校長
こうちょう

のリーダーシップの下
し た

、教育
きょういく

相談
そ う だ ん

コーディネーターを中心
ちゅうしん

とした学校
が っ こ う

組織
そ し き

として、

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

も含
ふ く

め、すべての子
こ

どもの多様
た よ う

な教育的
きょういくてき

ニーズに応
お う

じた指導
し ど う

や

支援
し え ん

を 行
おこな

うことができるよう、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを配置
は い ち

し、校内
こ う な い

の支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

を図
はか

っている。 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの協働
きょうどう

による、校内
こ う な い

の支援
し え ん

体制
たいせい

 

の更
さ ら

なる充実
じゅうじつ

が課題
か だ い

である。８２０６ 

 

【総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター③：早期
そ う き

からの教育
きょういく

相談
そ う だ ん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

総合
そ う ご う

教育
きょういく

センターでは、多様
た よ う

な専門職
せんもんしょく

を活用
かつよう

し、不登校
ふ と う こ う

やいじめなどの学校
が っ こ う

生活
せいかつ

に係
かか

る相談
そ う だ ん

や、支援
し え ん

を必要
ひ つ よ う

とする児童
じ ど う

・生徒
せ い と

に関
かん

する養育
よ う い く

、進路
し ん ろ

に関
かん

する相談等
そ う だ ん と う

を実施
じ っ し

してい

ます。 

できるだけ早
はや

い段階
だんかい

で本人
ほんにん

が障害
しょうがい

に気付
き づ

き、適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなげるため、引
ひ

き続
つづ

き

多様
た よ う

な専門職
せんもんしょく

を活用
かつよう

し、教育
きょういく

相談
そ う だ ん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることが課題
か だ い

です。８２１３ 

 

【総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター④：各発達
か く は っ たつ

段階
だんかい

を通
つ う

じた関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

総合
そ う ご う

教育
きょういく

センターの研修
けんしゅう

講座
こ う ざ

の中
なか

で、「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
け い か く

」等
と う

の作成
さ く せ い

により、当該
と うが い

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の情報
じょうほう

が適切
てきせつ

に引
ひ

き継
つ

がれるよう、指導
し ど う

を 行
おこな

っています。 

毎年
ま い と し

新
あ ら

たに担当
た ん と う

となる教職員等
きょうしょくいんとう

に対
たい

し、「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
け い か く

」等
と う

により、児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の情報
じょうほう

が適切
てきせつ

に引
ひ

き継
つ

がれるよう、研修
けんしゅう

講座
こ う ざ

を通
と お

して指導
し ど う

を 行
おこな

う必要
ひ つ よ う

がある。８２１４ 

 

【学校
が っ こ う

支援課
し え ん か

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

学校
が っ こ う

においては、児童
じ ど う

らが互
たが

いに人格
じ ん か く

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

う共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

け、

障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、可能
か の う

な限
かぎ

り共
と も

に教育
きょういく

を受
う

けることのできる

仕組
し く

みの整備
せ い び

が進
すす

められていくなかで、あわせて、いじめの未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や早期
そ う き

発見
は っ けん

・早期
そ う き

対応
たいおう

のための適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こ う

じていく必要
ひ つ よ う

があるとの 考
かんが

えから、特
と く

に配慮
は い り ょ

が必要
ひ つ よ う

な
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総
そ う
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▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）インクルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

 

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が関
かか

わるいじめについては、当該
と うが い

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の特性
と く せ い

を踏
ふ

まえ、日常的
にちじょうてき

に適切
てきせつ

な

支援
し え ん

を 行
おこな

うとともに、保護者
ほ ご し ゃ

との連携
れんけい

や、周囲
し ゅ う い

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

に対
たい

する必要
ひ つ よ う

な指導
し ど う

を組織的
そ し き て き

に 行
おこな

いっています。 

 

【高校
こ う こ う

教育課
き ょ う い く か

：高等
こ う と う

学校
が っ こ う

の入学者
にゅうがくしゃ

選抜等
せんばつとう

における配慮
は い り ょ

（作業中
さぎょうちゅう

）】 

障害等
しょうがいとう

のある志願者
し が ん し ゃ

の入学者
にゅうがくしゃ

選抜
せんばつ

における学力
がくりょく

検査
け ん さ

及
およ

び面接等
めんせつとう

の実施
じ っ し

にあたっては、

通常
つうじょう

の方法
ほ う ほ う

では受検
じ ゅ け ん

が困難
こんなん

と認
み と

められる者
もの

については、検査
け ん さ

問題等
も ん だ い と う

の程度
て い ど

を変
か

えない

範囲
は ん い

で、検査等
け ん さ と う

の方法
ほ う ほ う

、時間
じ か ん

及
およ

び会場
かいじょう

について、障害等
しょうがいとう

の状況
じょうきょう

及
およ

び志願者
し が ん し ゃ

が在籍
ざいせき

する

中学校等
ちゅうがっこうとう

で 特
と く

に 取扱
とりあつか

い を し て い る 事項等
じ こ う と う

を 考慮
こ う り ょ

し 、 志願先
し が ん さ き

の 高等
こ う と う

学校
が っ こ う

及
およ

び 教育
きょういく

委員会等
い い ん か い と う

が連携
れんけい

を図
はか

り、適切
てきせつ

な取扱
とりあつか

いを講
こ う

じています。 

なお、昨年度
さ く ね ん ど

実績
じ っ せ き

では、受検
じ ゅ け ん

方法等申
ほ う ほ う と う し ん

請書
せ い し ょ

を提出
ていしゅつ

した志願者
し が ん し ゃ

は、全日制
ぜんにちせい

129校
こ う

で 370人
にん

、

定時制
て い じ せ い

13校
こ う

で 47人
にん

であり、近年
きんねん

の入学者
にゅうがくしゃ

選抜
せんばつ

において、障害等
しょうがいとう

に対
たい

する配慮
は い り ょ

の要求
ようきゅう

件数
け ん す う

が増加
ぞ う か

傾向
け い こ う

にあり、内容
な い よ う

も複雑化
ふ く ざ つ か

、多様化
た よ う か

していることが課題
か だ い

と 考
かんが

えられます。 
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けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
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み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）インクルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
8201 適切

てきせつ

な指導
し ど う

や支援
し え ん

、学 習
がくしゅう

機会
き か い

の確保
か く ほ

に向
む

けた取組
と り く

み 

（私学
し が く

振興課
し ん こ う か

、 特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

、 総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター） 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

の自立
じ り つ

と社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

に向
む

けた主体的
し ゅ た い て き

な取組
と り く

みを支援
し え ん

するという

視点
し て ん

に立
た

ち、基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

めつつ、個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
け い か く

や個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
け い か く

の

活用
かつよう

を通
つ う

じて、幼稚園
よ う ち え ん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こ う と う

学校
が っ こ う

、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校等
が っ こ う と う

に在籍
ざいせき

する障害
しょうがい

のある

児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

が合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の提供
ていきょう

を受
う

けながら共
と も

に学
ま な

び、共
と も

に育
そだ

つことができるように、

適切
てきせつ

な指導
し ど う

や必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう取
と

り組
く

みます。 

 

8202 多様
た よ う

な学
まな

び場
ば

のしくみづくり        （インクルーシブ教育
きょういく

推進課
す い し ん か

） 

すべての子
こ

どもができるだけ同
おな

じ場
ば

で共
と も

に学
ま な

び、共
と も

に育
そだ

つことをめざし、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

から

高等
こ う と う

学校
が っ こ う

卒業
そつぎょう

までの連続性
れんぞくせい

のある「多様
た よ う

な学
ま な

びの場
ば

」を実現
じつげん

するため、市町村立小学校
し ち ょうそん りつ し ょうがっこ う

において教育
きょういく

相談
そ う だ ん

コーディネーターの後補充
あ と ほ じ ゅ う

非常勤
ひ じ ょ う き ん

講師
こ う し

を配置
は い ち

し、業務
ぎ ょ う む

時間
じ か ん

を確保
か く ほ

する

ことで、すべての子
こ

どもを組織的
そ し き て き

に支援
し え ん

する体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

 

8203 いじめの未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

、早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

         （学校
が っ こ う

支援課
し え ん か

） 

「神奈川県
か な が わ け ん

いじめ防止
ぼ う し

基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

」に基
も と

づき、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が関
かか

わるいじめの

未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

や早期
そ う き

発見
は っ けん

・早期
そ う き

対応
たいおう

のための適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こ う

じます。 

 

8204 就 学 先
しゅうがくさき

決定
けってい

に係
かか

る合意
ご う い

形成
けいせい

             （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

の就学先
しゅうがくさき

決定
け っ て い

に当
あ

たっては、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する十分
じゅうぶん

な

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の下
も と

、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

を最大限
さいだいげん

尊重
そんちょう

しつつ、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

と市町村
し ち ょ う そ ん

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

、学校等
が っ こ う と う

が、教育的
きょういくてき

ニーズと必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

について合意
ご う い

形成
けいせい

を 行
おこな

うことを原則
げ ん そ く

とす

るとともに、発達
はったつ

の程度
て い ど

や適応
て き お う

の状況等
じょうきょうとう

に応
お う

じて、柔軟
じゅうなん

に「学
ま な

びの場
ば

」を変更
へ ん こ う

できることに

ついて、関係者
かんけいしゃ

へ周知
し ゅ う ち

を進
すす

めます。 

 

8205 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

における校内
こうない

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

      （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

においては、教育
きょういく

相談
そ う だ ん

コーディネーターを中心
ちゅうしん

とした校内
こ う な い

支援
し え ん

体制
たいせい

を

構築
こ う ち く

するとともに、看護師
か ん ご し

、言語
げ ん ご

聴覚士
ち ょ う か く し

、作業
さ ぎ ょ う

療法士
り ょ う ほ う し

、理学
り が く

療法士等
り ょ う ほ う し と う

の自立
じ り つ

活動
かつどう

教諭
き ょ う ゆ

（専門職
せんもんしょく

）を活用
かつよう

することで、学校
が っ こ う

が組織
そ し き

として、多様
た よ う

なニーズに応
お う

じた支援
し え ん

を提供
ていきょう

できる

よう 促
うなが

します。 
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総
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▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）インクルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

 

8206 小
しょう

・中 学 校
ちゅうがっこう

における校内
こうない

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

（子
こ

ども教育
きょういく

支援課
し え ん か

、 総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター） 

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

においては、校長
こうちょう

のリーダーシップの下
も と

、教育
きょういく

相談
そ う だ ん

コーディネーターを中心
ちゅうしん

と

した学校
が っ こ う

組織
そ し き

として、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

も含
ふ く

め、すべての子
こ

どもの多様
た よ う

な教育的
きょういくてき

ニ

ーズに応
お う

じた指導
し ど う

や支援
し え ん

を 行
おこな

うことができるよう、スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーを配置
は い ち

し、校内
こ う な い

の支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

を図
はか

ります。 

 

8207 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の適切
てきせつ

な提 供
ていきょう

に関
かん

する周知
しゅうち

       （子
こ

ども教育
きょういく

支援課
し え ん か

） 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

への合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

について、児童
じ ど う

・生徒等一人
せ い と と う ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

の

状態
じょうたい

や教育的
きょういくてき

ニーズ等
と う

に応
お う

じて学校
が っ こ う

の設置者
せ っ ち し ゃ

・学校
が っ こ う

と本人
ほんにん

・保護者等
ほ ご し ゃ と う

との 間
あいだ

で話
はな

し合
あ

い、共通
きょうつう

理解
り か い

を図
はか

った上
う え

で提供
ていきょう

されることが望
のぞ

ましいことを関係者
かんけいしゃ

に周知
し ゅ う ち

します。 

 

8208 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

等
とう

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

         （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

医療的
い り ょ う て き

ケアを必要
ひ つ よ う

とする児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

や長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

を余儀
よ ぎ

なくされている児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

が教育
きょういく

を受
う

けたり、他
ほか

の児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

と共
と も

に学
ま な

んだりする機会
き か い

を確保
か く ほ

するため、医療的
い り ょ う て き

ケ

アのための看護師
か ん ご し

の育成
いくせい

やこれらの児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つ と

めます。 

 

8209 高等
こうとう

学校
がっこう

の入 学 者
にゅうがくしゃ

選抜等
せんばつとう

における配慮
はいりょ

          （高校
こ う こ う

教育課
き ょ う い く か

） 

障害
しょうがい

等
と う

のある志願者
し が ん し ゃ

の入学者
にゅうがくしゃ

選抜
せんばつ

における学力
がくりょく

検査
け ん さ

及
およ

び面接等
めんせつとう

の実施
じ っ し

に当
あ

たって

は、検査等
け ん さ と う

の方法
ほ う ほ う

や時間
じ か ん

、会場
かいじょう

について、通常
つうじょう

の方法
ほ う ほ う

では受検
じ ゅ け ん

が困難
こんなん

と認
み と

められる者
もの

の

障害等
しょうがいとう

の状況
じょうきょう

及
およ

び志願者
し が ん し ゃ

が在籍
ざいせき

する中学校等
ちゅうがっこうとう

で特
と く

に取扱
とりあつか

いをしている事項等
じ こ う と う

を検査
け ん さ

問題等
も ん だ い と う

の程度
て い ど

を変
か

えない範囲
は ん い

で考慮
こ う り ょ

し、志願先
し が ん さ き

の高等
こ う と う

学校
が っ こ う

及
およ

び教育
きょういく

委員会等
い い ん か い と う

が連携
れんけい

を

図
はか

りながら、適切
てきせつ

な取扱
とりあつか

いを講
こ う

じます。 

 

8210 高等
こうとう

学校
がっこう

におけるインクルーシブ教 育
きょういく

の実践
じっせん

 （インクルーシブ教育
きょういく

推進課
す い し ん か

） 

県立
けんりつ

高校
こ う こ う

３校
こ う

をインクルーシブ教育
きょういく

の実践
じ っ せ ん

推進校
す い し ん こ う

（パイロット校
こ う

）に指定
し て い

して、2017

年度
ね ん ど

（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

）から知的
ち て き

障害
しょうがい

のある生徒
せ い と

の特別
と く べ つ

募集
ぼ し ゅ う

を実施
じ っ し

し、インクルーシブ教育
きょういく

を実践
じ っ せ ん

するために必要
ひ つ よ う

な基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

整備
せ い び

を 行
おこな

っています。 

さらに 2020年度
ね ん ど

には 14校
こ う

、2024年度
ね ん ど

には 18校
こ う

に拡大
かくだい

し、インクルーシブ教育
きょういく

の

全県
ぜんけん

展開
てんかい

を図
はか

ります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ８ ともに育
そだ

つための教育
きょういく

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）インクルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

 

8211 高等
こうとう

学校
がっこう

における通 級
つうきゅう

指導
し ど う

の充 実
じゅうじつ

           （高校
こ う こ う

教育課
き ょ う い く か

） 

高等
こ う と う

学校
が っ こ う

における通級
つうきゅう

指導
し ど う

については、国
く に

の法改正
ほうかいせい

を踏
ふ

まえ、平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

から

自校通級
じ こ う つ う き ゅ う

を 行
おこな

う通級
つうきゅう

指導導入校
し ど う ど う に ゅ う こ う

を３校
こ う

指定
し て い

し、令和
れ い わ

２年
ねん

４月
がつ

からは自校通級
じ こ う つ う き ゅ う

に加
く わ

え

他校通級
た こ う つ う き ゅ う

を 行
おこな

う学校
が っ こ う

を１校
こ う

加
く わ

えました。また、令和
れ い わ

６年
ねん

４月
がつ

からは自校通級
じ こ う つ う き ゅ う

を 行
おこな

う学校
が っ こ う

を

１校
こ う

加
く わ

え、取組
と り く み

の周知
し ゅ う ち

を図
はか

っていきます。 

通級
つうきゅう

担当
た ん と う

の人材
じんざい

育成
いくせい

の観点
かんてん

から、今後
こ ん ご

も研修
けんしゅう

を 行
おこな

う神奈川
か な が わ

県立
けんりつ

総合
そ う ご う

教育
きょういく

センターと

連携
れんけい

を密
みつ

にしながら、更
さ ら

なる通級
つうきゅう

指導
し ど う

の充実
じゅうじつ

に努
つ と

めます。 

 

8212 キャリア教 育
きょういく

や就 労
しゅうろう

支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

          （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

） 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

が様々
さまざま

な支援
し え ん

を利用
り よ う

しつつ、自立
じ り つ

と社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

を促進
そ く し ん

できるよ

う、福祉
ふ く し

、労働等
ろ う ど う と う

との連携
れんけい

の下
も と

、障
しょう

がいのある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

のキャリア教育
きょういく

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

8213 早期
そ う き

からの教 育
きょういく

相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

 

（特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

、総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター） 

できるだけ早
はや

い段階
だんかい

で本人
ほんにん

が障害
しょうがい

に気付
き づ

き、適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなげるため、医療
い り ょ う

、保健
ほ け ん

、

福祉等
ふ く し と う

との連携
れんけい

の下
も と

、本人
ほんにん

や保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

して乳幼児期
に ゅ う よ う じ き

を含
ふ く

む早期
そ う き

からの教育
きょういく

相談
そ う だ ん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

 

8214 各発達
かくはったつ

段階
だんかい

を通
つう

じた関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こうちく

    （総合
そ う ご う

教育
きょういく

センター） 

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒等
せ い と と う

に関
かん

し、各発達
か く は っ たつ

段階
だんかい

を通
つ う

じて円滑
えんかつ

な情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

、引継
ひ き つ

ぎがな

されるよう、就学前
しゅうがくまえ

段階
だんかい

から就労
しゅうろう

段階
だんかい

にわたり、各学校等
か く が っ こ う と う

で作成
さ く せ い

される個別
こ べ つ

の支援
し え ん

情報
じょうほう

に

関
かん

する「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
け い か く

」等
と う

について、就学
しゅうがく

、進級
しんきゅう

、進学
し ん が く

、就労
しゅうろう

の際
さい

に、記載
き さ い

された

情報
じょうほう

の取扱
とりあつか

いについて十分
じゅうぶん

配慮
は い り ょ

した上
う え

で、その内容
な い よ う

が適切
てきせつ

に引
ひ

き継
つ

がれる取組
と り く

みを進
すす

めます。 

 

 ＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

  目標値
もくひょうち

  

 高等
こ う と う

学校
が っ こ う

において通級
つうきゅう

による指導
し ど う

を受
う

けている

児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

 

※「入 級
にゅうきゅう

の手続
て つ づ

き」を 行
おこな

っていない通級
つうきゅう

指導
し ど う

教室
きょうしつ

が対応
たいおう

した生徒等
せ い と と う

も含
ふ く

む 

69人
にん

 

（2022年
ねん

） 

83人
にん

 

（2029年
ねん

） 
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９．ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸 術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつどうとう

の振興
しんこう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

我
わ

が国
くに

における障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

は、近年
きんねん

、障害
しょうがい

分野
ぶ ん や

だけでなく、文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

からも機運
き う ん

が高
たか

まっています。 

県
けん

では、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」の理念
り ね ん

を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

の程度
て い ど

や

状態
じょうたい

に関
かか

わらず、誰
だれ

もが文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

を鑑賞
かんしょう

、創作
そうさく

、発表
はっぴょう

する機会
き か い

を創出
そうしゅつ

し、人生
じんせい

を豊
ゆた

かにするための取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

また、障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりがスポーツを通
つう

じて、自身
じ し ん

の健康
けんこう

維持
い じ

や余暇
よ か

の充実
じゅうじつ

を

図
はか

ることができるよう、自身
じ し ん

の運動
うんどう

機能
き の う

を活
い

かしながら、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

でスポーツ

を「する」、「観
み

る」、「支
ささ

える」ことについての取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

 

 

 

 

（１）文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動等
かつどうとう

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

①：文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

（作成中
さくせいちゅう

）】 
近年
きんねん

、障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

は、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

と文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

双方
そ う ほ う

からの機運
き う ん

が高
たか

まっており、平成
へいせい

30年
ねん

６月
がつ

「障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」が施行
し こ う

さ

れました。同法
ど う ほ う

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

及
およ

び文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

基本法
き ほ ん ほ う

の基本的
き ほ ん て き

な理念
り ね ん

に則
のっと

り、障害者
しょうがいしゃ

に 

よる文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
し さ く

を総合的
そ う ご う て き

かつ計画的
け い か く て き

に推進
すいしん

し、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を

通
つ う

じた障害者
しょうがいしゃ

の個性
こ せ い

と能力
のうりょく

の発揮
は っ き

及
およ

び社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

の促進
そ く し ん

を図
はか

ることを目的
も く て き

に 11項目
こ う も く

の

基本的
き ほ ん て き

施策
し さ く

が策定
さ く て い

されました。平成
へいせい

31年
ねん

３月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に

関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な計画
け い か く

」が示
し め

され、令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

にその第
だい

２期
き

計画
け い か く

が示
し め

されました。 

国
く に

の計画
け い か く

を踏
ふ

まえ、県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

が芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

を享受
きょうじゅ

して多様
た よ う

な活動
かつどう

を 行
おこな

うことがで

きるよう、障害者
しょうがいしゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を支援
し え ん

する体制
たいせい

を構築
こ う ち く

するため、令和
れ い わ

２年
ねん

「神奈川県
か な が わ け ん

障
しょう

がい者芸術
しゃげいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

支援
し え ん

センター」を設置
せ っ ち

しました。支援
し え ん

センターでは、相談
そ う だ ん

支援
し え ん

や

芸術家
げいじゅつか

によるワークショップ事業等
じ ぎ ょ う と う

を実施
じ っ し

しており、障害者
しょうがいしゃ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

に

触
ふ

れることができるように様々
さまざま

な 形
かたち

でサポートしています。 

また、障害
しょうがい

の程度
て い ど

や状態
じょうたい

にかかわらず、誰
だれ

もが文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を鑑賞
かんしょう

、創作
そ う さ く

、発表
はっぴょう

する機会
き か い

を

創出
そうしゅつ

するため、「神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

・芸術祭
げいじゅつさい

」を開催
かいさい

し、障害者
しょうがいしゃ

の文化的
ぶ ん か て き

活動
かつどう

を支援
し え ん

す

る取組
と り く み

を推進
すいしん

しています。障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

を

支援
し え ん

する関係者
かんけいしゃ

の連携
れんけい

協力
きょうりょく

や人材
じんざい

育成
いくせい

など、他機関
た き か ん

との連携
れんけい

を強化
き ょ う か

していく必要
ひ つ よ う

があり

ます。9105 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

②：ライトセンターにおける活動
かつどう

促進
そ く し ん

（作成中
さくせいちゅう

）】 

ライトセンターにおいて、文科系
ぶ ん か け い

クラブ活動
かつどう

のための場
ば

の提供
ていきょう

やスポーツ施設
し せ つ

の設置
せ っ ち

、

地域
ち い き

のスポーツ施設
し せ つ

への 働
はたら

きかけ等
と う

を 行
おこな

い、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の自主的
じ し ゅ て き

な文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

及
およ

び余暇
よ か

活動
かつどう

の取組
と り く み

を推進
すいしん

しています。 

しかし、地域
ち い き

のスポーツ施設
し せ つ

において、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の単独
た ん ど く

利用
り よ う

に係
かか

る受入
う け い

れ体制
たいせい

が

整備
せ い び

されていないため、受入
う け い

れ体制
たいせい

の整備
せ い び

を推進
すいしん

していく必要
ひ つ よ う

があります。 

 

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

【障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

③：団体
だんたい

での外出
がいしゅつ

機会
き か い

の拡大
かくだい

（作成中
さくせいちゅう

）】 

新型
しんがた

コロナウィルス感染症
かんせんしょう

感染
かんせん

防止
ぼ う し

のため参加
さ ん か

団体数
だんたいすう

が減少
げんしょう

していました。外出
がいしゅつ

する

機会
き か い

の少
す く

ない障害者
しょうがいしゃ

が、団体
だんたい

で文化
ぶ ん か

・レクリエーション活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

の拡大
かくだい

を移動
い ど う

の面
めん

から支援
し え ん

しています。9110 

 

【文化課
ぶ ん か か

（作成中
さくせいちゅう

）】 

県
けん

では、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

基本法
き ほ ん ほ う

（平成
へいせい

13年
ねん

法律
ほ う り つ

第
だい

148号
ご う

。）を踏
ふ

まえ、神奈川県
か な が わ け ん

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

振興
し ん こ う

条例
じょうれい

を制定
せいてい

し、県民
けんみん

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

に関
かん

する活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

及
およ

び文化
ぶ ん か

資源
し げ ん

を活用
かつよう

した地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

を図
はか

り、もって真
し ん

にゆとりと潤
うるお

いの実感
じ っ か ん

できる心
こころ

豊
ゆた

かな県民
けんみん

生活
せいかつ

の実現
じつげん

及
およ

び

個性
こ せ い

豊
ゆた

かで活力
かつりょく

に満
み

ちた地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の発展
は っ て ん

を目指
め ざ

しています。 

また、障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

（平成
へいせい

30年
ねん

法律
ほ う り つ

第
だい

47号
ご う

。）及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な計画
け い か く

を勘案
かんあん

し、かながわ文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

振興
し ん こ う

計画等
け い か く と う

により、障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

を図
はか

っています。 

県
けん

は、年齢
ねんれい

や障害
しょうがい

などにかかわらず、子
こ

どもから大人
お と な

まですべての人
ひ と

が舞台
ぶ た い

芸術
げいじゅつ

に

参加
さ ん か

し楽
たの

しめる「共生共創事業
きょうせいきょうそうじぎょう

」等
と う

を実施
じ っ し

し、共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

や未病
み び ょ う

改善
かいぜん

などを文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

の面
めん

から後押
あ と お

ししていますが、いくつかの地域
ち い き

で取組
と り く み

が進
すす

んでいるものの、全県
ぜんけん

展開
てんかい

には至
いた

っていないため、県内
けんない

全域
ぜんいき

でバランスよく事業
じ ぎ ょ う

や公演等
こ う え ん と う

を実施
じ っ し

し、県民
けんみん

が参加
さ ん か

、

鑑賞
かんしょう

しやすい環境
かんきょう

を作
つ く

ることが必要
ひ つ よ う

です。 

また、これまでの県
けん

の事業
じ ぎ ょ う

は障害者
しょうがいしゃ

に特化
と っ か

して取
と

り組
く

んできましたが、これからは様々
さまざま

な

方
かた

が一緒
い っ し ょ

になって創作
そ う さ く

活動
かつどう

を 行
おこな

う機会
き か い

を増
ふ

やすなど、共生
きょうせい

の輪
わ

をより一層
い っ そ う

拡大
かくだい

していくよ

うな取組
と り く み

にしていくことも重要
じゅうよう

と 考
かんが

えられます。 

 

【近代美術館
きんだいびじゅつかん

：（作成中
さくせいちゅう

）】 

身体
しんたい

が不自由
ふ じ ゆ う

な方
かた

のニーズを踏
ふ

まえ、車
くるま

いすを用意
よ う い

し、筆談
ひつだん

での案内
あんない

に取
と

り組
く

むなど、

より多
おお

くの方
かた

が展示会
て ん じ か い

を楽
たの

しめるよう工夫
く ふ う

を 行
おこな

っています。 
特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

や小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の特別
と く べ つ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

との連携
れんけい

事業
じ ぎ ょ う

として、生徒
せ い と

の特性
と く せ い

に合
あ

わ

せた造形
ぞ うけ い

ワークショップや教材
きょうざい

の開発
かいはつ

を 行
おこな

っており、次世代
じ せ だ い

に向
む

けた文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の

普及
ふ き ゅ う

に取
と

り組
く

んでいます。 

葉山館
は や ま か ん

はバリアフリーとなっており、鎌倉
か ま く ら

別館
べっかん

は改修
かいしゅう

工事
こ う じ

により、来館者用
ら い か ん し ゃ よ う

エレベーター

及
およ

び「みんなのトイレ（多目的
た も く て き

トイレ）」を設置
せ っ ち

し、障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

が利用
り よ う

しやすい設備
せ つ び

を導入
どうにゅう

し

ていますが、一方
い っ ぽ う

で、手話
し ゅ わ

通訳
つ う や く

や、点字
て ん じ

、音声
おんせい

ガイド等
と う

、障害者
しょうがいしゃ

の個々
こ こ

のニーズに応
お う

じたき

め細
こ ま

かなサービスを提供
ていきょう

できていないことが課題
か だ い

となっています。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

【金沢
かなざわ

文庫
ぶ ん こ

：（作成中
さくせいちゅう

）】 

展示
て ん じ

内容
な い よ う

の特性等
と く せ い と う

により、もともと障害
しょうがい

のある方
かた

のご利用
り よ う

が少
す く

ない状況
じょうきょう

にあります。 

また、バリアフリーの整備
せ い び

が追
お

い付
つ

いておらず、来館者
ら い か ん しゃ

へ不便
ふ べ ん

をかけている現状
げんじょう

があり 

ます。誰
だれ

もが展示
て ん じ

を楽
たの

しめる環境
かんきょう

が整
ととの

っていないことが課題
か だ い

です。 

 

【県立
け んり つ

図書館
と し ょ か ん

：（作成中
さくせいちゅう

）】 

県立
けんりつ

図書館
と し ょ か ん

では、文字
も じ

の拡大
かくだい

や音声
おんせい

読
よ

み上
あ

げ機能
き の う

が使用
し よ う

できる電子
で ん し

書籍
し ょ せ き

や大活字本
だ い か つ じ ぼ ん

、

LL ブックの収 集
しゅうしゅう

・提供
ていきょう

を 行
おこな

っています。その他
た

、図書館
と し ょ か ん

資料
し り ょ う

の郵送
ゆ う そ う

貸出
か し だ し

、レファレンス（調
し ら

べもの）サービスの提供
ていきょう

、視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

による電子
で ん し

書籍等
し ょ せ き と う

の利用時
り よ う じ

の司書等
し し ょ と う

による

支援等
し え ん と う

、障害者
しょうがいしゃ

のニーズを踏
ふ

まえた読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つ と

めています。 

障害者
しょうがいしゃ

サービスの利用
り よ う

拡大
かくだい

や、電子
で ん し

書籍
し ょ せ き

や大活字本
だ い か つ じ ぼ ん

、LL ブックなど視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等用
と う よ う

資料
し り ょ う

の拡充
かくじゅう

、国立
こ く り つ

国会
こ っ かい

図書館
と し ょ か ん

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等用
と う よ う

データ送信
そ う し ん

サービスの活用
かつよう

、研修等
けんしゅうとう

を通
と お

し

て司書等
し し ょ と う

の資質
し し つ

向上
こうじょう

、ライトセンター等専門
と う せ ん も ん

支援
し え ん

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
き ょ う か

に取
と

り組
く

んでいくこと

が必要
ひ つ よ う

です。 

 

【生命
せいめい

の星
ほ し

・地球
ち き ゅ う

博物館
はくぶつかん

：（作成中
さくせいちゅう

）】 

生命
せいめい

の星
ほ し

・地球
ち き ゅ う

博物館
はくぶつかん

では、できるだけ多
おお

くの方
かた

に快適
かいてき

にご利用
り よ う

いただけるよう、段差
だ ん さ

などの少
す く

ないバリアフリー設計
せっけい

とともに、総合
そ う ご う

案内
あんない

では車
くるま

いすやベビーカーの貸出
か し だ

しを行
おこな

い、筆談
ひつだん

対応
たいおう

、スマートフォンアプリの手帳
て ち ょ う

画面
が め ん

の提示
て い じ

による減免
げんめん

適用
て き よ う

など、障害者
しょうがいしゃ

の

利便性
り べ ん せ い

向上
こうじょう

に努
つ と

めています。 

常設
じょうせつ

展示室
て ん じ し つ

においても、触
ふ

れることができる展示物
て ん じ ぶ つ

の設定
せってい

や点字
て ん じ

表示
ひ ょ う じ

、ボランティアに

よる誘導
ゆ う ど う

案内
あんない

などを実施
じ っ し

しています。また近年
きんねん

では、当事者
と う じ し ゃ

のオーダーに合
あ

わせてデジタ

ルデバイスを利用
り よ う

したリモートによる展示
て ん じ

観覧
かんらん

と講座
こ う ざ

の試行
し こ う

を実施
じ っ し

したり、当事者
と う じ し ゃ

とともに

展示
て ん じ

の課題
か だ い

を検討
け ん と う

するインクルーシブワークショップを開催
かいさい

、結果
け っ か

を公開
こ うか い

フォーラムで展開
てんかい

するなどの取組
と り く

みを 行
おこな

っています。 

一方
い っ ぽ う

で、Ｗｅｂサイトに掲載
けいさい

した豊富
ほ う ふ

なデジタルコンテンツも、在宅
ざ い た く

や遠隔地
え ん か く ち

の方々
かたがた

に対
たい

するサービス向上
こうじょう

に役立
や く だ

っていると 考
かんが

えます。 

このような現状
げんじょう

に対
たい

する課題
か だ い

としては、展示
て ん じ

に関
かん

して触覚
しょっかく

関係
かんけい

への 偏
かたよ

りがあり、携帯
けいたい

デ

バイスへの情報
じょうほう

提供
ていきょう

方法
ほ う ほ う

を採用
さ い よ う

するなど、別
べつ

のアプローチを検討
け ん と う

する余地
よ ち

があると 考
かんが

え、

また更
さ ら

なるデジタルコンテンツの充実
じゅうじつ

により、障害者
しょうがいしゃ

ニーズへも一層
い っ そ う

の対応
たいおう

ができると 考
かんが

えています。 
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 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ
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およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

【川崎
かわさき

図書館
と し ょ か ん

：（作成中
さくせいちゅう

）】 

図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

に障害
しょうがい

のある人
ひ と

のため、県内
けんない

公共
こうきょう

図書館
と し ょ か ん

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、県立
けんりつ

川崎
かわさき

図書館
と し ょ か ん

としての障害者
しょうがいしゃ

サービスをすすめ、障害者
しょうがいしゃ

のニーズを踏
ふ

まえた工夫
く ふ う

・配慮
は い り ょ

がな

された読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つ と

めています。 

図書館
と し ょ か ん

資料
し り ょ う

（図書
と し ょ

）の郵送
ゆ う そ う

貸出
か し だ し

、図書館
と し ょ か ん

資料
し り ょ う

の相互
そ う ご

貸借
たいしゃく

、資料
し り ょ う

の郵送
ゆ う そ う

複写
ふ く し ゃ

やレファレ

ンス（調
し ら

べもの）サービス等
と う

により、障害者
しょうがいしゃ

サービスを提供
ていきょう

しておりますが、一方
い っ ぽ う

で、一部
い ち ぶ

、

利用
り よ う

のないサービスもあります。 

当館
と う か ん

の障害者
しょうがいしゃ

サービスの取組
と り く み

について、多
おお

くの方
かた

に広
ひろ

くご利用
り よ う

いただけるよう、より一層
い っ そ う

周知
し ゅ う ち

を図
はか

ることが必要
ひ つ よ う

です。 

 

【歴史
れ き し

博物館
はくぶつかん

：（作成中
さくせいちゅう

）】 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

社会
し ゃ かい

の中
なか

で主体的
し ゅ た い て き

に生
い

き、社会
し ゃ かい

のあらゆる活動
かつどう

に参加
さ ん か

するためには、

円滑
えんかつ

なコミュニケーションや情報
じょうほう

の入手
にゅうしゅ

、移動
い ど う

や周囲
し ゅ う い

の理解
り か い

など、様々
さまざま

な側面
そ く め ん

からの支援
し え ん

が必要
ひ つ よ う

です。歴史
れ き し

博物館
はくぶつかん

では、誰
だれ

もが等
ひ と

しく文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を享受
きょうじゅ

し生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の機会
き か い

を持
も

つこ

とができるよう、支援
し え ん

や配慮
は い り ょ

が必要
ひ つ よ う

な来館者
ら い か ん しゃ

に対
たい

するサービスの質
し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、

在宅
ざ い た く

や遠隔地
え ん か く ち

にいる方々
かたがた

に対
たい

し、デジタルコンテンツを拡充
かくじゅう

することで積極的
せっきょくてき

な情報
じょうほう

発信
は っ し ん

に取
と

り組
く

んでいます。 

現在
げんざい

、総合
そ う ご う

案内
あんない

では、筆談
ひつだん

対応
たいおう

、遠隔
え ん か く

手話
し ゅ わ

サービスのご案内
あんない

やスマートフォンアプリの

手帳
て ち ょ う

画面
が め ん

の提示
て い じ

による減免
げんめん

適用
て き よ う

など、障害者
しょうがいしゃ

の利便性
り べ ん せ い

の向上
こうじょう

に努
つ と

めているところであり

ますが、障害
しょうがい

の特性
と く せ い

に応
お う

じてそれぞれ適切
てきせつ

な対応
たいおう

ができるよう、今後
こ ん ご

も改善
かいぜん

を図
はか

る必要
ひ つ よ う

が

あります。 

また、常設
じょうせつ

展示室
て ん じ し つ

の解説用
かいせつよう

のグラフィックパネルは、歴史
れ き し

博物館
はくぶつかん

開館
かいかん

当初
と う し ょ

に設置
せ っ ち

された

ものであり、経年
けいねん

劣化
れ っ か

に加
く わ

え、記載
き さ い

内容
な い よ う

の更新
こ う し ん

、文字
も じ

の拡大
かくだい

、カラーバリアフリーへの対応
たいおう

が必要
ひ つ よ う

であったため、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

８年度
ね ん ど

までの計画
け い か く

で順次
じ ゅ ん じ

更新
こ う し ん

を 行
おこな

っています。

この更新
こ う し ん

により、高齢者
こ う れ い し ゃ

や視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

にとって見
み

やすい解説
かいせつ

パネルとなるため、今後
こ ん ご

も

計画的
け い か く て き

に更新
こ う し ん

していく必要
ひ つ よ う

があります。 

さらに、常設
じょうせつ

展示室
て ん じ し つ

においては、従来
じゅうらい

は音声
おんせい

ガイド機
き

の貸出
か し だ

しを 行
おこな

っていましたが、それ

に替
か

えて平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から、スマートフォンアプリを利用
り よ う

した音声
おんせい

と文字
も じ

の併用
へ い よ う

のガイドを

導入
どうにゅう

し、展示
て ん じ

資料
し り ょ う

の解説
かいせつ

の充実
じゅうじつ

のみならず、視覚
し か く

、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の理解
り か い

の一助
い ち じ ょ

となるべく

運用
う ん よ う

しています。なお、特別展
と く べ つ て ん

においても、その都度
つ ど

音声
おんせい

と文字
も じ

の併用
へ い よ う

のガイドを実施
じ っ し

して

いるところでありますが、特別展用
と く べ つ て ん よ う

ガイドは、開催
かいさい

ごとに新
あ ら

たに作成
さ く せ い

する必要
ひ つ よ う

があるため、 

充実
じゅうじつ

した内容
な い よ う

とするには一定
いっ てい

の作成
さ く せ い

時間
じ か ん

を確保
か く ほ

する必要
ひ つ よ う

があります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

このほかに、当館
と う か ん

における今後
こ ん ご

の課題
か だ い

として、デジタルコンテンツの拡充
かくじゅう

が挙
あ

げられます。

現在
げんざい

、当館
と う か ん

が収蔵
しゅうぞう

する資料
し り ょ う

の情報
じょうほう

をホームページ上
じょう

に公開
こ うか い

する取組
と り く み

を 行
おこな

っており、この

取組
と り く み

は在宅
ざ い た く

や遠隔地
え ん か く ち

にいる方
かた

に対
たい

するサービス向上
こうじょう

につながるものであるため、より一層
い っ そ う

拡充
かくじゅう

していくことが重要
じゅうよう

です。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞ 
9101 障 害 者

しょうがいしゃ

の創作
そうさく

活動
かつどう

の支援
し え ん

                  （文化課
ぶ ん か か

） 

障害者
しょうがいしゃ

が 行
おこな

う文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

が出演
しゅつえん

、運営又
うん え い ま た

は参加
さ ん か

する

事業
じ ぎ ょ う

の実施
じ っ し

団体
だんたい

への補助
ほ じ ょ

について特別
と く べ つ

基準
き じ ゅ ん

を設
も う

けます。 

 

9102 障害者等
しょうがいしゃとう

の文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の普及
ふきゅう

        （文化課
ぶ ん か か

、 障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
と う

において音楽
おんがく

鑑賞
かんしょう

事業
じ ぎ ょ う

や演劇
えんげき

・ダンス等
と う

のワークショップを実施
じ っ し

し、

鑑賞
かんしょう

・参加
さ ん か

機会
き か い

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

また、障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

支援
し え ん

センターを設置
せ っ ち

し、障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を支援
し え ん

する

とともに、神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

・芸術祭
げいじゅつさい

を開催
かいさい

し、障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の普及
ふ き ゅ う

を図
はか

り

ます。 

 

9103 障 害 者
しょうがいしゃ

の芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

をサポートできる文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

従事者
じゅうじしゃ

の育成
いくせい

 

（文化課
ぶ ん か か

、 共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

において文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に親
し た

しむことができる施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の整備等
せ い び と う

を進
すす

め

るため、障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

をサポートする人材
じんざい

を養成
よ うせ い

します。 

また、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

のため、障
しょう

害
がい

の程度
て い ど

や状態
じょうたい

にかかわらず誰
だれ

もが文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を鑑賞
かんしょう

、創作
そ う さ く

、発表
はっぴょう

する機会
き か い

の創出
そうしゅつ

や環境
かんきょう

整備
せ い び

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら楽
たの

しむための

取組
と り く み

を推進
すいしん

します。 

 

9104 県立
けんりつ

文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

における配慮
はいりょ

           （文化課
ぶ ん か か

、生涯
しょうがい

学習課
が く し ゅ う か

） 

県立
けんりつ

文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

における展示等
て ん じ と う

においては、音声
おんせい

、文字
も じ

、手話等
し ゅ わ と う

による展示
て ん じ

解説
かいせつ

や筆談
ひつだん

対応
たいおう

など、情報
じょうほう

保障
ほ し ょ う

のための鑑賞
かんしょう

サポートを 行
おこな

います。 

あわせて、障害
しょうがい

の特性
と く せ い

に応
お う

じて文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

を鑑賞
かんしょう

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえながら、鑑賞
かんしょう

機会
き か い

や利用
り よ う

拡大
かくだい

のための工夫
く ふ う

・配慮
は い り ょ

を提供
ていきょう

するための取組
と り く

みを推進
すいしん

します。 

 

9105 視覚
し か く

障 害 者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の支援
し え ん

           （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

ライトセンターにおいて、手芸
し ゅ げい

や茶道
さ ど う

などの文科系
ぶ ん か け い

クラブ活動
かつどう

のための場
ば

の提供
ていきょう

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

の自主的
じ し ゅ て き

な文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を支援
し え ん

します。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

9106 視覚
し か く

障 害 者
しょうがいしゃ

のためのスポーツ振興
しんこう

            （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

ライトセンターにおいて、視覚
し か く

障害
しょうがい

の特性
と く せ い

に配慮
は い り ょ

したスポーツ施設
し せ つ

を設置
せ っ ち

し、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の健康
け ん こ う

維持
い じ

増進
ぞ う し ん

のためのスポーツ振興
し ん こ う

に取
と

り組
く

みます。また、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

のスポーツ施設
し せ つ

を利用
り よ う

できるよう、スポーツ施設
し せ つ

への 働
はたら

きかけ等
と う

を 行
おこな

います。 

 

9107 レクリエーション大会等
たいかいとう

の開催
かいさい

 【再掲：9206】     （スポーツ課
か

） 

レクリエーションスポーツ等
と う

を通
つ う

じて、障害者等
しょうがいしゃとう

の体力
たいりょく

増強
ぞうきょう

、交流
こうりゅう

、余暇
よ か

活動等
か つ ど う と う

に資
し

する

ため、総合型
そ うご う が た

地域
ち い き

スポーツクラブなどとの連携
れんけい

により各種
か く し ゅ

レクリエーション教室
きょうしつ

や大会
たいかい

（運動会等
う ん ど う か い と う

）を開催
かいさい

し、障害者等
しょうがいしゃとう

が地域
ち い き

社会
し ゃ かい

における様々
さまざま

な活動
かつどう

に参加
さ ん か

するための環境
かんきょう

の整備
せ い び

や必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

9108  福祉
ふ く し

バスの運行
うんこう

による外 出
がいしゅつ

の支援
し え ん

           （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

が、文化
ぶ ん か

・レクリエーション活動等
か つ ど う と う

のために団体
だんたい

で福祉
ふ く し

バスを利用
り よ う

して外出
がいしゅつ

することを支援
し え ん

します。 

 

9109  メタバースを活用
かつよう

した共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

【再掲
さいけい

：５4０３】 

（共生
きょうせい

推進本
すいしんぼん

部室
ぶ し つ

） 

障害者
しょうがいしゃ

などの当事者
と う じ し ゃ

、学識
が く し き

経験者
け い け ん し ゃ

、行政
ぎょうせい

などによる「ともいきメタバース研究会
けんきゅうかい

」を

立上
た ち あ

げ、生
い

きづらさを抱
かか

える人々
ひとびと

の新
あ ら

たなコミュニケーションツールとしてのメタバースの

活用等
か つ よ う と う

、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を拡充
かくじゅう

していくために検討
け ん と う

・議論
ぎ ろ ん

していきます。 

また、障
しょう

がい者等
し ゃ と う

がメタバース技術等
ぎ じ ゅ つ と う

を習得
しゅうとく

できる講習会
こうしゅうかい

の開催
かいさい

や、講習会
こうしゅうかい

で制作
せ い さ く

し

た作品
さ く ひ ん

やともいきアートを展示
て ん じ

する美術館
びじゅつかん

をメタバース上
じょう

に開設
かいせつ

します。 

 

9110 県立
けんりつ

の図書館
と し ょ か ん

における配慮
はいりょ

                （生涯
しょうがい

学習課
が く し ゅ う か

） 

県立
けんりつ

の図書館
と し ょ か ん

において、文字
も じ

の拡大
かくだい

や音声
おんせい

読
よ

み上
あ

げ機能
き の う

が使用
し よ う

できる電子
で ん し

書籍
し ょ せ き

や

大活字本
だ い か つ じ ぼ ん

、LL ブックの収 集
しゅうしゅう

・提供
ていきょう

やスロープ、拡大
かくだい

読書器等
ど く し ょ き と う

の設置
せ っ ち

により、図書館
と し ょ か ん

利用
り よ う

に係
かか

る体制
たいせい

の整備
せ い び

を 行
おこな

うとともに、図書館
と し ょ か ん

資料
し り ょ う

の郵送
ゆ う そ う

貸出
か し だ し

、レファレンス（調
し ら

べもの）サー

ビスの提供
ていきょう

、視覚
し か く

障害者等
しょうがいしゃとう

による電子
で ん し

書籍等
し ょ せ き と う

の利用時
り よ う じ

の司書等
し し ょ と う

による支援等
し え ん と う

、障害者
しょうがいしゃ

の

ニーズを踏
ふ

まえた工夫
く ふ う

・配慮
は い り ょ

がなされた読書
ど く し ょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つ と

めます。また、障害者
しょうがいしゃ

サービ

スに関
かん

する職員
しょくいん

研修等
けんしゅうとう

を実施
じ っ し

し、司書等
し し ょ と う

の資質
し し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

ります。 
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （１）文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

及
およ

び余暇
よ か

活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

9111 県立
けんりつ

文化
ぶ ん か

施設等
し せ つ と う

における配慮
はいりょ

 【再掲：9104】       （生涯
しょうがい

学習課
が く し ゅ う か

） 

県立
けんりつ

の 博物館
はくぶつかん

、 美術館
びじゅつかん

及
およ

び 文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

に お け る 展示等
て ん じ と う

に お い て 、 展示
て ん じ

解説
かいせつ

や 筆談
ひつだん

対応等
た い お う と う

、障害者
しょうがいしゃ

のニーズを踏
ふ

まえた工夫
く ふ う

・配慮
は い り ょ

が提供
ていきょう

されるよう努
つ と

めます。 

 

9112 県施設
け ん し せ つ

の利用料等
りようりょうとう

の割引等
わりびきとう

                （障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

） 

県
けん

が所管
し ょ か ん

する施設
し せ つ

を障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

する際
さい

には、その必要性
ひつようせい

や利用
り よ う

実態
じ っ た い

を踏
ふ

まえながら、

利用料等
り よ う り ょ う と う

に対
たい

する割引
わりびき

・減免等
げんめんとう

の措置
そ ち

を講
こ う

じます。 

 

＜数値
す う ち

目 標
もくひょう

＞ 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 共生共創事業
きょうせいきょうそうじぎょう

の参加者
さ ん か し ゃ

、観覧者等満足度
か ん ら ん し ゃ な ど ま ん ぞ く ど

 

※共生共創事業
きょうせいきょうそうじぎょう

は、シニア劇団
げきだん

やシニアダンス

企画
き か く

の運営
うん え い

、障害者等
しょうがいしゃとう

が参加
さ ん か

する良質
りょうしつ

な

内容
な い よ う

の舞台
ぶ た い

公演等
こ う え ん と う

を実施
じ っ し

するもの 

77.8％ 

 （2022年
ねん

） 

83％ 

 （2029年
ねん

） 

 

 
神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

・芸術祭
げいじゅつさい

の参加
さ ん か

団体数
だんたいすう

 

  ※神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

・芸術祭
げいじゅつさい

は、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

による音楽
おんがく

・演劇等
え ん げ き と う

の発表
はっぴょう

及
およ

び作品
さ く ひ ん

展示等
て ん じ と う

を実施
じ っ し

するもの 

12団体
だんたい

 

（2022年
ねん

） 

前年度
ぜ ん ね ん ど

実績
じ っ せ き

以上
い じ ょ う

の団体数
だんたいすう
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）スポーツ活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

 
 
 
 
 

（２）スポーツ活動等
かつどうとう

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

＜現 状
げんじょう

と課題
か だ い

＞  

【スポーツ課
か

（作成中
さくせいちゅう

）】 

これまで県
けん

では、神奈川県
か な が わ け ん

スポーツ推進
すいしん

計画
け い か く

に基
も と

づき、県民
けんみん

の誰
だれ

もが 「いつでも」「ど

こでも」「いつまでも」スポーツに親
し た

しめる生涯
しょうがい

スポーツ社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、障害
しょうがい

の

程度
て い ど

に関
かか

わらず、障害者
しょうがいしゃ

が自主的
じ し ゅ て き

かつ積極的
せっきょくてき

にスポーツを 行
おこな

うことができるよう、障害者
しょうがいしゃ

がスポーツをする機会
き か い

の拡大
かくだい

や障害者
しょうがいしゃ

スポーツに対
たい

する理解
り か い

の促進
そ く し ん

に取
と

り組
く

んできまし

た。    

こうした中
なか

で開催
かいさい

された東京
とうきょう

2020 パラリンピックでは、躍動
や く ど う

するアスリートの 姿
すがた

が

県民
けんみん

に感動
かんどう

と勇気
ゆ う き

を与
あた

え、大
おお

きな盛
も

り上
あ

がりを見
み

せました。 

しかしながら、障害者
しょうがいしゃ

がスポーツを実施
じ っ し

する環境
かんきょう

が十分
じゅうぶん

に整
ととの

っていないことなどから、

障害者
しょうがいしゃ

スポーツは期待
き た い

したような広
ひろ

がりを見
み

せていないのが現状
げんじょう

です。 
障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

の種類
し ゅ る い

や程度
て い ど

に応
お う

じて、様々
さまざま

なスポーツに気軽
き が る

に取
と

り組
く

めるよう、障害者
しょうがいしゃ

スポーツ団体等
だ ん たい と う

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

スポーツを支
さ さ

える人材
じんざい

の育成
いくせい

や、身近
み ぢ か

な地域
ち い き

でスポーツ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

するための環境
かんきょう

づくりが重要
じゅうよう

あり、あわせて障害者
しょうがいしゃ

のアスリートが活躍
かつやく

できる

よう、競技
き ょ う ぎ

大会
たいかい

への派遣
は け ん

やアスリートの育成
いくせい

強化
き ょ う か

を推進
すいしん

していくことが重要
じゅうよう

です。９２０１、９２０５、

９２０６、９２０７、９２０８、８４０ 
こうした障害者

しょうがいしゃ

スポーツの取組
と り く み

をさらに進
すす

めるとともに、障害
しょうがい

の程度等
て い ど と う

に関
かか

わらず、誰
だれ

も

が生涯
しょうがい

にわたりスポーツに親
し た

しむことができる「かながわパラスポーツ」の理念
り ね ん

を踏
ふ

まえ、

誰
だれ

もがともにスポーツを楽
たの

しめる機会
き か い

の提供
ていきょう

を図
はか

っていくことも重要
じゅうよう

です。９２０２ 
これらの課題

か だ い

に取
と

り組
く

むため、県
けん

では令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

に計画
け い か く

の見直
み な お

しを 行
おこな

い、「スポーツを

通
つ う

じた共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

」を施策
し さ く

の柱
はしら

に掲
かか

げ、障害者
しょうがいしゃ

のスポーツ活動等
か つ ど う と う

の取組
と り く み

をさらに

推進
すいしん

します。  

 

 

  

該当
がいとう

する条 文
じょうぶん

 

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ●9 ○10 ○11 ○12 ○13 ○14 ○15 ○16 ○17 ○18 ○19 ○20 ○21 ○22 ○23 ○24 ○25 ○26 ●27  
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大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）スポーツ活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

 

＜取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

＞  
9201 障 害 者

しょうがいしゃ

スポーツを支
ささ

える人材
じんざい

の養成等
ようせいとう

          （スポーツ課
か

） 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツを支
さ さ

える人材
じんざい

として、公益
こ う え き

財団
ざいだん

法人
ほ う じ ん

日本
に ほ ん

パラ障害者
しょうがいしゃ

スポーツ協会
きょうかい

公認
こ う に ん

の「初級
しょきゅう

パラスポーツ指導員
し ど う い ん

」や県独自
け ん ど く じ

の「神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

スポーツサポーター」の養成
よ うせ い

及
およ

び活用
かつよう

を進
すす

め、すべての人
ひ と

が自分
じ ぶ ん

の運動
う ん ど う

機能
き の う

を活
い

かして同
おな

じように楽
たの

しみながらスポー

ツをする、観
み

る、支
さ さ

える「かながわパラスポーツ」を実現
じつげん

できる環境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

みます。 

 

9202 誰
だれ

もが障 害 者
しょうがいしゃ

スポーツに親
した

しめる機会
き か い

の提 供
ていきょう

       （スポーツ課
か

） 

障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、誰
だれ

もが障害者
しょうがいしゃ

スポーツに親
し た

しめる機会
き か い

や環境
かんきょう

をつくるととも

に、パラリンピックやデフリンピック等
と う

を通
つ う

じて障害者
しょうがいしゃ

スポーツの振興
し ん こ う

を図
はか

ります。 

 

9203 競技
きょうぎ

大会
たいかい

を通
つう

じた障 害 者
しょうがいしゃ

スポーツの普及
ふきゅう

         （スポーツ課
か

） 

全国
ぜ ん こ く

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

への神奈川県
か な が わ け ん

選手団
せんしゅだん

の派遣
は け ん

を通
つ う

じて障害者
しょうがいしゃ

スポーツの普及
ふ き ゅ う

を図
はか

るとともに、民間
みんかん

団体等
だ ん たい と う

が 行
おこな

うスポーツ等
と う

に関
かん

する取組
と り く

みを支援
し え ん

します。 

特
と く

に、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

や知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

に比
く ら

べて普及
ふ き ゅ う

が遅
お く

れている精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

のスポーツに

ついて、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が参加
さ ん か

できる競技
き ょ う ぎ

大会
たいかい

の拡大
かくだい

に取
と

り組
く

みます。 

 

9204 アスリートの育成
いくせい

強化
きょうか

                  （スポーツ課
か

） 

パラリンピック競技
き ょ う ぎ

大会
たいかい

やデフリンピック競技
き ょ う ぎ

大会
たいかい

など、今後
こ ん ご

の国際
こ く さ い

大会
たいかい

に向
む

けて

神奈川
か な が わ

育
そだ

ちのアスリートが活躍
かつやく

できるよう有望
ゆ うぼ う

なアスリートの育成
いくせい

・強化
き ょ う か

と指導者
し ど う し ゃ

の育成
いくせい

を支援
し え ん

します。 

 

9205 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

における地域
ち い き

交 流
こうりゅう

     （特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育課
き ょ う い く か

、 スポーツ課
か

） 

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校等
が っ こ う と う

の学校
が っ こ う

施設
し せ つ

を障害者
しょうがいしゃ

のスポーツ活動
かつどう

の場
ば

として活用
かつよう

することなどによ

り、障害者
しょうがいしゃ

が身近
み ぢ か

な地域
ち い き

でスポーツに親
し た

しむ場
ば

を作
つ く

ります。 

 

9206 レクリエーション大会等
たいかいとう

の開催
かいさい

 【再掲：9107】     （スポーツ課
か

） 

スポーツ・レクリエーション活動
かつどう

レクリエーションスポーツ等
と う

を通
つ う

じて、障害者等
しょうがいしゃとう

の体力
たいりょく

増強
ぞうきょう

、交流
こうりゅう

、余暇
よ か

活動等
か つ ど う と う

に資
し

するため、総合型
そ うご う が た

地域
ち い き

スポーツクラブなどとの連携
れんけい

により

各種
か く し ゅ

レクリエーション教室
きょうしつ

や大会
たいかい

・運動会
うん ど うか い

などを開催
かいさい

し、障害者等
しょうがいしゃとう

が地域
ち い き

社会
し ゃ かい

における

様々
さまざま

な活動
かつどう

に参加
さ ん か

するための環境
かんきょう

の整備
せ い び

や必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

-206-



大柱
おおばしら

 Ⅳ．地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの取組
と り く

み 

▶ 中 柱
ちゅうばしら

 ９ ともに楽
たの

しむための文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

及
およ

びスポーツ活動等
かつ どう と う

の振興
し ん こ う

 

▶ 小柱
こ ば し ら

 （２）スポーツ活動等
かつ どう と う

の取組
と り く

みの推進
すいしん

 

 

 
＜数値

す う ち

目 標
もくひょう

> 
【県独自

け ん ど く じ

の目 標
もくひょう

】 
 把握

は あ く

する 状 況
じょうきょう

 現状値
げんじょうち

 目標値
もくひょうち

 

 
神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

スポーツサポーター養成数
よ う せ い す う

（累計
るいけい

） 

623人
にん

  

（2022年
ねん

） 

1,183 人
ひ と

 

 （2029年
ねん

） 
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＜指定障害福祉サービス等のサービス見込量＞      （１か月当たりの見込量） 

サービス種別 令和２年度実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ア 訪問系サービス 

居宅介護、重度訪問
介護、同行援護、行
動援護、重度障害者
等包括支援 

432,861 時間分 452,750 時間分 475,734 時間分 501,492 時間分 

（16,580 人分） （18,139 人分） （19,016 人分） （20,007 人分） 

イ 日中活動系サービス 

生活介護 
368,936 人日分 351,703 人日分 359,982 人日分 368,273 人日分 

（19,546 人分） （19,372 人分） （19,888 人分） （20,412 人分） 

自立訓練(機能訓練) 
1,707 人日分 2,565 人日分 2,677 人日分 2,789 人日分 

（121 人分） （170 人分） （175 人分） （180 人分） 

自立訓練(生活訓練) 
11,991 人日分 12,867 人日分 13,685 人日分 14,494 人日分 

（744 人分） (827 人分) (883 人分) (941 人分) 

就労移行支援 
54,332 人日分 56,583 人日分 60,105 人日分 63,816 人日分 

（3,020 人分） (3,258 人分) (3,439 人分) (3,629 人分) 

就労継続支援Ａ型 
39,270 人日分 40,990 人日分 43,085 人日分 45,099 人日分 

(1,998 人分） (2,134 人分) (2,239 人分) (2,342 人分) 

就労継続支援Ｂ型 
205,143 人日分 212,350 人日分 222,672 人日分 232,788 人日分 

(12,203 人分） (12,760 人分) (13,374 人分) (14,002 人分) 

就労定着支援 1,526 人分 2,045 人分 2,291 人分 2,647 人分 

療養介護 830 人分 836 人分 840 人分 848 人分 

福祉型短期入所 
14,927 人日分 20,301 人日分 21,170 人日分 22,055 人日分 

（2,542 人分） （3,739 人分） （3,924 人分） （4,111 人分） 

医療型短期入所 
2,051 人日分 3,107 人日分 3,240 人日分 3,386 人日分 

（422 人分） （607 人分） （633 人分） （661 人分） 

ウ 居住系サービス 

自立生活援助 64 人分 119 人分 148 人分 177 人分 

共同生活援助 10,538 人分 10,641 人分 11,296 人分 11,955 人分 

施設入所支援 4,714 人分 4,844 人分 4,821 人分 4,795 人分 

エ 指定計画相談支援 

指定計画相談支援 20,076 人分 22,304 人分 25,332 人分 28,513 人分 

オ 指定地域相談支援（※年間の実利用者数の見込み） 

地域移行支援 59 人分 88 人分 102 人分 115 人分 

地域定着支援 54 人分 111 人分 132 人分 153 人分 
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＜障害児通所支援等のサービス見込量＞         （１か月当たりの見込量） 

サービス種別 令和２年度実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ア 障害児通所支援 

児童発達支援 
68,710 人日分 66,173 人日分 69,800 人日分 72,721 人日分 

9,575（人分) 9,357（人分) 9,794（人分) 9,995（人分) 

医療型児童発達支援 
1,608 人日分 2,148 人日分 2,148 人日分 2,158 人日分 

242（人分) 289（人分) 289（人分) 294（人分) 

放課後等デイサービ
ス 

202,293 人日分 222,356 人日分 244,690 人日分 268,245 人日分 

18,644（人分） 20,354（人分） 22,068（人分） 23,849（人分） 

居宅訪問型児童発達
支援 

148 人日分 163 人日分 187 人日分 233 人日分 

（13 人分） （46 人分） （49 人分） （74 人分） 

保育所等訪問支援 
839 人日分 692 人日分 771 人日分 856 人日分 

544（人分) 798（人分) 879（人分) 964（人分) 

イ 障害児入所支援 

福祉型障害児入所施

設 
301 人分 487 人分 489 人分 502 人分 

医療型障害児入所施

設 
152 人分 176 人分 181 人分 182 人分 

ウ 障害児相談支援 

障害児相談支援 7,379 人分 5,428 人分 5,747 人分 6,079 人分 

※ 「人日分」＝「月間の利用人員」×「１人１月当たりの平均利用日数」 
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４ 指定障害福祉サービス等の提供体制の確保 

 

(1) 指定障害福祉サービス等の見通し 

主な指定障害福祉サービス等の利用状況をみると、これまで増加傾向で推移し

ており、今後も利用は増加する見通しです。 

   

  ＜訪問系サービスの利用時間の推移＞ 

 

   

  ＜訪問系サービスの利用者数の推移＞ 

 

378,956 時間

404,964 時間

393,116 時間

417,635 時間

432,861 時間

452,750 時間

475,734 時間

501,492 時間

370,000

390,000

410,000

430,000

450,000

470,000

490,000

510,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（見込み）

令和４年度

（見込み）

令和５年度

（見込み）

15,261人

16,049人 16,080人

16,650人 16,580人

18,139人

19,016人

20,007人

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（見込み）

令和４年度

（見込み）

令和５年度

（見込み）
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＜日中活動系サービス（６類型※）の月間延べ利用日数の推移＞ 

 

 

＜日中活動系サービス（６類型※）の利用者数の推移＞ 

 

 

※生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 

 

 

 

 

538,415人日

559,509人日

633,476人日 634,561人日

677,372人日 677,058人日

702,206人日

727,259人日

520,000

570,000

620,000

670,000

720,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（見込み）

令和４年度

（見込み）

令和５年度

（見込み）

29,620人

31,340人

33,958人

36,346人

38,117人
38,521人

39,998人

41,506人

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（見込み）

令和４年度

（見込み）

令和５年度

（見込み）
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＜共同生活援助の利用者数の推移＞ 

 

 

＜指定計画相談支援の利用者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

7,968人
8,148人

8,747人

9,442人

10,538人
10,641人

11,296人

11,955人

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（見込み）

令和４年度

（見込み）

令和５年度

（見込み）

11,193人

12,764人

16,873人 16,864人

20,076人

22,304人

25,332人

28,513人

8,000

13,000

18,000

23,000

28,000

33,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（見込み）

令和４年度

（見込み）

令和５年度

（見込み）
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＜児童発達支援の利用者数の推移＞ 

 

  

＜放課後等デイサービスの利用者数の推移＞ 

 

  

 

 

 

 

 

7,084人

7,780人
7,716人

8,032人

9,575人

9,357人

9,794人

9,995人

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（見込み）

令和４年度

（見込み）

令和５年度

（見込み）

13,363人

14,491人

15,287人

19,487人

18,644人

20,354人

22,068人

23,849人

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（見込み）

令和４年度

（見込み）

令和５年度

（見込み）
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＜保育所等訪問支援の利用者数の推移＞ 

 

 

（参考）サービスの利用拡大に伴う給付費の動向 

 障害福祉サービス費等負担金（当初予算ベース） 

 

 

 

  

73人
111人

248人

373人

544人

798人

879人

964人

0

100
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300

400

500

600

700

800

900

1,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

（見込み）

令和４年度

（見込み）

令和５年度

（見込み）

約133億円

約156億円

約198億円

約248億円 約245億円
約253億円

約274億円

約290億円

約314億円

約326億円

約358億円
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400

平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和２年度
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７ 障がい保健福祉圏域ごとの目標値等 

 (1) 令和５年度の成果目標 

ア 福祉施設の入所者の地域生活への移行          （単位：人） 

障がい保健 

福祉圏域 

（基準） 

令和元年度末 

現在の施設 

入所者数（Ａ） 

【目標値】 

令和５年度末 

までの地域生活 

移行者数（Ｂ） 

令和５年度末の

施設入所者数の

見込（Ｃ） 

【目標値】 

施設入所者の 

減少見込 

（Ａ）－（Ｃ） 

横 浜 1,437 144 1,414 23 

川 崎 508 31 508 0 

相 模 原 362 22 356 6 

横須賀・三浦 515 16 510 5 

湘 南 東 部 436 32 433 3 

湘 南 西 部 603 38 591 12 

県 央 597 28 590 7 

県 西 360 28 343 17 

合 計 4,818 339 4,745 73 

比 率 100% 7% 98% 2% 

注：県が「当事者目線の支援」を実践し、県立施設を「通過型施設」とすること

等により、独自に地域生活への移行を目指す 97 人を除きます。 

 

  イ 福祉施設の利用者の一般就労への移行 

障がい保健 

福祉圏域 

（基準） 

令和元年度に福祉

施設から一般就労

へ移行した人数 

【目標値】 

令和５年度に福祉

施設から一般就労

へ移行する人数 

横 浜 532 536 

川 崎 209 320 

相 模 原 147 187 

横須賀・三浦 92 134 

湘 南 東 部 122 253 

湘 南 西 部 113 138 

県 央 135 182 

県 西 35 49 

合 計 1,385 1,799 

比 率 100% 130% 
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(2) 指定障害福祉サービス等の見込量 

ア 訪問系サービス 

居宅介護等（ホームヘルプサービス等）のサービス見込量 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
時間 229,715 246,549 262,186 279,525 

人数 9,062 10,325 10,996 11,747 

川 崎 
時間 54,483 58,527 61,460 64,583 

人数 1,996 2,133 2,210 2,291 

相 模 原 
時間 52,006 50,385 51,496 52,618 

人数 1,196 1,173 1,196 1,221 

横須賀・三浦 
時間 22,512 22,169 22,817 23,486 

人数 1,055 994 995 995 

湘 南 東 部 
時間 23,238 24,079 24,610 25,576 

人数 1,081 1,244 1,272 1,320 

湘 南 西 部 
時間 12,466 13,179 13,898 14,242 

人数 702 722 742 763 

県 央 
時間 27,945 27,246 28,331 30,136 

人数 999 1,046 1,079 1,115 

県 西 
時間 10,496 10,616 10,936 11,326 

人数 489 502 526 555 

合 計 
時間 432,861 452,750 475,734 501,492 

人数 16,580 18,139 19,016 20,007 

 

イ 日中活動系サービス 

(ｱ) 生活介護のサービス見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 136,891 128,853 133,022 137,192 

人数 8,195 7,732 7,982 8,232 

川 崎 
人日 56,589 54,343 55,609 56,905 

人数 2,688 2,758 2,823 2,890 

相 模 原 
人日 34,958 31,422 32,050 32,691 

人数 1,652 1,649 1,682 1,716 

横須賀・三浦 
人日 33,589 31,485 31,935 32,386 

人数 1,742 1,799 1,836 1,873 

湘 南 東 部 
人日 29,452 28,003 28,715 29,435 

人数 1,488 1,560 1,630 1,703 

湘 南 西 部 
人日 27,906 26,887 27,087 27,288 

人数 1,377 1,361 1,375 1,390 

県 央 
人日 32,619 33,178 33,412 33,613 

人数 1,584 1,647 1,661 1,675 

県 西 
人日 16,932 17,532 18,152 18,763 

人数 820 866 899 933 

合 計 
人日 368,936 351,703 359,982 368,273 

人数 19,546 19,372 19,888 20,412 
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(ｲ) 自立訓練（機能訓練）のサービス見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 550 826 826 826 

人数 36 42 42 42 

川 崎 
人日 188 151 151 151 

人数 10 9 9 9 

相 模 原 
人日 77 102 102 102 

人数 4 5 5 5 

横須賀・三浦 
人日 234 376 407 437 

人数 21 29 30 31 

湘 南 東 部 
人日 94 250 293 338 

人数 7 21 24 27 

湘 南 西 部 
人日 200 298 303 308 

人数 17 21 21 21 

県 央 
人日 208 313 328 343 

人数 12 23 23 23 

県 西 
人日 156 249 267 284 

人数 14 20 21 22 

合 計 
人日 1,707 2,565 2,677 2,789 

人数 121 170 175 180 

 

 

(ｳ) 自立訓練（生活訓練）のサービス見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 5,300 5,812 6,088 6,363 

人数 325 359 376 393 

川 崎 
人日 2,713 2,697 3,003 3,343 

人数 168 175 195 217 

相 模 原 
人日 1,491 1,576 1,658 1,739 

人数 85 95 100 105 

横須賀・三浦 
人日 422 447 459 465 

人数 38 46 50 55 

湘 南 東 部 
人日 539 441 502 574 

人数 35 32 37 43 

湘 南 西 部 
人日 305 537 559 582 

人数 19 27 28 29 

県 央 
人日 1,130 1,127 1,132 1,137 

人数 68 80 81 82 

県 西 
人日 91 230 284 291 

人数 6 13 16 17 

合 計 
人日 11,991 12,867 13,685 14,494 

人数 744 827 883 941 
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(ｴ) 就労移行支援のサービス見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 23,045 25,099 26,303 27,507 

人数 1,311 1,476 1,547 1,617 

川 崎 
人日 8,255 8,321 8,992 9,718 

人数 434 462 492 523 

相 模 原 
人日 5,318 4,811 4,811 4,811 

人数 280 271 271 271 

横須賀・三浦 
人日 3,571 3,231 3,494 3,765 

人数 185 182 196 212 

湘 南 東 部 
人日 5,267 5,444 6,100 6,946 

人数 289 305 330 363 

湘 南 西 部 
人日 2,577 2,831 3,030 3,214 

人数 195 188 203 217 

県 央 
人日 5,225 5,611 5,886 6,134 

人数 270 301 312 324 

県 西 
人日 1,074 1,235 1,489 1,721 

人数 56 73 88 102 

合 計 
人日 54,332 56,583 60,105 63,816 

人数 3,020 3,258 3,439 3,629 

 

 

(ｵ) 就労継続支援Ａ型のサービス見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 14,111 17,203 17,962 18,721 

人数 740 880 919 958 

川 崎 
人日 6,331 5,923 6,249 6,593 

人数 322 335 358 382 

相 模 原 
人日 5,167 3,600 3,600 3,600 

人数 235 185 185 185 

横須賀・三浦 
人日 3,407 3,474 3,838 4,104 

人数 176 180 195 208 

湘 南 東 部 
人日 2,274 2,580 2,749 2,908 

人数 117 134 143 151 

湘 南 西 部 
人日 2,671 2,531 2,749 2,993 

人数 140 127 135 143 

県 央 
人日 3,943 4,357 4,485 4,580 

人数 203 225 230 234 

県 西 
人日 1,366 1,322 1,453 1,600 

人数 65 68 74 81 

合 計 
人日 39,270 40,990 43,085 45,099 

人数 1,998 2,134 2,239 2,342 
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(ｶ) 就労継続支援Ｂ型のサービス見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 70,700 79,012 83,339 87,666 

人数 4,250 4,605 4,857 5,109 

川 崎 
人日 21,658 19,619 20,598 21,625 

人数 1,194 1,178 1,239 1,304 

相 模 原 
人日 21,110 19,903 20,102 20,303 

人数 1,193 1,182 1,194 1,206 

横須賀・三浦 
人日 15,568 15,280 15,878 16,488 

人数 901 975 1,022 1,070 

湘 南 東 部 
人日 17,000 18,250 19,605 20,712 

人数 1,019 1,080 1,141 1,207 

湘 南 西 部 
人日 19,012 20,973 22,240 23,573 

人数 1,356 1,341 1,419 1,500 

県 央 
人日 25,624 25,244 26,281 27,299 

人数 1,456 1,551 1,618 1,689 

県 西 
人日 14,471 14,069 14,629 15,122 

人数 834 848 884 917 

合 計 
人日 205,143 212,350 222,672 232,788 

人数 12,203 12,760 13,374 14,002 

 

 

 

(ｷ) 就労定着支援のサービス見込量 

（単位：人分＝利用人数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 人 617 1,070 1,190 1,397 

川 崎 人 267 233 244 256 

相 模 原 人 152 143 150 158 

横須賀・三浦 人 97 93 105 119 

湘 南 東 部 人 124 141 167 211 

湘 南 西 部 人 94 90 111 135 

県 央 人 151 246 292 335 

県 西 人 24 29 32 36 

合 計 人 1,526 2,045 2,291 2,647 
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(ｸ) 療養介護のサービス見込量 

（単位：人分＝利用人数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 人 282 279 279 284 

川 崎 人 108 111 111 111 

相 模 原 人 84 81 81 81 

横須賀・三浦 人 95 96 100 101 

湘 南 東 部 人 57 61 62 63 

湘 南 西 部 人 63 64 63 63 

県 央 人 77 79 78 77 

県 西 人 64 65 66 68 

合 計 人 830 836 840 848 
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(ｹ) 短期入所のサービス見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 5,931 7,500 7,650 7,800 

人数 1,016 1,500 1,530 1,560 

川 崎 
人日 2,547 2,834 2,912 2,993 

人数 432 580 596 612 

相 模 原 
人日 1,667 2,127 2,142 2,157 

人数 213 266 268 270 

横須賀・三浦 
人日 1,819 2,964 3,174 3,395 

人数 383 657 719 781 

湘 南 東 部 
人日 1,361 1,745 1,898 2,050 

人数 235 327 356 385 

湘 南 西 部 
人日 1,251 2,552 2,631 2,741 

人数 344 366 383 402 

県 央 
人日 1,752 2,739 2,908 3,098 

人数 268 460 488 517 

県 西 
人日 650 947 1,095 1,207 

人数 73 190 217 245 

合 計 
人日 16,978 23,408 24,410 25,441 

人数 2,964 4,346 4,557 4,772 

 

 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

福祉型短期入所サービス見込量 医療型短期入所サービス見込量 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 5,500 5,600 5,700 2,000 2,050 2,100 

人数 1,100 1,120 1,140 400 410 420 

川 崎 
人日 2,650 2,723 2,799 184 189 194 

人数 539 554 569 41 42 43 

相 模 原 
人日 1,887 1,902 1,917 240 240 240 

人数 236 238 240 30 30 30 

横須賀・三浦 
人日 2,871 3,068 3,266 93 106 129 

人数 637 696 755 20 23 26 

湘 南 東 部 
人日 1,599 1,727 1,841 146 171 209 

人数 298 322 344 29 34 41 

湘 南 西 部 
人日 2,378 2,446 2,544 174 185 197 

人数 336 351 368 30 32 34 

県 央 
人日 2,532 2,689 2,868 207 219 230 

人数 416 442 468 44 46 49 

県 西 
人日 884 1,015 1,120 63 80 87 

人数 177 201 227 13 16 18 

合 計 
人日 20,301 21,170 22,055 3,107 3,240 3,386 

人数 3,739 3,924 4,111 607 633 661 
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ウ 居住系サービス 

(ｱ) 自立生活援助のサービス見込量 

（単位：人分＝利用人数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 人 60 80 100 120 

川 崎 人 0 7 7 7 

相 模 原 人 0 1 1 1 

横須賀・三浦 人 2 6 6 6 

湘 南 東 部 人 0 7 12 16 

湘 南 西 部 人 0 5 5 5 

県 央 人 2 8 11 14 

県 西 人 0 5 6 8 

合 計 人 64 119 148 177 

 

 

(ｲ) 共同生活援助（グループホーム）のサービス見込量 

（単位：人分＝利用人数） 

障がい保

健 

福祉圏域 

単

位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 人 4,952 5,000 5,200 5,400 

川 崎 人 1,437 1,393 1,493 1,593 

相 模 原 人 915 903 1,038 1,193 

横須賀・三浦 人 667 704 749 796 

湘 南 東 部 人 701 661 692 724 

湘 南 西 部 人 664 678 733 778 

県 央 人 838 917 977 1,039 

県 西 人 364 385 414 432 

合 計 人 10,538 10,641 11,296 11,955 

 

 

(ｳ) 施設入所支援（障害者支援施設における入所サービス）のサービス見込量 

（単位：人分＝利用人数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 人 1,409 1,426 1,420 1,414 

川 崎 人 499 553 553 553 

相 模 原 人 353 357 356 356 

横須賀・三浦 人 508 514 513 510 

湘 南 東 部 人 415 434 434 433 

湘 南 西 部 人 603 604 599 594 

県 央 人 579 601 594 590 

県 西 人 348 355 352 345 

合 計 人 4,714 4,844 4,821 4,795 
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エ 指定計画相談支援 

指定計画相談支援の見込量 

（単位：人分＝利用人数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 人 13,262 16,322 18,805 21,453 

川 崎 人 3,108 1,890 2,140 2,390 

相 模 原 人 794 782 820 861 

横須賀・三浦 人 807 776 835 894 

湘 南 東 部 人 349 420 492 557 

湘 南 西 部 人 717 815 845 874 

県 央 人 677 827 904 974 

県 西 人 362 472 491 510 

合 計 人 20,076 22,304 25,332 28,513 

 

オ 指定地域相談支援 

(ｱ) 地域移行支援の見込量 

（単位：人分＝年間の利用人数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 人 18 10 11 12 

川 崎 人 9 8 8 8 

相 模 原 人 7 4 4 4 

横須賀・三浦 人 15 21 24 26 

湘 南 東 部 人 2 4 9 15 

湘 南 西 部 人 3 7 7 7 

県 央 人 2 23 25 28 

県 西 人 3 11 14 15 

合 計 人 59 88 102 115 

 

(ｲ) 地域定着支援の見込量 

（単位：人分＝年間の利用人数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 人 41 50 60 70 

川 崎 人 4 11 11 11 

相 模 原 人 3 2 2 2 

横須賀・三浦 人 2 8 10 12 

湘 南 東 部 人 0 4 9 15 

湘 南 西 部 人 1 5 5 5 

県 央 人 0 19 19 21 

県 西 人 3 12 16 17 

合 計 人 54 111 132 153 
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 (3) 指定障害児通所支援、指定障害児相談支援及び指定障害児入所支援の見込量 

ア 障害児通所支援 

(ｱ) 児童発達支援の見込量（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 22,660 24,750 26,242 27,292 

人数 3,687 3,800 4,000 4,000 

川 崎 
人日 16,095 11,311 11,561 11,817 

人数 1,911 1,641 1,647 1,653 

相 模 原 
人日 5,285 6,503 6,867 6,867 

人数 856 813 859 858 

横須賀・三浦 
人日 3,457 3,080 3,278 3,475 

人数 459 462 488 512 

湘 南 東 部 
人日 6,462 6,232 6,668 7,142 

人数 697 740 793 851 

湘 南 西 部 
人日 4,605 4,100 4,223 4,348 

人数 608 553 566 583 

県 央 
人日 7,031 6,891 7,426 7,972 

人数 929 955 1,028 1,104 

県 西 
人日 3,115 3,306 3,535 3,808 

人数 428 393 413 434 

合 計 
人日 68,710 66,173 69,800 72,721 

人数 9,575 9,357 9,794 9,995 

 

(ｲ) 医療型児童発達支援の見込量（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 1,028 1,500 1,500 1,500 

人数 161 185 185 185 

川 崎 
人日 318 335 335 335 

人数 51 62 62 62 

相 模 原 
人日 218 200 200 200 

人数 22 20 20 20 

横須賀・三浦 
人日 44 93 93 94 

人数 8 16 16 17 

湘 南 東 部 
人日 0 0 0 4 

人数 0 0 0 1 

湘 南 西 部 
人日 0 9 9 9 

人数 0 3 3 3 

県 央 
人日 0 10 10 15 

人数 0 2 2 5 

県 西 
人日 0 1 1 1 

人数 0 1 1 1 

合 計 
人日 1,608 2,148 2,148 2,158 

人数 242 289 289 294 
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(ｳ) 放課後等デイサービスの見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 79,839 94,000 106,225 120,042 

人数 7,845 8,800 9,700 10,700 

川 崎 
人日 34,336 35,759 40,262 45,333 

人数 2,643 2,701 2,968 3,261 

相 模 原 
人日 19,711 25,962 27,312 27,312 

人数 1,760 1,895 1,992 1,994 

横須賀・三浦 
人日 13,774 12,685 13,146 13,619 

人数 1,237 1,237 1,274 1,314 

湘 南 東 部 
人日 15,700 16,182 17,873 19,747 

人数 1,309 1,621 1,789 1,975 

湘 南 西 部 
人日 13,080 12,646 13,097 13,565 

人数 1,247 1,309 1,352 1,397 

県 央 
人日 19,046 17,981 19,137 20,498 

人数 2,088 2,213 2,376 2,555 

県 西 
人日 6,807 7,141 7,638 8,129 

人数 515 578 617 653 

合 計 
人日 202,293 222,356 244,690 268,245 

人数 18,644 20,354 22,068 23,849 

 

 

(ｴ) 居宅訪問型児童発達支援の見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数）   

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 137 60 60 60 

人数 10 30 30 30 

川 崎 
人日 7 60 80 100 

人数 2 6 8 10 

相 模 原 
人日 4 20 20 20 

人数 1 1 1 1 

横須賀・三浦 
人日 0 5 5 6 

人数 0 2 2 3 

湘 南 東 部 
人日 0 4 8 18 

人数 0 1 2 3 

湘 南 西 部 
人日 0 8 8 8 

人数 0 3 3 3 

県 央 
人日 0 5 5 18 

人数 0 2 2 6 

県 西 
人日 0 1 1 3 

人数 0 1 1 18 

合 計 
人日 148 163 187 233 

人数 13 46 49 74 
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(ｵ) 保育所等訪問支援の見込量 

（単位：人日分＝１か月当たりの延べ利用日数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 
人日 486 400 433 467 

人数 284 600 650 700 

川 崎 
人日 147 73 88 108 

人数 103 45 55 68 

相 模 原 
人日 63 40 42 44 

人数 42 30 31 32 

横須賀・三浦 
人日 5 18 23 26 

人数 5 9 11 13 

湘 南 東 部 
人日 18 21 26 31 

人数 15 14 18 22 

湘 南 西 部 
人日 50 38 42 46 

人数 36 20 22 24 

県 央 
人日 57 77 89 105 

人数 46 57 67 79 

県 西 
人日 13 25 28 29 

人数 13 23 25 26 

合 計 
人日 839 692 771 856 

人数 544 798 879 964 

 

 

イ 障害児入所支援 

(ｱ) 福祉型障害児入所支援の見込量 

（単位：人分＝利用人数） 

措置及び支給 

決定権者 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 市 人 165 190 190 190 

川 崎 市 人 52 53 53 53 

相 模 原 市 人 1 2 2 2 

横 須 賀 市 人 27 28 28 28 

県 人 56 214 216 229 

合 計 人 301 487 489 502 

 

(ｲ) 医療型障害児入所支援の見込量 

（単位：人分＝利用人数） 

措置及び支給 

決定権者 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 市 人 82 90 90 90 

川 崎 市 人 25 25 25 25 

相 模 原 市 人 6 7 7 7 

横 須 賀 市 人 8 9 9 9 

県 人 31 45 50 51 

合 計 人 152 176 181 182 
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ウ 障害児相談支援 

障害児相談支援の見込量 

（単位：人分＝利用人数） 

障がい保健 

福祉圏域 
単位 

利用実績 サービス見込量 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

横 浜 人 3,334 2,850 3,000 3,150 

川 崎 人 2,017 307 316 325 

相 模 原 人 338 361 379 398 

横須賀・三浦 人 195 278 316 355 

湘 南 東 部 人 154 194 211 232 

湘 南 西 部 人 1,070 1,114 1,164 1,216 

県 央 人 196 236 259 290 

県 西 人 75 88 102 113 

合 計 人 7,379 5,428 5,747 6,079 
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０ 計画
けいかく

策定
さくてい

に関
かん

する主
おも

な経過
け い か

 
（１）改定

かいてい

素案
そ あ ん

に対
たい

する県民
けんみん

意見等
い け ん と う

の募集
ぼしゅう

と反映
はんえい

の 状 況
じょうきょう

 
   ① 意見

い け ん

募集
ぼ し ゅ う

期間
き か ん

 

           令和
れ い わ

５年
ねん

10月
がつ

〇日
まるにち

～令和
れ い わ

５年
ねん

11月
がつ

〇日
まるにち

 

      ② 意見
い け ん

募集
ぼ し ゅ う

方法
ほ う ほ う

 

           県
けん

ホームページへの掲載
けいさい

、県機関
け ん き か ん

等
と う

での閲覧
えつらん

、関係
かんけい

団体等
だ ん たい と う

への周知
し ゅ う ち

 

      ③ 意見
い け ん

の提出
ていしゅつ

方法
ほ う ほ う

 

           郵送
ゆ う そ う

、ファクシミリ、電子
で ん し

メール、障害
しょうがい

当事者等関係
と う じ し ゃ と う か ん け い

団体
だんたい

へのヒアリング 

    ④ 意見
い け ん

募集
ぼ し ゅ う

の結果
け っ か

 

ア 意見
い け ん

件数
け ん す う

 

           〇〇〇件
０ ０ ０ け ん

 

イ 意見
い け ん

の内訳
うち わ け

及
およ

び意見
い け ん

の反映
はんえい

状況
じょうきょう

 
 

（ア）意見
い け ん

内容
ないよう

の内訳
うちわけ

 件数
けんすう

 

１ 基本
き ほ ん

計画
け い か く

（策定
さ く て い

の背景
はいけい

、障
しょう

がい者数
し ゃ す う

の推移等
す い い と う

）に関
かん

する意見
い け ん

  

２ 基本的
き ほ ん て き

な 考
かんが

え方
かた

に関
かん

する意見
い け ん

  

３ 分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の基本的
き ほ ん て き

方向
ほ う こ う

（すべての人
ひ と

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み）に 

関
かん

する意見
い け ん

   

 

４ 分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の基本的
き ほ ん て き

方向
ほ う こ う

（誰
だれ

もがその人
ひ と

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

 

社会
し ゃ かい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み）に関
かん

する意見
い け ん

 

 

５ 分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の基本的
き ほ ん て き

方向
ほ う こ う

（障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ かい

への参加
さ ん か

を妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
は い じ ょ

する取組
と り く

み）に関
かん

する意見
い け ん

 

 

６ 分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の基本的
き ほ ん て き

方向
ほ う こ う

（地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの 

取組
と り く

み）に関
かん

する意見
い け ん

 

 

７ 施策
し さ く

の推進
すいしん

体制
たいせい

に関
かん

する意見
い け ん

  

８ 別表
べっぴょう

：基本
き ほ ん

計画
け い か く

に係
かか

るＫＰＩ・活動
かつどう

指標
し ひ ょ う

に関
かん

する意見
い け ん

  

９ その他
た

  

（イ）意見
い け ん

の反映
はんえい

状 況
じょうきょう

  

１ 新
あ ら

たな計画
け い か く

に反映
はんえい

しました。  

２ 新
あ ら

たな計画
け い か く

には反映
はんえい

していませんが、ご意見
い け ん

のあった施策等
し さ く と う

は既
すで

に取
と

り組
ぐみ

 

んでいます。 

 

３ 今後
こ ん ご

の政策
せ い さ く

運営
うん え い

の参考
さ ん こ う

とします。  

４ 反映
はんえい

できません。  
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５ ５ その他
た

（感想
か ん そ う

・質問等
し つ も ん と う

）  

 

 

（２）行 政
ぎょうせい

の審議
し ん ぎ

体制
たいせい

と当事者
と う じ し ゃ

意見
い け ん

を取
と

り入
い

れるための取組
と り く

み 
 【県

けん

の審議
し ん ぎ

】 

  本県
ほんけん

では、障害者
しょうがいしゃ

計画
け い か く

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画等
け い か く と う

の策定
さ く て い

や改定
かいてい

、計画
け い か く

の進行
し ん こ う

管理
か ん り

、  

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の監視等
か ん し と う

について調査
ち ょ う さ

・審議
し ん ぎ

するため、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

３６条
じょう

に基
も と

づ

き 都道府県
と ど う ふ け ん

及
およ

び 指定
し て い

都市
と し

が 設置
せ っ ち

す る 執行
し っ こ う

機関
き か ん

の 附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

「 神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

  

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」を設置
せ っ ち

しています。 
   

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

障 害 者
しょうがいしゃ

施策審
し さ く し ん

議会
ぎ か い

による計画
けいかく

改定
かいてい

の審議
し ん ぎ

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

６月
がつ

２日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に向
む

けた検討
け ん と う

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

９月
がつ

５日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に向
む

けた検討
け ん と う

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に向
む

けた検討
け ん と う

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に向
む

けた検討
け ん と う

 
    

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

議会
ぎ か い

厚生
こうせい

常 任
じょうにん

委員会
い い ん か い

への報告
ほうこく

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

６月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の骨子案
こ っ し あ ん

について報告
ほ う こ く

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

９月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の素案
そ あ ん

について報告
ほ う こ く

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

１２月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の改定
かいてい

素案
そ あ ん

について報告
ほ う こ く

 

  令和
れ い わ

６年
ねん

〇月
がつ

 基本
き ほ ん

計画案
けいかくあん

について報告
ほ う こ く

 
    

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

児童
じ ど う

福祉審
ふ く し し ん

議会
ぎ か い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
   

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

社会
しゃかい

福祉審
ふ く し し ん

議会
ぎ か い

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
   

   

 【当事者
と う じ し ゃ

の意見
い け ん

】 

  

 ▶ 団体
だんたい

意見
い け ん

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に関
かん

する意見
い け ん

の募集
ぼ し ゅ う
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〇月
がつ

〇日
にち

～〇月
がつ

〇日
にち

 
   

 ▶ 障
しょう

がい者施策
し ゃ し さ く

説明会
せつめいかい

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
 

    

 【その他
た

】 

   

   

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
    

    

 【市町村
し ち ょ う そ ん

連携
れんけい

】 

  国
く に

の基本
き ほ ん

計画
け い か く

や基本
き ほ ん

指針
し し ん

を踏
ふ

まえた本県
ほんけん

の 考
かんが

え方
かた

のほか、計画
け い か く

策定
さ く て い

における

留意
り ゅ う い

事項等
じ こ う と う

を説明
せつめい

し、広域的
こ う い き て き

調整
ちょうせい

と市町村
し ち ょ う そ ん

計画
け い か く

との整合性
せいごうせい

を図
はか

ることを目的
も く て き

とし

た会議
か い ぎ

を開催
かいさい

しました。 

 ▶ 市町村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉主管
ふくししゅかん

課長
かちょう

会議
か い ぎ

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
   

 ▶ 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画等
けいかくとう

の策定
さくてい

に係
かか

る市町村
しちょうそん

担当者
たんとうしゃ

会議
か い ぎ

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

２６日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
    

 ▶ 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画等
けいかくとう

の策定
さくてい

に係
かか

る圏域
けんいき

調 整
ちょうせい

会議
か い ぎ

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について 
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０ 計画
けいかく

策定
さくてい

に関
かん

する主
おも

な経過
け い か

 
（１）改定

かいてい

素案
そ あ ん

に対
たい

する県民
けんみん

意見等
い け ん と う

の募集
ぼしゅう

と反映
はんえい

の 状 況
じょうきょう

 
   ① 意見

い け ん

募集
ぼ し ゅ う

期間
き か ん

 

           令和
れ い わ

５年
ねん

10月
がつ

〇日
まるにち

～令和
れ い わ

５年
ねん

11月
がつ

〇日
まるにち

 

      ② 意見
い け ん

募集
ぼ し ゅ う

方法
ほ う ほ う

 

           県
けん

ホームページへの掲載
けいさい

、県機関
け ん き か ん

等
と う

での閲覧
えつらん

、関係
かんけい

団体等
だ ん たい と う

への周知
し ゅ う ち

 

      ③ 意見
い け ん

の提出
ていしゅつ

方法
ほ う ほ う

 

           郵送
ゆ う そ う

、ファクシミリ、電子
で ん し

メール、障害
しょうがい

当事者等関係
と う じ し ゃ と う か ん け い

団体
だんたい

へのヒアリング 

    ④ 意見
い け ん

募集
ぼ し ゅ う

の結果
け っ か

 

ア 意見
い け ん

件数
け ん す う

 

           〇〇〇件
０ ０ ０ け ん

 

イ 意見
い け ん

の内訳
うち わ け

及
およ

び意見
い け ん

の反映
はんえい

状況
じょうきょう

 
 

（ア）意見
い け ん

内容
ないよう

の内訳
うちわけ

 件数
けんすう

 

１ 基本
き ほ ん

計画
け い か く

（策定
さ く て い

の背景
はいけい

、障
しょう

がい者数
し ゃ す う

の推移等
す い い と う

）に関
かん

する意見
い け ん

  

２ 基本的
き ほ ん て き

な 考
かんが

え方
かた

に関
かん

する意見
い け ん

  

３ 分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の基本的
き ほ ん て き

方向
ほ う こ う

（すべての人
ひ と

のいのちを大切
たいせつ

にする取組
と り く

み）に 

関
かん

する意見
い け ん

   

 

４ 分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の基本的
き ほ ん て き

方向
ほ う こ う

（誰
だれ

もがその人
ひ と

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

 

社会
し ゃ かい

を実現
じつげん

する取組
と り く

み）に関
かん

する意見
い け ん

 

 

５ 分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の基本的
き ほ ん て き

方向
ほ う こ う

（障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ かい

への参加
さ ん か

を妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、 

いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排除
は い じ ょ

する取組
と り く

み）に関
かん

する意見
い け ん

 

 

６ 分野別施策
ぶ ん や べ つ し さ く

の基本的
き ほ ん て き

方向
ほ う こ う

（地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

の実現
じつげん

に向
む

けた県民
けんみん

総
そ う

ぐるみの 

取組
と り く

み）に関
かん

する意見
い け ん

 

 

７ 施策
し さ く

の推進
すいしん

体制
たいせい

に関
かん

する意見
い け ん

  

８ 別表
べっぴょう

：基本
き ほ ん

計画
け い か く

に係
かか

るＫＰＩ・活動
かつどう

指標
し ひ ょ う

に関
かん

する意見
い け ん

  

９ その他
た

  

（イ）意見
い け ん

の反映
はんえい

状 況
じょうきょう

  

１ 新
あ ら

たな計画
け い か く

に反映
はんえい

しました。  

２ 新
あ ら

たな計画
け い か く

には反映
はんえい

していませんが、ご意見
い け ん

のあった施策等
し さ く と う

は既
すで

に取
と

り組
ぐみ

 

んでいます。 

 

３ 今後
こ ん ご

の政策
せ い さ く

運営
うん え い

の参考
さ ん こ う

とします。  

４ 反映
はんえい

できません。  
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５ ５ その他
た

（感想
か ん そ う

・質問等
し つ も ん と う

）  

 

 

（２）行 政
ぎょうせい

の審議
し ん ぎ

体制
たいせい

と当事者
と う じ し ゃ

意見
い け ん

を取
と

り入
い

れるための取組
と り く

み 
 【県

けん

の審議
し ん ぎ

】 

  本県
ほんけん

では、障害者
しょうがいしゃ

計画
け い か く

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画等
け い か く と う

の策定
さ く て い

や改定
かいてい

、計画
け い か く

の進行
し ん こ う

管理
か ん り

、  

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の監視等
か ん し と う

について調査
ち ょ う さ

・審議
し ん ぎ

するため、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

３６条
じょう

に基
も と

づ

き 都道府県
と ど う ふ け ん

及
およ

び 指定
し て い

都市
と し

が 設置
せ っ ち

す る 執行
し っ こ う

機関
き か ん

の 附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

「 神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

  

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

」を設置
せ っ ち

しています。 
   

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

障 害 者
しょうがいしゃ

施策審
し さ く し ん

議会
ぎ か い

による計画
けいかく

改定
かいてい

の審議
し ん ぎ

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

６月
がつ

２日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に向
む

けた検討
け ん と う

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

９月
がつ

５日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に向
む

けた検討
け ん と う

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に向
む

けた検討
け ん と う

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に向
む

けた検討
け ん と う

 
    

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

議会
ぎ か い

厚生
こうせい

常 任
じょうにん

委員会
い い ん か い

への報告
ほうこく

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

６月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の骨子案
こ っ し あ ん

について報告
ほ う こ く

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

９月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の素案
そ あ ん

について報告
ほ う こ く

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

１２月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の改定
かいてい

素案
そ あ ん

について報告
ほ う こ く

 

  令和
れ い わ

６年
ねん

〇月
がつ

 基本
き ほ ん

計画案
けいかくあん

について報告
ほ う こ く

 
    

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

児童
じ ど う

福祉審
ふ く し し ん

議会
ぎ か い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
   

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

社会
しゃかい

福祉審
ふ く し し ん

議会
ぎ か い

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
   

   

 【当事者
と う じ し ゃ

の意見
い け ん

】 

  

 ▶ 団体
だんたい

意見
い け ん

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の策定
さ く て い

に関
かん

する意見
い け ん

の募集
ぼ し ゅ う
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〇月
がつ

〇日
にち

～〇月
がつ

〇日
にち

 
   

 ▶ 障
しょう

がい者施策
し ゃ し さ く

説明会
せつめいかい

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
 

    

 【その他
た

】 

   

   

 ▶ 神奈川県
か な が わ け ん

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
    

    

 【市町村
し ち ょ う そ ん

連携
れんけい

】 

  国
く に

の基本
き ほ ん

計画
け い か く

や基本
き ほ ん

指針
し し ん

を踏
ふ

まえた本県
ほんけん

の 考
かんが

え方
かた

のほか、計画
け い か く

策定
さ く て い

における

留意
り ゅ う い

事項等
じ こ う と う

を説明
せつめい

し、広域的
こ う い き て き

調整
ちょうせい

と市町村
し ち ょ う そ ん

計画
け い か く

との整合性
せいごうせい

を図
はか

ることを目的
も く て き

とし

た会議
か い ぎ

を開催
かいさい

しました。 

 ▶ 市町村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉主管
ふくししゅかん

課長
かちょう

会議
か い ぎ

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
   

 ▶ 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画等
けいかくとう

の策定
さくてい

に係
かか

る市町村
しちょうそん

担当者
たんとうしゃ

会議
か い ぎ

 

  令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

２６日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について報告
ほ う こ く

 
    

 ▶ 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画等
けいかくとう

の策定
さくてい

に係
かか

る圏域
けんいき

調 整
ちょうせい

会議
か い ぎ

 

  令和
れ い わ

〇年
ねん

〇月
がつ

〇日
にち

 基本
き ほ ん

計画
け い か く

の〇〇について 
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０．障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係
かか

る法整備
ほ う せ い び

等
とう

の歴史
れ き し

 
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

 

《障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に関
かん

する主
おも

な法律
ほうりつ

の施行等
し こ う と う

》 
2005（平成

へいせい

17）年
ねん

４月
がつ

：「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
し え ん ほ う

」の施行
し こ う

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

の定義
て い ぎ

の明確化
め い か く か

、保健
ほ け ん

、医療
い り ょ う

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、雇用等
こ よ う と う

の分野
ぶ ん や

を超
こ

えて、一体的
いっ たい てき

な支援
し え ん

を 行
おこな

う体制
たいせい

の整備
せ い び

など。 

 

 

2006（平成
へいせい

18）年
ねん

４月
がつ

：「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

」の施行
し こ う

  

身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

の一元化
い ち げ ん か

、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の推進
すいしん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス体系
たいけい

の再編
さいへん

など。 

 

 

2006（平成
へいせい

18）年
ねん

12月
がつ

：「バリアフリー法
ほ う

」の施行
し こ う

 

(※高齢者
こ う れ い し ゃ

、障害者等
しょうがいしゃとう

の移動等
い ど う と う

の円滑化
え ん か つ か

の促進
そ く し ん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

) 

公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関
き か ん

、道路
ど う ろ

、建築物
け んちく ぶつ

、都市
と し

公園
こ う え ん

、路外
ろ が い

駐車場
ちゅうしゃじょう

を含
ふ く

め、障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

する   

施設
し せ つ

や経路
け い ろ

を一体的
いっ たい てき

にとらえた総合的
そ う ご う て き

なバリアフリー化
か

の推進
すいしん

など。 

 

 

2006（平成
へいせい

18）年
ねん

12月
がつ

：「教育
きょういく

基本法
き ほ ん ほ う

」の全部
ぜ ん ぶ

改正
かいせい

 

「教育
きょういく

の機会
き か い

均等
き ん と う

」に関
かん

する規定
き て い

に、障害
しょうがい

のある者
もの

が十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けられるよう、

教育上
きょういくじょう

必要
ひ つ よ う

な支援
し え ん

を講
こ う

ずべきことを新
あ ら

たに明記
め い き

など。 

 

 

2007（平成
へいせい

19）年
ねん

９月
がつ

：「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」に署名
し ょ め い

 

（※障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

） 

障害者
しょうがいしゃ

の人権
じ んけ ん

、基本的
き ほ ん て き

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

の確保
か く ほ

、障害者
しょうがいしゃ

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そ く し ん

する

ため、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するための措置
そ ち

など。（平成
へいせい

26年
ねん

1月
がつ

批准
ひ じ ゅ ん

） 
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2011（平成
へいせい

23）年
ねん

８月
がつ

：「障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほ う り つ

」の施行
し こ う

 

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の理念
り ね ん

に沿
そ

った所要
し ょ よ う

の改正
かいせい

。目的
も く て き

規定
き て い

や障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

の見直
み な お

し、

基本的
き ほ ん て き

施策
し さ く

に防災
ぼ うさい

、防犯
ぼうはん

、消費者
し ょ う ひ し ゃ

としての障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

の追加
つ い か

など。 

 

 

2012（平成
へいせい

24）年
ねん

10月
がつ

：「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼ う し ほ う

」の施行
し こ う

 

（※障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
よ う ご し ゃ

に対
たい

する支援等
し え ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

） 

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

とその類型等
る い け い と う

を定義
て い ぎ

。虐待
ぎゃくたい

を受
う

けた障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

、養護者
よ う ご し ゃ

に対
たい

する支援
し え ん

の措置
そ ち

など。  

 

 

2013（平成
へいせい

25）年
ねん

４月
がつ

：「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

」の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

 

(※法律
ほ う り つ

の名称
めいしょう

の「障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

（障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

を総合的
そ う ご う て き

 

に支援
し え ん

するための法律
ほ う り つ

）」への改正
かいせい

） 

障害者
しょうがいしゃ

の範囲
は ん い

に難病
なんびょう

患者等
か ん じ ゃ と う

を追加
つ い か

。重度
じ ゅ う ど

訪問
ほ う も ん

介護
か い ご

の対象
たいしょう

拡大
かくだい

、ケアホームのグルー

プホームへの一元化
い ち げ ん か

など。（一部
い ち ぶ

平成
へいせい

26年
ねん

4月
がつ

施行
し こ う

） 

 

 

2013（平成
へいせい

25）年
ねん

４月
がつ

：「障害
しょうがい

者優先
ものゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
す い し ん ほ う

」の施行
し こ う

 

（※国等
く に と う

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

からの物品等
ぶ っ ぴ ん と う

の調達
ちょうたつ

の推進等
す い し ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

） 

国等
く に と う

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

からの物品等
ぶ っ ぴ ん と う

の調達
ちょうたつ

の推進等
す い し ん と う

に関
かん

して、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

の受注
じゅちゅう

の機会
き か い

を確保
か く ほ

するために必要
ひ つ よ う

な事項等
じ こ う と う

を定
さ だ

め、障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

が

供 給
きょうきゅう

する物品等
ぶ っ ぴ ん と う

に対
たい

する需要
じ ゅ よ う

の増進
ぞ う し ん

を図
はか

ることなど。 

 

 

2016（平成
へいせい

28）年
ねん

４月
がつ

：「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」の施行
し こ う

 

（※障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

） 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な事項
じ こ う

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

等
と う

に

おける措置等
そ ち と う

を定
さ だ

め、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

することなど。  
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2016（平成
へいせい

28）年
ねん

４月
がつ

：「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進等
そ く し ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほ う り つ

」の施行
し こ う

 

雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との均等
き ん と う

な機会
き か い

若
わか

しくは待遇
た い ぐ う

の確保
か く ほ

、 

障害者
しょうがいしゃ

である労働者
ろ う ど う し ゃ

の有
ゆ う

する能力
のうりょく

の有効
ゆ う こ う

な発揮
は っ き

の支障
し し ょ う

となっている事情
じ じ ょ う

を改善
かいぜん

する 

ために事業主
じ ぎ ょ う ぬ し

が講
こ う

ずべき合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

など。 

 

 

○○○○○○○○○○ 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

 

 

《県
けん

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に関
かん

する条 例 等
じょうれいとう

》  
2009（平成

へいせい

21）年
ねん

10月
がつ

：「神奈川県
か な が わ け ん

みんなのバリアフリー街
ま ち

づくり条例
じょうれい

」施行
し こ う

 

障害者等
しょうがいしゃとう

が 自
みずか

らの意思
い し

で自由
じ ゆ う

に移動
い ど う

し、社会
し ゃ かい

参加
さ ん か

することができるバリアフリーの 

まちづくりに向
む

け、障害者等
しょうがいしゃとう

に対
たい

する県
けん

、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

、県民
けんみん

の責務
せ き む

、障害者等
しょうがいしゃとう

の意見
い け ん

の反映
はんえい

、

障害者等
しょうがいしゃとう

の利用
り よ う

に配慮
は い り ょ

した整備
せ い び

基準
き じ ゅ ん

の規定
き て い

など。 

 

 

2015（平成
へいせい

27）年
ねん

４月
がつ

 ：「神奈川県
か な が わ け ん

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

」施行
し こ う

 

ろう者
し ゃ

とろう者以外
し ゃ い が い

の者
もの

が、互
たが

いの人権
じ んけ ん

を尊重
そんちょう

して意思
い し

疎通
そ つ う

を 行
おこな

いながら共生
きょうせい

する 

ことのできる地域
ち い き

社会
し ゃ かい

を実現
じつげん

するため、手話
し ゅ わ

の普及等
ふ き ゅ う と う

に関
かん

する基本
き ほ ん

理念
り ね ん

、県
けん

の責務
せ き む

や

県民
けんみん

、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

の役割
や く わ り

、手話等
し ゅ わ と う

の普及
ふ き ゅ う

に関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そ う ご う て き

かつ計画的
け い か く て き

な推進
すいしん

など。 

 

 

2016（平成
へいせい

28）年
ねん

10月
がつ

： 「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ憲章
けんしょう

」策定
さ く て い

 

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

である「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

」で発生
はっせい

した事件
じ け ん

を受
う

け、このような

事件
じ け ん

が二度
ふ た ど

と繰
く

り返
かえ

されないよう、 改
あらた

めて、「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

かながわ」を目指
め ざ

すため

に策定
さ く て い

。 
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2020（令和
れ い わ

３）年
ねん

11 月
がつ

 ：「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

実現
じつげん

宣言
せんげん

」宣誓
せんせい

 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

 

2022（令和
れ い わ

５）年
ねん

４月
がつ

： 「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～」施行
し こ う

 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

 

2022（令和
れ い わ

６）年
ねん

３月
がつ

： 「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

に基
も と

づく基本
き ほ ん

計画
け い か く

」策定
さ く て い

 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

-246-



-247-



-248-



-249-



-250-



-251-



-252-



-253-



-254-



-255-



-256-



-257-



-258-



０ 障害者等
しょうがいしゃとう

の支援
し え ん

マーク                

  
障害
しょうがい

の中
なか

には、難聴
なんちょう

や中途失聴
ちゅうとしっちょう

、ろう等
と う

の聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

や身体
しんたい

内部
な い ぶ

の機能
き の う

障害
しょうがい

など、外見
がいけん

からはわかりにくい障害
しょうがい

があります。 

このような障害
しょうがい

のある方
かた

や難病
なんびょう

患者
か ん じ ゃ

のなかには、見
み

た目
め

には障害
しょうがい

が分
わ

からないことで、

周囲
し ゅ う い

から誤解
ご か い

をされたり、不利益
ふ り え き

を 被
こうむ

ったり、危険
き け ん

にさらされたりするなど、社会
し ゃ かい

生活
せいかつ

を  

送
お く

る上
う え

で多
おお

くの不便
ふ べ ん

がある場合
ば あ い

があります。 

また、会話
か い わ

による意思
い し

の疎通
そ つ う

が 難
むずか

しかったり、長時間
ち ょ う じ か ん

立
た

っていることがつらいなど、日常
にちじょう

の生活
せいかつ

に大
おお

きな支障
し し ょ う

がある方
かた

もおり、電車
で ん し ゃ

やバスといった公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関等
き か ん と う

では「優先席
ゆうせんせき

」

を利用
り よ う

したり、特別
と く べ つ

な配慮
は い り ょ

が必要
ひ つ よ う

となる場合
ば あ い

があります。 

神奈川県
か な が わ け ん

が目指
め ざ

す「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
し ゃ かい

」「ともに生
い

きる社会
し ゃ かい

」は、障害
しょうがい

のある方
かた

もない方
かた

も

共
と も

に暮
く

らしやすい社会
し ゃ かい

を目指
め ざ

すことで実現
じつげん

します。 

私
わたし

たち一人
ひ と り

ひとりが障害
しょうがい

のことを知
し

り、「障害
しょうがい

のある方
かた

が、どんな環境
かんきょう

で、どんな支援
し え ん

を必要
ひ つ よ う

としているのか」や「障害
しょうがい

のある方
かた

が感
かん

じる不便
ふ べ ん

や悩
なや

みに気付
き づ

く」ことが重要
じゅうよう

です。 

障害
しょうがい

のある方
かた

が支援
し え ん

を必要
ひ つ よ う

としていることや、障害
しょうがい

に配慮
は い り ょ

された施設
し せ つ

・設備
せ つ び

があること

を分
わ

かりやすく伝
つた

えるため、様々
さまざま

なマークや標示
ひ ょ う じ

がつくられています。 

これらのマークを御理解
ご り か い

いただき、必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて配慮
は い り ょ

へのご協力
きょうりょく

をお願
ねが

いいたします。 

 
※なお、これらのマークには、国際的

こ く さ い て き

に定
さ だ

められたものや、自治体
じ ち た い

や障害者
しょうがいしゃ

団体等
だ ん たい と う

が     

独自
ど く じ

に提唱
ていしょう

しているものなどが含
ふ く

まれます。 
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マークの名 称
めいしょう

 概要等
がいようとう

 
障害者
しょうがいしゃ

のための 

国際
こ く さ い

シンボルマーク 

 
 
 
 
 

障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

できる建物
た て もの

、施設
し せ つ

であることを明確
め い か く

に表
あらわ

すための世界
せ か い

共通
きょうつう

のシンボルマークです。マークの使用
し よ う

については国際
こ く さ い

リハビリテー

ション協会
きょうかい

の「使用
し よ う

指針
し し ん

」により定
さ だ

められています。 

駐車場
ちゅうしゃじょう

などでこのマークを見掛
み か

けた場合
ば あ い

には、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

への 

配慮
は い り ょ

について、御理解
ご り か い

、御協力
ごき ょ う りょ く

をお願
ねが

いします。 

 

※このマークは「すべての障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

」としたものです。 

特
と く

に車椅子
く る ま い す

を利用
り よ う

する障害者
しょうがいしゃ

を限定
げんてい

し、使用
し よ う

されるものではありま

せん。 

盲人
も う じ ん

のための 

国際
こ く さ い

シンボルマーク 

 
 
 
 
 

世界
せ か い

盲人
も う じ ん

連合
れ ん ご う

で１９８４年
ねん

に制定
せいてい

された盲人
も う じ ん

のための世界
せ か い

共通
きょうつう

の 

マークです。視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の安全
あんぜん

やバリアフリーに考慮
こ う り ょ

された建物
た て もの

、

設備
せ つ び

、機器
き き

などに付
つ

けられています。信号機
し ん ご う き

や国際
こ く さ い

点字
て ん じ

郵便物
ゆうび んぶつ

・書籍
し ょ せ き

な

どで身近
み ぢ か

に見掛
み か

けるマークです。 

このマークを見掛
み か

けた場合
ば あ い

には、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

への配慮
は い り ょ

につい

て御理解
ご り か い

、御協力
ごき ょ う りょ く

をお願
ねが

いします。 

 

 

身体
し んたい

障害者
しょうがいしゃ

標識
ひょうしき

 

（身体
し んたい

障害者
しょうがいしゃ

マーク） 

 
 
 
 
 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

であることを理由
り ゆ う

に免許
め ん き ょ

に条件
じょうけん

を付
ふ

されている方
かた

が  

運転
う ん て ん

する車
くるま

に表示
ひ ょ う じ

するマークで、マークの表示
ひ ょ う じ

については努力
ど り ょ く

義務
ぎ む

と

なっています。 

危険
き け ん

防止
ぼ う し

のためやむを得
え

ない場合
ば あ い

を除
の ぞ

き、このマークを付
つ

けた車
くるま

に

幅
はば

寄
よ

せや割
わ

り込
こ

みを行
おこな

った運転者
う ん て ん し ゃ

は、道路
ど う ろ

交通法
こ う つ う ほ う

の規定
き て い

により罰
ば っ

せら

れます。 

 

 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

標識
ひょうしき

 

（聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

マーク） 

 
 
 
 
 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

であることを理由
り ゆ う

に免許
め ん き ょ

に条件
じょうけん

を付
ふ

されている方
かた

が運転
う ん て ん

す

る車
くるま

に表示
ひ ょ う じ

するマークで、マークの表示
ひ ょ う じ

については義務
ぎ む

となっています。 

危険
き け ん

防止
ぼ う し

のためやむを得
え

ない場合
ば あ い

を除
の ぞ

き、このマークを付
つ

けた車
くるま

に

幅
はば

寄
よ

せや割
わ

り込
こ

みを行
おこな

った運転者
う ん て ん し ゃ

は、道路
ど う ろ

交通法
こ う つ う ほ う

の規定
き て い

により罰
ば っ

せら

れます。 
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ほじょ犬
け ん

マーク 

 
 
 
 
 

身体
し んた い

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬法
け ん ほ う

の啓発
けいはつ

のためのマークです。 

身体
し んた い

障害者
しょうがいしゃ

補助犬
ほ じ ょ け ん

とは、盲導犬
も う ど う け ん

、介助犬
か い じ ょ け ん

、聴導犬
ちょうどうけん

のことを言
い

います。

「身体
し んた い

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬法
け ん ほ う

」において、公共
こうきょう

の施設
し せ つ

や交通
こ う つ う

機関
き か ん

はもちろ 

ん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間
みんかん

施設
し せ つ

は、身体
し んた い

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が身体
し んた い

障害者
しょうがいしゃ

補助犬
ほ じ ょ け ん

を同伴
ど う は ん

するのを受
う

け入
い

れる義務
ぎ む

が

あります。補助犬
ほ じ ょ け ん

を同伴
ど う は ん

することのみをもってサービスの提供
ていきょう

を拒
こ ば

むこと

は障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に当
あ

たります。 

補助犬
ほ じ ょ け ん

はペットではありません。社会
し ゃ か い

のマナーもきちんと訓練
く ん れ ん

されて

おり、衛生面
えいせいめん

でもきちんと管理
か ん り

されています。 

補助犬
ほ じ ょ け ん

を同伴
ど う は ん

していても使用者
し よ う し ゃ

への援助
え ん じ ょ

が必要
ひ つ よ う

な場合
ば あ い

があります。

使用者
し よ う し ゃ

が困
こ ま

っている様子
よ う す

を見
み

かけたら、積極的
せっきょくてき

にお声掛
こ え が

けをお願
ねが

いし

ます。 

 

耳
みみ

マーク 

 
 
 
 

聞
き

こえが不自由
ふ じ ゆ う

なことを 表
あらわ

すと同時
ど う じ

に、聞
き

こえない人
ひ と

・聞
き

こえにくい

人
ひ と

への配慮
は い り ょ

を表
あらわ

すマークです。また、窓口等
ま ど ぐ ち と う

に掲示
け い じ

されている場合
ば あ い

は、

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

へ配慮
は い り ょ

した対応
た い お う

ができることを表
あらわ

しています。 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

は見
み

た目
め

には分
わ

からないために、誤解
ご か い

されたり、不利益
ふ り え き

を被
こうむ

ったり、社会
し ゃ か い

生活上
せいかつじょう

で不安
ふ あ ん

が少
す く

なくありません。 

このマークを提示
て い じ

された場合
ば あ い

は、相手
あ い て

が「聞
き

こえない・聞
き

こえにくい」

ことを理解
り か い

し、コミュニケーションの方法等
ほ う ほ う と う

への配慮
は い り ょ

について御理解
ご り か い

、

御協力
ごき ょ う りょ く

をお願
ねが

いします。 

 

ヒアリングループマーク 

 
 
 
 

「ヒアリングループマーク」は、補聴器
ほ ち ょ う き

や人工
じ ん こ う

内耳
な い じ

に内蔵
な い ぞ う

されている

T コイルを使
つか

って利用
り よ う

できる施設
し せ つ

・機器
き き

であることを表示
ひ ょ う じ

するマークで

す。 

 このマークを施設
し せ つ

に提示
て い じ

することにより、補聴器
ほ ち ょ う き

・人工
じ ん こ う

内耳装用者
な い じ そ う よ う し ゃ

に

補聴
ほ ち ょ う

援助
え ん じ ょ

システムがあることを知
ち

らしめ、利用
り よ う

を促
うなが

すものです。 

 

 

オストメイトマーク 

 
 オストメイトとは、がんなどで人工

じ ん こ う

肛門
こ う も ん

・人工
じ ん こ う

膀胱
ぼ う こ う

を増設
ぞ う せ つ

している排泄
はいせつ

機能
き の う

に障害
しょうがい

のある障害者
しょうがいしゃ

のことをいいます。 

 このマークはオストメイトの為
ため

の設備
せ つ び

（オストメイト対応
た い お う

トイレ）があるこ

と及
お よ

びオストメイトであることを表
あらわ

しています。 

 このマークを見掛
み か

けた場合
ば あ い

には、身体
し んた い

内部
な い ぶ

に障害
しょうがい

のある障害者
しょうがいしゃ

である

こと及
お よ

びその配慮
は い り ょ

されたトイレであることを御理解
ご り か い

の上
う え

、御協力
ごき ょ う りょ く

をお願
ねが

いします。 
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ハート・プラスマーク 

 
 
 
 
 
 
 
 

「身体
し んた い

内部
な い ぶ

に障害
しょうがい

のある人
ひ と

」を表
あらわ

しています。 

身体
し んた い

内部
な い ぶ

（心臓
し ん ぞ う

、呼吸
こ き ゅ う

機能
き の う

、じん臓
ぞ う

、膀胱
ぼ う こ う

・直腸
ちょくちょう

、小腸
しょうちょう

、肝臓
か ん ぞ う

、免疫
め ん え き

機能
き の う

）に障害
しょうがい

がある方
かた

は外見
がいけん

からは分
わ

かりにくいため、様々
さまざま

な誤解
ご か い

を受
う

けることがあります。 

内部
な い ぶ

障害者
しょうがいしゃ

の中
なか

には、電車
で ん し ゃ

などの優先席
ゆ う せん せ き

に座
すわ

りたい、近辺
き んぺん

での携帯
け いたい

電話
で ん わ

使用
し よ う

を控
ひか

えてほしい、障害者用
しょうがいしゃよう

駐車
ちゅうしゃ

スペースに停
と

めたい、といった

ことを希望
き ぼ う

していることがあります。 

このマークを着用
ちゃくよう

されている方
かた

を見掛
み か

けた場合
ば あ い

には、内部
な い ぶ

障害
しょうがい

への

配慮
は い り ょ

について御理解
ご り か い

、御協力
ごき ょ う りょ く

をお願
ねが

いします。 

 
「白杖

し ろ つ え

ＳＯＳシグナル」 

普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

シンボルマーク 

 
 
 
 
 
 
 
 

白杖
し ろ つ え

を頭上
ず じ ょ う

５０ｃｍ程度
て い ど

に掲
かか

げてＳＯＳのシグナルを示
し め

している視覚
し か く

に

障害
しょうがい

のある人
ひ と

を見
み

かけたら、進
す す

んで声
こ え

をかけて支援
し え ん

しようという「白杖
し ろ つ え

 

ＳＯＳシグナル」運動
う ん ど う

の普及
ふ き ゅ う

啓発
けいはつ

シンボルマークです。 

白杖
し ろ つ え

によるＳＯＳのシグナルを見
み

かけたら、進
す す

んで声
こ え

を掛
か

け、困
こ ま

ってい

ることなどを聞
き

き、サポートをしてください。 

 

※駅
え き

のホームや路上
ろ じ ょ う

などで視覚
し か く

に障害
しょうがい

のある人
ひ と

が危険
き け ん

に遭遇
そ う ぐ う

しそうな

場合
ば あ い

は、白杖
し ろ つ え

によりＳＯＳのシグナルを示
し め

していなくても、声
こ え

をかけて

サポートをしてください。 

 
ヘルプマーク 

 
 義足

ぎ そ く

や人工
じ ん こ う

関節
かんせつ

を使用
し よ う

している方
かた

、内部
な い ぶ

障害
しょうがい

や難病
なんびょう

の方
かた

、または

妊娠
に ん し ん

初期
し ょ き

の方
かた

など、外見
がいけん

から分
わ

からなくても援助
え ん じ ょ

や配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

として

いる方々
かたがた

が、周囲
し ゅ う い

の方
かた

に配慮
は い り ょ

を必要
ひ つ よ う

としていることを知
し

らせることがで

きるマークです（JIS規格
き か く

）。 

ヘルプマークを身
み

に着
つ

けた方
かた

を見掛
み か

けた場合
ば あ い

は、電車
で ん し ゃ

・バス内
ない

で席
せ き

をゆずる、困
こ ま

っているようであれば声
こ え

を掛
か

ける等
と う

、思
お も

いやりのある行動
こ う ど う

を

お願
ねが

いします。 

 
手話
し ゅ わ

マーク  耳
みみ

が聞
き

こえない人
ひ と

が手話
し ゅ わ

でのコミュニケーションの配慮
は い り ょ

を求
も と

めるとき

に提示
て い じ

したり、役所
や く し ょ

、公共
こうきょう

及
お よ

び民間
みんかん

施設
し せ つ

・交通
こ う つ う

機関
き か ん

の窓口
ま ど ぐ ち

、店舗
て ん ぽ

など、

手話
し ゅ わ

による対応
た い お う

ができるところが提示
て い じ

できます。また、イベント時
じ

のネー

ムプレートや災害時
さ い が い じ

に支援者
し え ん し ゃ

が身
み

につけるビブスなどに掲示
け い じ

することで

きます。 

耳
みみ

が聞
き

こえない人等
ひ と と う

がこのマークを提示
て い じ

した場合
ば あ い

は「手話
し ゅ わ

で対応
た い お う

を

お願
ねが

いします」の意味
い み

、窓口等
ま ど ぐ ち と う

が掲示
け い じ

している場合
ば あ い

は「手話
し ゅ わ

で対応
た い お う

しま

す」等
と う

の意味
い み

になります。 
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筆談
ひつだん

マーク  耳
みみ

が聞
き

こえない人
ひ と

、音声
おんせい

言語
げ ん ご

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

や外国人
が い こ く じ ん

などが

筆談
ひつだん

でのコミュニケーションの配慮
は い り ょ

を求
も と

めるときに提示
て い じ

したり、役所
や く し ょ

、

公共
こうきょう

及
お よ

び民間
みんかん

施設
し せ つ

・交通
こ う つ う

機関
き か ん

の窓口
ま ど ぐ ち

、店舗
て ん ぽ

など、筆談
ひつだん

による対応
た い お う

がで

きるところが提示
て い じ

できます。また、イベント時
じ

のネームプレートや災害時
さ い が い じ

に支援者
し え ん し ゃ

が身
み

につけるビブスなどに掲示
け い じ

することができます。 

耳
みみ

が聞
き

こえない人等
ひ と と う

がこのマークを提示
て い じ

した場合
ば あ い

は「筆談
ひつだん

で対応
た い お う

を

お願
ねが

いします」の意味
い み

、窓口等
ま ど ぐ ち と う

が提示
て い じ

している場合
ば あ い

は「筆談
ひつだん

で対応
た い お う

しま

す」等
と う

の意味
い み

になります。 

 
障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

マーク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 公益
こ う え き

財団
ざいだん

法人
ほ う じ ん

ソーシャルサービス協会
きょうかい

が障害者
しょうがいしゃ

の在宅
ざ い た く

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

並
な ら

びに障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

を認
み と

めた企業
き ぎ ょ う

、団体
だんたい

に対
たい

して付与
ふ よ

する

認証
にんしょう

マークです。 

障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

を理念
り ね ん

に、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を促進
そ く し ん

している企業
き ぎ ょ う

や

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を促進
そ く し ん

したいという思
お も

いを持
も

っている企業
き ぎ ょ う

は少
す く

なくありませ

ん。そういった企業
き ぎ ょ う

がどこにあるのか、障害者
しょうがいしゃ

で就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する方々
かたがた

に

少
す こ

しでもわかりやすくなれば、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

を取
と

り巻
ま

く環境
かんきょう

もより整備
せ い び

されるのではないかと 考
かんが

えます。 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

マークが企業側
き ぎ ょ う が わ

と障害者
しょうがいしゃ

の橋渡
は し わた

しになればと 考
かんが

え

ております。御協力
ごき ょ う りょ く

のほど、よろしくお願
ねが

いします。 

参考
さ ん こ う

：障害者
しょうがいしゃ

白書
は く し ょ

（内閣府
な い か く ふ

） 
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０．用語
よ う ご

の説明
せつめい

（50音
おん

順
じゅん

） 
行

ぎょう

 用語
よ う ご

 説明
せつめい

 

 

ＩＴＳ 

（高度
こ う ど

道路
ど う ろ

交通
こ う つ う

システム） 

最先端
さ い せんた ん

の情報
じょうほう

通信
つ う し ん

技術等
ぎ じ ゅ つ と う

により、人
ひ と

と道路
ど う ろ

と車両
しゃりょう

とを

一体
い っ た い

として構築
こ う ち く

することで、交通
こ う つ う

管理
か ん り

の最適化
さ い て き か

を図
はか

り、

道路
ど う ろ

交通
こ う つ う

の安全性
あんぜんせい

、輸送
ゆ そ う

効率
こ う り つ

、快適性
かい てき せい

の飛躍的
ひ や く て き

向上
こうじょう

を

実現
じ つ げん

するとともに、渋滞
じゅうたい

の軽減等
け い げ ん と う

の交通
こ う つ う

の円滑化
え ん か つ か

を通
と お

し

環境
かんきょう

保全
ほ ぜ ん

に寄与
き よ

する道路
ど う ろ

システムのこと。 

 

ＥＴＣ2.0 全国
ぜ ん こ く

高速
こ う そ く

道路
ど う ろ

の約
や く

1,700ヵ所
か し ょ

に設置
せ っ ち

された通信
つ う し ん

アンテ

ナ「ITS スポット」と ETC2.0対
たい

応車載器
お う し ゃ さ い き

、カーナビが

双方向
そ う ほ う こ う

通信
つ う し ん

することで、料金
りょうきん

収受
しゅうじゅ

だけでなく、道路
ど う ろ

交通
こ う つ う

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

などのドライバー支援等
し え ん と う

を行
おこな

うシステム 

 

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

 障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

の形態
け いたい

で、民間
みんかん

企業
き ぎ ょ う

などで雇用
こ よ う

関係
かんけい

に基
も と

づき働
はたら

くこと。 

一方
い っ ぽ う

で 、 就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

な ど で 就労
しゅうろう

する こ と を

「福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

」という。 

 医療的
い り ょ う て き

ケア 看護師
か ん ご し

や家族
か ぞ く

が日常的
にちじょうてき

に 行
おこな

っている経管
けいかん

栄養
え い よ う

注 入
ちゅうにゅう

や

たんの吸引
きゅういん

などの医療
い り ょ う

行為
こ う い

のこと。 

 

医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

 医学
い が く

の進歩
し ん ぽ

を背景
はい けい

として、NICU（新生児
し ん せ い じ

集中
しゅうちゅう

治療室
ち り ょ う し つ

）

等
と う

に長期
ち ょ う き

入院
にゅういん

した後
の ち

、引
ひ

き続
つづ

き人工
じ ん こ う

呼吸器
こ き ゅ う き

や胃
い

ろう等
と う

を

使用
し よ う

し、たんの吸引等
きゅういんとう

の医療的
い り ょ う て き

ケアが日常的
にちじょうてき

に必要
ひ つ よ う

な

子
こ

ども 

 

インクルーシブ教育
きょういく

 

（inclusive education） 

支援
し え ん

教育
きょういく

の理念
り ね ん

のもと、共生
きょうせい

社会
し ゃ か い

の実現
じ つ げん

に向
む

け、障害
しょうがい

の

ある者
も の

と障害
しょうがい

のない者
も の

が共
と も

に学
ま な

ぶ仕組
し く

みであり、障害
しょうがい

の

ある者
も の

が教育
きょういく

制度
せ い ど

一般
い っ ぱ ん

から排除
は い じ ょ

されないこと。また、

自己
じ こ

の生活
せいかつ

する地域
ち い き

において初等
し ょ と う

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

の機会
き か い

が与
あた

えられること、 

 ウェブアクセシビリティ 誰
だれ

もがホームページ等
と う

で提供
ていきょう

される情報
じょうほう

や機能
き の う

を支障
し し ょ う

なく利用
り よ う

できること 

 

ＮＰＯ 

（Non Profit Organization） 

非営利
ひ え い り

団体
だんたい

や特定
と く て い

非営利
ひ え い り

活動
か つ どう

促進法
そ く し ん ほ う

により法人格
ほ う じ ん か く

を

得
え

た団体
だんたい

（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

）のことを指
さ

す。 

また、非営利
ひ え い り

での社会
し ゃ か い

貢献
こ う け ん

活動
か つ どう

や慈善
じ ぜ ん

活動
か つ どう

を行
おこな

う市民
し み ん

団体
だんたい

を指
さ

すこともある。 

 

オーラルフレイル ささいな口腔
こ う く う

機能
き の う

の低下
て い か

から始
は じ

まる、心身
し ん し ん

機能
き の う

の低下
て い か

に

つながる口腔
こ う く う

機能
き の う

の虚弱
きょじゃく

な状態
じょうたい

のこと。 

「わずかなむせ」、「食
た

べこぼし」、「発音
はつおん

がはっきりしな

い」、「噛
か

めないものの増加
ぞ う か

」などが一例
いち れい

。 
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行
ぎょう

 用語
よ う ご

 説明
せつめい

 

 

基幹
き か ん

相談
そ うだ ん

支援
し え ん

センター 市町村
し ち ょ う そ ん

が設置
せ っ ち

する、地域
ち い き

における相談
そ う だ ん

支援
し え ん

の中核的
ちゅうかくてき

な

役割
や く わ り

を担
にな

う機関
き か ん

。総合
そ う ご う

相談
そ う だ ん

・専門
せんもん

相談
そ う だ ん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

、地域
ち い き

移行
い こ う

・定着
ていちゃく

、地域
ち い き

の相談
そ う だ ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
き ょ う か

の

取組
と り く み

といった役割
や く わ り

が求
も と

められている。 

 強度
き ょ う ど

行動
こ う ど う

障害
しょうがい

 他害
た が い

（噛
か

みつき、頭
ず

つきなど）や自傷
じ し ょ う

行為
こ う い

などが、通常
つうじょう

考
かんが

えられない頻度
ひ ん ど

と 形
かたち

で出現
しゅつげん

している状態
じょうたい

のこと。 

 居宅
き ょ た く

介護
か い ご

 

（ホームヘルプ） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。 

自宅
じ た く

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
し ょ く じ

の介護等
か い ご と う

を行
おこな

う。 

 
筋電
きんでん

義手
ぎ し ゅ

 筋肉
き ん に く

を収縮
しゅうしゅく

する時
と き

に発生
は っ せい

する微弱
び じ ゃ く

な電流
でんりゅう

をスイッチ

信号
し ん ご う

として利用
り よ う

して、電動
で ん ど う

ハンド（手先具
て さ き ぐ

）を開閉
かいへい

するこ

とができる義手
ぎ し ゅ

。 

 
グループホーム 

（共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。 

共同
きょうどう

生活
せいかつ

が行
お こ

なわれる住居
じゅうきょ

で、夜間
や か ん

や休日
きゅうじつ

に相談
そ う だ ん

や

日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の援助
え ん じ ょ

を行
おこな

う。 

 

ケアラー 高齢
こ う れ い

、身体上又
しんたいじょうまた

は精神上
せいしんじょう

の障害
しょうがい

や疾病等
し っ ぺ い と う

により援助
え ん じ ょ

を

必要
ひ つ よ う

とする親族
し ん ぞ く

、友人
ゆ う じ ん

その他
た

の身近
み ぢ か

な人
ひ と

に対
たい

して、無償
む し ょ う

で介護
か い ご

、看護
か ん ご

、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の世話
せ わ

その他
た

の援助
え ん じ ょ

を提供
ていきょう

する者
も の

。 

 
高次脳機能
こ う じ の う き の う

障害
しょうがい

 交通
こ う つ う

事故
じ こ

や病気
び ょ う き

などによる脳
の う

への損傷
そんしょう

に基
も と

づく後遺症
こ う い し ょ う

により、記憶
き お く

、注意
ち ゅ う い

、遂行
す い こ う

機能
き の う

、社会
し ゃ か い

行動
こ う ど う

などの認知
に ん ち

機能
き の う

（高次脳機能
こ う じ の う き の う

）に障害
しょうがい

が起
お

きた状態
じょうたい

。 

 

更生
こうせ い

相談所
そ う だ ん じ ょ

 18歳
さ い

以上
い じ ょ う

の障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

について、相談
そ う だ ん

や医学的
い が く て き

、心
し ん

理学的
り が く て き

、及
お よ

び職能的
しょくのうてき

判定
は んてい

を 行
おこな

うとともに、必要
ひ つ よ う

な助言
じ ょ げ ん

、

援助
え ん じ ょ

を行
おこな

う機関
き か ん

。身体
し んた い

障害者
しょうがいしゃ

更生
こ う せ い

相談所
そ う だ ん じ ょ

と知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

更生
こ う せ い

相談所
そ う だ ん じ ょ

がある。 

 
工賃
こ う ち ん

 就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

Ｂ型
がた

事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

が利用者
り よ う し ゃ

に、生産
せい さ ん

活動
か つ どう

に係
かか

る事業
じ ぎ ょ う

の収入
しゅうにゅう

から生産
せい さ ん

活動
か つ どう

に係
かか

る事業
じ ぎ ょ う

に必要
ひ つ よ う

な経費
け い ひ

を控除
こ う じ ょ

した額
が く

に相当
そ う と う

する金額
き ん が く

を支払
し は ら

うもの。 

  
合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

 障害
しょうがい

のある人
ひ と

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

を送
お く

る上
う え

で 妨
さまた

げ

となる社会的
し ゃ か い て き

障壁
しょうへき

を取
と

り除
の ぞ

くために、状況
じょうきょう

に応
お う

じて行
おこな

わ

れる配慮
は い り ょ

のこと。 
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行
ぎょう

 用語
よ う ご

 説明
せつめい

 

 

国際
こ く さ い

生活
せいかつ

機能
き の う

分類
ぶんるい

（ＩＣＦ） 人間
にんげん

の生活
せいかつ

機能
き の う

と障害
しょうがい

の分類法
ぶ ん る い ほ う

として、２００１年
ねん

５月
がつ

、

世界
せ か い

保健
ほ け ん

機構
き こ う

（ＷＨＯ）総会
そ う か い

において採択
さ い た く

された。健康
け ん こ う

状態
じょうたい

、心身
し ん し ん

機能
き の う

、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

を相互
そ う ご

影響
えいきょう

関係
かんけい

及
お よ

び独立
ど く り つ

項目
こ う も く

として分類
ぶんる い

し、当事者
と う じ し ゃ

の視点
し て ん

による生活
せいかつ

の包括的
ほ う か つ て き

・

中立的
ちゅうりつてき

記述
き じ ゅ つ

を狙
ね ら

いにする医療
い り ょ う

基準
き じ ゅ ん

を指
さ

す。 

これまでのＷＨＯ国際
こ く さ い

障害
しょうがい

分類
ぶんる い

（ＩＣＩＤＨ）がマイナス面
めん

を分類
ぶんる い

するという 考
かんが

え方
かた

が中心
ちゅうしん

であったのに対
たい

し、ＩＣＦ

は生活
せいかつ

機能
き の う

というプラス面
めん

からみるように視点
し て ん

を転換
てんかん

し、

さらに環境
かんきょう

因子
い ん し

などの観点
かんてん

を加
く わ

えている。 

 
心
こころ

のバリアフリー 様々
さまざま

な心身
し ん し ん

の特性
と く せ い

や 考
かんが

え方
かた

を持
も

つ全
すべ

ての人
ひ と

が、相互
そ う ご

に

理解
り か い

を深
ふか

めようとコミュニケーションを取
と

り、支
さ さ

え合
あ

う   

こと。 

 

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ち い き き ょ う

議会
ぎ か い

 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第
だい

１ ７ 条
じょう

の 規定
き て い

に 基
も と

づ き 、 医療
い り ょ う

、

介護
か い ご

、教育等
き ょうい くとう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が、地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談等
そ う だ ん と う

について情報
じょうほう

共有
きょうゆう

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための取組
と り く

みを行
おこな

うためのネットワーク

として組織
そ し き

する協議会
き ょ う ぎ か い

 

 

サービス管理
か ん り

責任者
せ き に ん し ゃ

 障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

において、サービスの質
し つ

の向上
こうじょう

を図
はか

る観点
かんてん

から、個々
こ こ

のサービス利用者
り よ う し ゃ

の初期
し ょ き

状態
じょうたい

の把握
は あ く

や個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
け い か く

の作成
さ く せ い

、定期的
て い き て き

な評価
ひ ょ う か

などの一連
い ちれん

のサ

ービス提供
ていきょう

プロセス全般
ぜんぱん

に関
かん

する責任
せき にん

を担
にな

い、他
ほか

のサー

ビス提供者
ていきょうしゃ

に対
たい

する指導的
し ど う て き

役割
や く わ り

を持
も

つ指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サ

ービス事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

への配置
は い ち

が義務付
ぎ む づ

けられている者
も の

 

 

サピエ図書館
と し ょ か ん

 正式
せ い し き

名称
めいしょう

は「視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

総合
そ う ご う

ネットワーク」。 

視覚
し か く

障害者等
しょうが いしゃとう

に対
たい

して、全国
ぜ ん こ く

の点字
て ん じ

図書館
と し ょ か ん

が作成
さ く せ い

した

点字
て ん じ

図書
と し ょ

やデイジー図書
と し ょ

のデータ等
と う

を提供
ていきょう

するネットワ

ーク。日本
に ほ ん

点字
て ん じ

図書館
と し ょ か ん

がシステムを管理
か ん り

し、全国
ぜ ん こ く

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

協会
きょうかい

が運営
う ん え い

を行
おこな

っている。 

 

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆ う ど う よ う

ブロック いわゆる「点字
て ん じ

ブロック」のこと。 

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する誘導
ゆ う ど う

や段差
だ ん さ

の存在
そんざ い

などの警告
け い こ く

、

注意
ち ゅ う い

喚起
か ん き

を行
おこな

うために路面
ろ め ん

に敷設
ふ せ つ

されるブロック。移動
い ど う

方向
ほ う こ う

を指示
し じ

する線上
せんじょう

ブロックと、段差
だ ん さ

の存在
そんざ い

などの警告
け い こ く

や注意
ち ゅ う い

喚起
か ん き

を 行
おこな

うための点状
てんじょう

ブロックがある。形状
けいじょう

、

寸法
す ん ぽ う

などはＪＩＳで規格化
き か く か

されている。 
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行
ぎょう

 用語
よ う ご

 説明
せつめい

 

 
視覚
し か く

障害者用
しょうがいしゃよう

付加
ふ か

装置
そ う ち

 

（音響式
おんきょうしき

信号機
し ん ご う き

） 

交通
こ う つ う

信号機
し ん ご う き

において歩
ほ

行者用
ぎょうじゃよう

灯器
と う き

が青
あお

であることを

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に知
し

らせるため、外部
が い ぶ

に接続
せ つ ぞ く

したスピーカー

より誘導音
ゆ う ど う お ん

を鳴動
め い ど う

させる装置
そ う ち

。 

 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
し ょ く じ

の介護等
か い ご と う

を行
おこな

う。 

 

市町村
し ち ょ う そ ん

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター 障害者
しょうがいしゃ

本人
ほ んにん

や家族
か ぞ く

からの就労
しゅうろう

に関
かん

する相談
そ う だ ん

を受
う

ける

機関
き か ん

として県内
け んない

の市町村
し ち ょ う そ ん

が設置
せ っ ち

している機関
き か ん

。 

センターのある市町
し ち ょ う

村内
そんない

に在住
ざいじゅう

の者
も の

、若
も

しくは勤
つ と

めてい

る者
も の

を対象
たいしょう

としている。 

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター 障害児
し ょ う が い じ

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
き ほ ん て き

動作
ど う さ

の指導
し ど う

、生活
せいかつ

に

必要
ひ つ よ う

な知識
ち し き

や技能
ぎ の う

を付与
ふ よ

させるとともに家族
か ぞ く

への相談
そ う だ ん

や助言等
じ ょ げ ん と う

を 行
おこな

う地域
ち い き

の中核的
ちゅうかくてき

な療育
りょういく

支援
し え ん

を 行
おこな

う通所
つ う し ょ

 

施設
し せ つ

。 

 

市民
し み ん

後見人
こうけん にん

 弁護士
べ ん ご し

や司法
し ほ う

書士
し ょ し

などの資格
し か く

は持
も

たないが、各市町村
か く し ち ょ う そ ん

等
と う

が実施
じ っ し

する市民
し み ん

後見人
こ う け ん に ん

養成
よ う せ い

研修
けんしゅう

を受講
じ ゅ こ う

し、成年
せいねん

後見
こ う け ん

に関
かん

する一定
い っ て い

の知識
ち し き

や技術
ぎ じ ゅ つ

、社会
し ゃ か い

規範
き は ん

、倫理性
り ん り せ い

を身
み

に

付
つ

けた一般
い っ ぱ ん

市民
し み ん

の第三者
だ い さ ん し ゃ

後見人
こ う け ん に ん

。 

 

住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

 障害者
しょうがいしゃ

、高齢者
こ う れ い し ゃ

、低所得者
て い し ょ と く し ゃ

、外国人
が い こ く じ ん

など住宅
じゅうたく

を確保
か く ほ

する

ことが困難
こ ん な ん

な人
ひ と

及
お よ

びその世帯
せ た い

。 

配慮者
は い り ょ し ゃ

の範囲
は ん い

は住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

に対
たい

する賃貸
ち んた い

住宅
じゅうたく

の供給
きょうきゅう

の促進
そ く し ん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

、省令
しょうれい

に定
さ だ

められている。 

 
就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。一般
い っ ぱ ん

企業等
き ぎ ょ う と う

への就労
しゅうろう

を

希望
き ぼ う

する人
ひ と

に、一定
い っ て い

期間
き か ん

、就労
しゅうろう

に必要
ひ つ よ う

な知識
ち し き

及
お よ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひ つ よ う

な訓練
く ん れ ん

を行
おこな

う。 

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

 

 

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。 

一般
い っ ぱ ん

企業等
き ぎ ょ う と う

での就労
しゅうろう

が困難
こ ん な ん

な人
ひ と

に、 働
はたら

く場
ば

を提供
ていきょう

する

とともに、知識
ち し き

や能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひ つ よ う

な訓練
く ん れ ん

を 行
おこな

う。 

雇用
こ よ う

契約
け い や く

を結
む す

び利用
り よ う

する「A型
かた

」と、雇用
こ よ う

契約
け い や く

を結
む す

ばな

いで利用
り よ う

する「B型
かた

」の 2種類
し ゅ る い

がある。 

 
就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。 

一般
い っ ぱ ん

就労
しゅうろう

した障害者
しょうがいしゃ

が職場
し ょ く ば

に定着
ていちゃく

できるよう、助言
じ ょ げ ん

・

指導等
し ど う と う

の支援
し え ん

をする。 
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よ う ご

 説明
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障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

３６条
じょう

の規定
き て い

により、①障害者
しょうがいしゃ

計画
け い か く

の

策定
さ く て い

に 意見
い け ん

を 述
の

べ る 、 ② 障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の 総合的
そ う ご う て き

か つ

計画的
け い か く て き

な推進
す い し ん

について必要
ひ つ よ う

な事項
じ こ う

を調査
ち ょ う さ

審議
し ん ぎ

し、施策
し さ く

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を監視
か ん し

する、③障害者施策
し ょ う が い し ゃ し さ く

の推進
す い し ん

について

必要
ひ つ よ う

な関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

相互
そ う ご

の連絡
れ ん ら く

調整
ちょうせい

を要
よ う

する事項
じ こ う

を

調査
ち ょ う さ

審議
し ん ぎ

する事務
じ む

を処理
し ょ り

するために設定
せ っ て い

された執行
し っ こ う

機関
き か ん

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

。 

 
重度
じ ゅ う ど

障害者等包括
しょうがいしゃとうほうかつ

支援
し え ん

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。 

介護
か い ご

の必要性
ひ つ よ う せ い

がとても高
たか

い人
ひ と

に、居宅
き ょ た く

介護等複数
か い ご と う ふ く す う

の  

サービスを包括的
ほ う か つ て き

に行
おこな

う。 

 重 症
じゅうしょう

心身
し ん し ん

障害児
し ょ う が い じ

 重度
じ ゅ う ど

の知的
ち て き

障害
しょうがい

及
お よ

び重度
じ ゅ う ど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が重複
ちょうふく

してい

る 児童
じ ど う

のこと。 

 

重度
じ ゅ う ど

訪問
ほ うもん

介護
か い ご

 

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。 

重度
じ ゅ う ど

の肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

で常
つね

に介護
か い ご

を必要
ひ つ よ う

とする人
ひ と

に、  

自宅
じ た く

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
し ょ く じ

の介護
か い ご

、外出時
が い し ゅ つ じ

における  

移動
い ど う

支援
し え ん

などを総合的
そ う ご う て き

に行
おこな

う。 

 

障害児
し ょ う が い じ

（者
し ゃ

）生活
せいかつ

サポート事業
じ ぎ ょ う

 在宅
ざ い た く

障害児
し ょ う が い じ

（ 者
し ゃ

） の 社会
し ゃ か い

活動
か つ どう

な ど を 支援
し え ん

す る た め 、

一時預
いちじあずかり

かりや送迎
そ う げ い

など、障害児
し ょ う が い じ

（者
し ゃ

）及
お よ

びその家族
か ぞ く

のニ

ーズに応
お う

じた福祉
ふ く し

サービスを実施
じ っ し

する民間
みんかん

団体
だんたい

に県
け ん

、

市町村
し ち ょ う そ ん

が補助
ほ じ ょ

を行
おこな

う事業
じ ぎ ょ う

。 

 

障害児通所
し ょ う が い じ つ う し ょ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

に基
も と

づき提供
ていきょう

されるサービス。 

障害児
し ょ う が い じ

に通所
つ う し ょ

させ、日常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
き ほ ん て き

な動作
ど う さ

の

指導
し ど う

、知識
ち し き

技能
ぎ の う

の付与
ふ よ

、集団
しゅうだん

. 生活
せいかつ

への適用
て き よ う

訓練等
く ん れ ん と う

の

サービスを提供
ていきょう

する事業
じ ぎ ょ う

をいう。児童
じ ど う

発達
は っ た つ

支援
し え ん

、医療型
い り ょ う が た

児童
じ ど う

発達
は っ た つ

支援
し え ん

、 居宅
き ょ た く

訪問型
ほ う も んが た

児童
じ ど う

発達
は っ た つ

支援
し え ん

、 放課後等
ほ う か ご と う

 

デイサービス、保育所等訪問
ほ い く し ょ と う ほ う も ん

支援
し え ん

がある。 

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

 障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
お よ

び社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

の支援
し え ん

などのための施策
し さ く

に関
かん

し、基本的
き ほ ん て き

理念
り ね ん

を定
さ だ

め、及
お よ

び国
く に

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

など

の責務
せ き む

を明
あ き

らかにするとともに、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
お よ

び社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

の支援
し え ん

などのための施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定
さ だ

め

ることなどにより、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
お よ

び社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

の支援
し え ん

な

どのための施策
し さ く

を総合的
そ う ご う て き

かつ計画的
け い か く て き

に推進
す い し ん

し、もって 

障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

を増進
ぞ う し ん

することを目的
も く て き

とする法律
ほ う り つ

。 
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行
ぎょう

 用語
よ う ご

 説明
せつめい

 

 

障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

支援
し え ん

センター 国
く に

の障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
か つ どう

普及
ふ き ゅ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

に基
も と

づき設置
せ っ ち

し、地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

の 芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
か つ どう

を支援
し え ん

する  

拠点
き ょ て ん

のこと。 

障害者
しょうがいしゃ

や事業所
じ ぎ ょ う し ょ

に対
たい

する相談
そ う だ ん

支援
し え ん

、支援
し え ん

人材
じ んざ い

の育成
い く せ い

、

権利
け ん り

保護
ほ ご

の推進
す い し ん

、支援者
し え ん し ゃ

のネットワーク構築
こ う ち く

などを行
おこな

っ

ている。 

 

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

 障害者
しょうがいしゃ

の人権
じ ん け ん

及
お よ

び基本的
き ほ ん て き

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

を確保
か く ほ

し、障害者
しょうがいしゃ

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そ く し ん

することを目的
も く て き

として 、

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の実現
じ つ げん

のための措置等
そ ち と う

について定
さ だ

める

条約
じょうやく

。 

平成
へいせい

１８年
ねん

１２月
がつ

１３日
に ち

に国連
こ く れ ん

総会
そ う か い

において採択
さ い た く

され、

平成
へいせい

２０年
ねん

５月
がつ

３日
に ち

に発効
は っ こ う

した。日本
に ほ ん

は平成
へいせい

１９年
ねん

９月
がつ

２８

日
に ち

に署名
し ょ め い

し、その後
ご

、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の改正
かいせい

、障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の成立
せい りつ

など様々
さまざま

な法制度
ほ う せ い ど

等
と う

の整備
せ い び

が行
おこな

われた。平成
へいせい

２６年
ねん

１月
がつ

２０日
に ち

には批准書
ひ じ ゅ ん し ょ

を寄託
き た く

。同年
ど う ね ん

２月
がつ

１９日
に ち

に同条約
どうじょうやく

は日本
に ほ ん

について、効力
こうりょく

を

発生
は っ せい

した。 

 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター 障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する通報
つ う ほ う

及
お よ

び相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

。本県
ほ んけ ん

からの

事業
じ ぎ ょ う

委託
い た く

により運営
う ん え い

されている。 

 
障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こ よ う り つ

 「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進等
そ く し ん と う

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」により事業主
じ ぎ ょ う ぬ し

に

義務付
ぎ む づ

けられている労働者
ろ う ど う し ゃ

の総数
そ う す う

に占
し

める障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の割合
わ りあ い

。 

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

 正式
せ い し き

名称
めいしょう

は「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
す い し ん

に関
かん

する法律
ほ う り つ

」。平成
へいせい

２８年
ねん

４月
がつ

１日
に ち

施行
し こ う

。障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
す い し ん

し、全
すべ

ての国民
こ く み ん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によっ

て分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じ ん か く

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
し ゃ か い

の実現
じ つ げん

に繋
つな

げることを目的
も く て き

とする

法律
ほ う り つ

。 

 

障害者
しょうがいしゃ

歯科
し か

診療所
しんりょうしょ

 多種多様
た し ゅ た よ う

な全身
ぜんし ん

疾患
し っ か ん

を有
ゆ う

するなど、一般
い っ ぱ ん

の歯科
し か

診療所
し んりょうし ょ

では対応
た い お う

が困難
こ ん な ん

な障害者
しょうがいしゃ

（寝
ね

たきりの高齢者
こ う れ い し ゃ

を含
ふ く

む）に

歯科
し か

治療
ち り ょ う

を 行
おこな

う 診療所
し んりょうし ょ

。 障害者
しょうがいしゃ

の 全身
ぜんし ん

管理
か ん り

や 行動
こ う ど う

管理
か ん り

、全身
ぜんし ん

麻酔
ま す い

での歯科
し か

治療
ち り ょ う

など専門的
せ ん も ん て き

な知識
ち し き

・技術
ぎ じ ゅ つ

を持
も

った歯科
し か

医療
い り ょ う

従事者
じ ゅ う じ し ゃ

が対応
た い お う

している。また、一般
い っ ぱ ん

の

歯科
し か

診療所
し んりょうし ょ

よりも広
ひ ろ

いスペースを有
ゆ う

し、移動
い ど う

ベッドのまま

治療
ち り ょ う

を行
おこな

うことができるなど、様々
さまざま

な配慮
は い り ょ

がなされてい

る。 

-270-



行
ぎょう

 用語
よ う ご

 説明
せつめい

 

 

障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター 

※通称
つうしょう

：ナカポツ 

就職
しゅうしょく

や職場
し ょ く ば

への定着
ていちゃく

が困難
こ ん な ん

な障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

に、福祉
ふ く し

、

保健
ほ け ん

、雇用
こ よ う

、教育
きょういく

などの関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の拠点
き ょ て ん

として

連絡
れ ん ら く

調整
ちょうせい

などを積極的
せっきょくてき

に 行
おこな

いながら、就業
しゅうぎょう

及
お よ

びこれに

伴
ともな

う 日常
にちじょう

生活
せいかつ

、 社会
し ゃ か い

生活上
せいかつじょう

の 支援
し え ん

を 一体的
い っ た い て き

に 行
おこな

う

施設
し せ つ

。県内
け んない

には１０か所
し ょ

設置
せ っ ち

されている。 

 

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

 障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

第
だい

89条
じょう

の３の規定
き て い

に基
も と

づき、障害者
しょうがいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

、医療
い り ょ う

、教育又
きょういくまた

は雇用
こ よ う

に係
かか

る関係者
か ん け い し ゃ

が

相互
そ う ご

の連携
れんけい

を図
はか

ることにより、地域
ち い き

における障害者等
しょうが いしゃとう

へ

の支援
し え ん

体制
たいせい

に関
かん

する課題
か だ い

について情報
じょうほう

共有
きょうゆう

し、地域
ち い き

の

実情
じつじょう

に応
お う

じた支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ることを目的
も く て き

として

設置
せ っ ち

する協議会
き ょ う ぎ か い

 

 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ指導員
し ど う い ん

 障害者
しょうがいしゃ

が安全
あんぜん

にスポーツできるための専門的
せ ん も ん て き

な知識
ち し き

を

持
も

っており、障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

するスポーツ大会
たいかい

やイベントで

活動
か つ どう

している者
も の

。（公財
こ う ざ い

）日本障
に ほ ん し ょ う

がい者
し ゃ

スポーツ協会
きょうかい

の

認定
にんてい

資格
し か く

で、上級
じょうきゅう

・中級
ちゅうきゅう

・初級
しょきゅう

の３段階
だんかい

に分
わ

かれてい

る。 

 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

 正式
せ い し き

名称
めいしょう

は 「 障害者
しょうがいしゃ

の 日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
お よ

び 社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

を

総合的
そ う ご う て き

に支援
し え ん

するための法律
ほ う り つ

」。障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）が自立
じ り つ

し

た日常
にちじょう

生活又
せいかつまた

は社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう、必要
ひ つ よ う

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスに係
かか

る給付
き ゅ う ふ

その他
た

の支援
し え ん

を 行
おこな

い、

もって障害者
しょうがいしゃ

及
お よ

び障害児
し ょ う が い じ

の福祉
ふ く し

の増進
ぞ う し ん

を図
はか

るとともに、

障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず国民
こ く み ん

が相互
そ う ご

に人格
じ ん か く

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し安心
あ ん し ん

して暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
し ゃ か い

の実現
じ つ げん

に寄与
き よ

す

ることを目的
も く て き

とする法律
ほ う り つ

。 

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス 障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

に基
も と

づき提供
ていきょう

されるサービス。 

居宅
き ょ た く

介護
か い ご

、 重度
じ ゅ う ど

訪問
ほ う も ん

介護
か い ご

、 同行
ど う こ う

援護
え ん ご

、 行動
こ う ど う

援護
え ん ご

、 療養
りょうよう

介護
か い ご

、 生活
せいかつ

介護
か い ご

、 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、 重度
じ ゅ う ど

障害者等包括
し ょうが いし ゃとう ほう かつ

支援
し え ん

、

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

、 自立
じ り つ

訓練
く ん れ ん

、 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

、 就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

、共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

、自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

の１

５種類
し ゅ る い

となる。 

 

消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

センター 県
け ん

や市町村
し ち ょ う そ ん

が設置
せ っ ち

する消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

に関
かん

する相談
そ う だ ん

や苦情
く じ ょ う

処理
し ょ り

などを 行
おこな

う施設
し せ つ

。消費者
し ょ う ひ し ゃ

安全法
あ んぜんほ う

により消費
し ょ う ひ

生活
せいかつ

相談員
そ う だ ん い ん

の配置
は い ち

や週
しゅう

４日
に ち

以上
い じ ょ う

の相談
そ う だ ん

実施
じ っ し

などが要件
よ う け ん

とな

っている。 
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行
ぎょう

 用語
よ う ご

 説明
せつめい

 

 

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

センター 職業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

促進法
そ く し ん ほ う

に基
も と

づき設置
せ っ ち

される、在職者
ざいしょくしゃ

を

対象
たいしょう

に 行
おこな

う技能
ぎ の う

向上
こうじょう

訓練
く ん れ ん

（技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

）、民間
みんかん

教育
きょういく

訓練
く ん れ ん

機関等
き か ん と う

に委託
い た く

して 行
おこな

う委託
い た く

訓練等
く ん れ ん と う

の職業
しょくぎょう

訓練
く ん れ ん

を実施
じ っ し

する施設
し せ つ

。 

 
ジョブコーチ 障害者

しょうがいしゃ

の職場
し ょ く ば

適応
て き お う

に課題
か だ い

がある場合
ば あ い

に、職場
し ょ く ば

に出向
で む

い

て障害者
しょうがいしゃ

の特性
と く せ い

を踏
ふ

まえた直接的
ちょくせつてき

で専門的
せ ん も ん て き

な支援
し え ん

を

行
おこな

い、職場
し ょ く ば

適応
て き お う

・定着
ていちゃく

を図
はか

る者
も の

。 

 
ジョブサポーター 「ジョブコーチ」や「障害者

しょうがいしゃ

職業
しょくぎょう

生活
せいかつ

相談員
そ う だ ん い ん

」等
と う

の正式
せ い し き

な呼称
こ し ょ う

ではなく、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

に 携
たずさ

わる機関等
き か ん と う

の

担当者
た ん と う し ゃ

全般
ぜんぱん

を指
さ

す研修
けんしゅう

事業上
じ ぎょ うじょ う

の県独自
け ん ど く じ

の呼称
こ し ょ う

。 

 
自立
じ り つ

訓練
くんれん

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活又
せいかつまた

は

社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

ができるよう、一定
い っ て い

期間
き か ん

、身体
し んた い

機能又
き の う ま た

は生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひ つ よ う

な訓練
く ん れ ん

を行
おこな

う。 

 
自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
い り ょ う

 障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

に基
も と

づく医療
い り ょ う

給付
き ゅ う ふ

。 

原則
げ ん そ く

として９０％の医療費
い り ょ う ひ

を医療
い り ょ う

保険
ほ け ん

と公費
こ う ひ

で負担
ふ た ん

し、 

１０％を自己
じ こ

負担
ふ た ん

する。 

 

自立
じ り つ

支援協
し え ん き ょ う

議会
ぎ か い

 障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

第
だい

８９条
じょう

の３の規定
き て い

により地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が設置
せ っ ち

する協議会
き ょ う ぎ か い

で、障害者
しょうがいしゃ

及
お よ

び障害児
し ょ う が い じ

がその有
ゆ う

する能力
のうりょく

及
お よ

び適性
て き せい

に応
お う

じ、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活又
せいかつまた

は社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよう支援
し え ん

することを目的
も く て き

とし、

関係
かんけい

機関
き か ん

や関係
かんけい

団体
だんたい

並
な ら

びに障害者等
しょうが いしゃとう

で構成
こ う せ い

される。

現在
げんざい

、障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法上
し え ん ほ う じ ょ う

は 、単
た ん

に「協議会
き ょ う ぎ か い

」という

名称
めいしょう

になっている。 

 
自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
え ん じ ょ

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。 

自宅
じ た く

や関係
かんけい

機関
き か ん

を訪問
ほ う も ん

して、一人暮
ひ と り ぐ

らし等
と う

を始
は じ

める

障害者
しょうがいしゃ

を支援
し え ん

する。 

 

新生児
し ん せ い じ

聴覚
ちょうかく

検査
け ん さ

 生後
せ い ご

１、２日目
に ち め

頃
こ ろ

の入院中
にゅういんちゅう

の新生児
し ん せ い じ

を対象
たいしょう

に、音
お と

が聞
き

こ

えたときに出
で

る脳波
の う は

の一種
い っ し ゅ

を検査
け ん さ

する方法
ほ う ほ う

。 

検査
け ん さ

は自動聴性脳
じ ど う ち ょ う せ い の う

幹反応
かんは んの う

（自動
じ ど う

ＡＢＲ）で 行
おこな

う。「聞
き

こ

え」の障害
しょうがい

を早期
そ う き

に発見
は っ け ん

し、適切
てき せつ

な指導
し ど う

を受
う

けることで、

新生児
し ん せ い じ

の能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

させ、言語
げ ん ご

の発達
は っ た つ

を 促
うなが

すこ

とができる。 
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身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

 身体
し んた い

障害児
し ょ う が い じ

・者
し ゃ

に対
たい

して一貫
い っ かん

した相談
そ う だ ん

・支援
し え ん

を行
おこな

うとと

もに、各種
か く し ゅ

の援助
え ん じ ょ

を受
う

けやすくするために、一定
い っ て い

の障害
しょうがい

のある者
も の

に対
たい

し申請
し んせい

に基
も と

づく障害
しょうがい

程度
て い ど

を判定
は んてい

し、身体
し んた い

障害者
しょうがいしゃ

であることの 証票
しょうひょう

として都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

（又
ま た

は

政令
せいれい

市長
し ち ょ う

、中核
ちゅうかく

市長
し ち ょ う

）が交付
こ う ふ

する手帳
て ち ょ う

。各種
か く し ゅ

福祉
ふ く し

サービ

スを利用
り よ う

する際
さ い

に活用
か つ よ う

できる。 

また、各免除
か く め ん じ ょ

、割引
わ り び き

制度
せ い ど

についても手帳
て ち ょ う

の交付
こ う ふ

を受
う

けて

いることがその対象
たいしょう

の要件
よ う け ん

となっている場合
ば あ い

がある。 

 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助犬
ほ じ ょ け ん

 目
め

や耳
みみ

、手足
て あ し

が不自由
ふ じ ゆ う

な方
かた

をサポートする盲導犬
も う ど う け ん

や  

聴導犬
ちょうどうけん

、介助犬
か い じ ょ け ん

のこと。 

法律
ほ う り つ

に基
も と

づき認定
にんてい

され、特別
と く べ つ

な訓練
く ん れ ん

を受
う

けている。ハー

ネスや胴衣
ど う い

などに補助犬
ほ じ ょ け ん

を示
し め

す表示
ひ ょ う じ

を付
つ

け、電車
で ん し ゃ

やバス

などの交通
こ う つ う

機関
き か ん

、スーパーや飲食店
いんしょくてん

、ホテルなどに同伴
ど う は ん

する。 

 

ストーマ用
よ う

装具
そ う ぐ

 人工
じ ん こ う

膀胱
ぼ う こ う

や人工
じ ん こ う

肛門
こ う も ん

を造設
ぞ う せ つ

した際
さ い

、腹部
ふ く ぶ

に作
つ く

られたスト

ーマから排泄
はいせつ

される「尿
にょう

」若
わか

しくは「便
びん

」を貯留
ちょりゅう

するため

の装具
そ う ぐ

。 

原則
げ ん そ く

としてビニールで作
つ く

られ、用途別
よ う と べ つ

に人工
じ ん こ う

膀胱用
ぼ う こ う よ う

と

人工
じ ん こ う

肛門用
こ う も ん よ う

に分
わ

けられる。 

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。 

常
つね

に介護
か い ご

を必要
ひ つ よ う

とする人
ひ と

に、昼間
ひ る ま

、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
し ょ く じ

の

介護等
か い ご と う

を 行
おこな

うと とも に、創作的
そ う さ く て き

活動又
か つ ど う ま た

は生産
せい さ ん

活動
か つ どう

の

機会
き か い

を提供
ていきょう

する。 

 

生活
せいかつ

支援員
し え ん い ん

 施設
し せ つ

などで障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

や身体
し んた い

機能
き の う

・

生活
せいかつ

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

に向
む

けた支援
し え ん

を 行
おこな

うほか、必要
ひ つ よ う

に応
お う

じ

て障害者
しょうがいしゃ

と 共
と も

に創作
そ う さ く

・ 生産
せい さ ん

活動
か つ どう

を 行
おこな

っ た り 、作業
さ ぎ ょ う

の

指導等
し ど う と う

を行
おこな

ったりする職員
しょくいん

のこと。 

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
て ち ょ う

 精神
せい し ん

障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ か い

復帰
ふ っ き

及
お よ

び自立
じ り つ

と社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

の促進
そ く し ん

を

図
はか

ることを目的
も く て き

として、精神
せい し ん

疾患
し っ か ん

を有
ゆ う

する者
も の

のうち、精神
せい し ん

障害
しょうがい

のために長期
ち ょ う き

に渡
わた

り日常
にちじょう

生活又
せいかつまた

は社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

への

制約
せ い や く

がある者
も の

を対象
たいしょう

として交付
こ う ふ

する手帳
て ち ょ う

。各種
か く し ゅ

福祉
ふ く し

サー

ビスを利用
り よ う

する際
さ い

に活用
か つ よ う

できる。また、各免除
か く め ん じ ょ

、割引
わ り び き

制度
せ い ど

についても手帳
て ち ょ う

の交付
こ う ふ

を受
う

けていることがその対象
たいしょう

の

要件
よ う け ん

となっている場合
ば あ い

がある。 
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精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター 県民
け んみん

のメンタルヘルスの保持
ほ じ

及
お よ

び向上
こうじょう

、並
な ら

びに精神
せい し ん

障害者
しょうがいしゃ

の社会
し ゃ か い

復帰
ふ っ き

の支援
し え ん

を図
はか

る総合的
そ う ご う て き

な施設
し せ つ

。 

メンタルヘルスに関
かん

する相談
そ う だ ん

、啓発
けいはつ

普及
ふ き ゅ う

事業等
じ ぎ ょ う と う

を行
おこな

う。 

 

成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

 判断
は んだん

能力
のうりょく

が十分
じゅうぶん

ではない者
も の

について、本人
ほ んにん

の権利
け ん り

を守
ま も

る援助者
え ん じ ょ し ゃ

を選
え ら

ぶことで本人
ほ んにん

を法律的
ほ う り つ て き

に支援
し え ん

する制度
せ い ど

。

家庭
か て い

裁判所
さ い ば ん し ょ

によって選任
せんにん

された援助者
え ん じ ょ し ゃ

が法律
ほ う り つ

行為
こ う い

の

同意権
ど う い け ん

や取消権
と り け し け ん

及
お よ

び代理権
だ い り け ん

をもって援助
え ん じ ょ

を行
おこな

う。 

 

総合
そ う ご う

療育
りょういく

相談
そ うだ ん

センター 

※通称
つうしょう

：ＳＲＣ 

子
こ

どもたちや障害
しょうがい

のある方
かた

が、地域
ち い き

や家庭
か て い

でいきいきと

暮
く

らせるように、医療
い り ょ う

と福祉
ふ く し

の一体的
い っ た い て き

な相談
そ う だ ん

、判定
は んてい

を行
おこな

うとともに、他
た

職種間
しょくしゅかん

の専門的
せ ん も ん て き

なチームアプローチによる

質
し つ

の高
たか

い療育
りょういく

・医療
い り ょ う

の提供
ていきょう

を行
おこな

う施設
し せ つ

。 

 

相談
そ うだ ん

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひ と

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

を営
いとな

むこ

とができるよう、相談
そ う だ ん

を受
う

けたり、必要
ひ つ よ う

な助言
じ ょ げ ん

や関係
かんけい

機関
き か ん

との連絡
れ ん ら く

調整
ちょうせい

などの支援
し え ん

を行
おこな

うもの。 

基本
き ほ ん

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

、地域
ち い き

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

、計画
け い か く

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

がある。 

 

相談
そ う だ ん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

 障害
しょうがい

のある人
ひ と

が自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

、社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

を営
いとな

むこ

とができるよう、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスなどの利用
り よ う

計画
け い か く

の

作成
さ く せ い

や地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

・定着
ていちゃく

に向
む

けた支援
し え ん

、住宅
じゅうたく

入居等支援
に ゅ う き ょ と う し え ん

事業
じ ぎ ょ う

や成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

に関
かん

す

る支援
し え ん

など、障害
しょうがい

のある人
ひ と

の全般的
ぜんぱ んてき

な相談
そ う だ ん

支援
し え ん

を 行
おこな

う

者
も の

として厚生
こ う せ い

労働
ろ う ど う

大臣
だ い じ ん

が定
さ だ

めるもの。 

 
短期
た ん き

入所
にゅうしょ

 

（ショートステイ） 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスのひとつ。自宅
じ た く

で介護
か い ご

する人
ひ と

が病気
び ょ う き

の場合
ば あ い

などに、短期間
た ん き か ん

、夜間
や か ん

も含
ふ く

め施設等
し せ つ と う

で、入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ、食事
し ょ く じ

の介護等
か い ご と う

を行
おこな

う。 

 
地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

 施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している障害者又
しょうがいしゃまた

は精神科
せ い し ん か

病院
びょういん

に入院
にゅういん

して

いる障害者
しょうがいしゃ

に住居
じゅうきょ

の確保
か く ほ

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひ つ よ う

な相談
そ う だ ん

や

助言
じ ょ げ ん

を行
おこな

う。 

 

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点等
き ょ て ん と う

 障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

の重度化
じ ゅ う ど か

・高齢化
こ う れ い か

や「親
おや

亡
な

き後
あ と

」を見据
み す

え、

居住
きょじゅう

支援
し え ん

のための機能
き の う

（相談
そ う だ ん

、緊急時
き ん き ゅ う じ

の受入
う け い

れ・対応
た い お う

、

体験
た いけ ん

の機会
き か い

・場
ば

、専門的
せ ん も ん て き

人材
じ んざ い

の確保
か く ほ

・養成
よ う せ い

、地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり）を、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
お う

じた創意
そ う い

工夫
く ふ う

により整備
せ い び

する

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
さ さ

えるサービス提供
ていきょう

体制
たいせい

（面的
め ん て き

な体制
たいせい

を含
ふ く

む。） 
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地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

 障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

が、自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活又
せいかつまた

は社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

を営
いとな

むこ

とができるよう、地域
ち い き

の実情
じつじょう

や利用者
り よ う し ゃ

の状況
じょうきょう

に応
お う

じて

地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

が柔軟
じゅうなん

な形態
け いたい

で実施
じ っ し

する事業
じ ぎ ょ う

で、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付等事業
き ゅ う ふ と う じ ぎ ょ う

や、外出
がいしゅつ

のための移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

などが 

ある。 

 地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

 地域
ち い き

で一人暮
ひ と り ぐ

らしをしている障害者
しょうがいしゃ

と連絡
れ ん ら く

体制
たいせい

を確保
か く ほ

し、緊急時
き ん き ゅ う じ

の相談
そ う だ ん

や助言
じ ょ げ ん

を行
おこな

う。 

 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム 重度
じ ゅ う ど

な要介護
よ う か い ご

状態
じょうたい

となっても住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

ら

しい暮
く

らしを人生
じ んせい

の最後
さ い ご

まで続
つづ

けることができるよう、住
す

まい・医療
い り ょ う

・介護
か い ご

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

・生活
せいかつ

支援
し え ん

が一体的
い っ た い て き

に提供
ていきょう

される仕組
し く

み。 

地域
ち い き

包括
ほ う かつ

ケアシステムは、介護
か い ご

保険
ほ け ん

の保険者
ほ け ん し ゃ

である

市町村
し ち ょ う そ ん

や都道府県
と ど う ふ け ん

が、地域
ち い き

の自主性
じ し ゅ せ い

や主体性
し ゅた い せ い

に基
も と

づ

き、地域
ち い き

の特性
と く せ い

に応
お う

じて作
つ く

り上
あ

げていくことが必要
ひ つ よ う

とされ

る。 

 

精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケア

システム 

※通称
つうしょう

：にも包括
ほうかつ

 

上段
じょうだん

の「地域
ち い き

包括
ほ う かつ

ケアシステム」の 考
かんが

え方
かた

が基本
き ほ ん

であ

るが、現在
げんざい

の法律
ほ う り つ

や制度
せ い ど

では、精神
せい し ん

保健
ほ け ん

や精神
せい し ん

医療
い り ょ う

の

施策
し さ く

が 必
かなら

ずしも地域
ち い き

保健法
ほ け ん ほ う

や社会
し ゃ か い

福祉法
ふ く し ほ う

、医療法
い り ょ う ほ う

など

に規定
き て い

される各種
か く し ゅ

施策
し さ く

と一体
い っ た い

となっていないという現状
げんじょう

から、この状況
じょうきょう

を改善
かいぜん

し、地域
ち い き

の各種
か く し ゅ

施策
し さ く

で精神
せい し ん

障害等
しょうがいとう

を抱
かか

えた方
かた

を特別
と く べ つ

別扱
べつあつか

いすることなく、精神
せい し ん

障害
しょうがい

「にも」

対応
た い お う

していくことが重要
じゅうよう

であるという 考
かんが

えから生
う

まれた

仕組
し く

み。 

 

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター 地域
ち い き

の 高齢者
こ う れ い し ゃ

の 総合
そ う ご う

相談
そ う だ ん

、 権利
け ん り

擁護
よ う ご

や 地域
ち い き

の 支援
し え ん

体制
たいせい

づくり、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

の必要
ひ つ よ う

な援助
え ん じ ょ

などを行
おこな

い、高齢者
こ う れ い し ゃ

の保健
ほ け ん

医療
い り ょ う

の向上
こうじょう

及
お よ

び福祉
ふ く し

の増進
ぞ う し ん

を包括的
ほ う か つ て き

に支援
し え ん

す

ることを目的
も く て き

とし、地域
ち い き

包括
ほ う かつ

ケア実現
じ つ げん

に向
む

けた中核的
ちゅうかくてき

な

機関
き か ん

として市町村
し ち ょ う そ ん

が設置
せ っ ち

する。 

 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

センター 身体
し んた い

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

第
だい

３４条
じょう

に定
さ だ

める視聴覚
し ち ょ う か く

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

の一
ひ と

つ。 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する情報
じょうほう

・コミュニケーション支援
し え ん

の

拠点
き ょ て ん

施設
し せ つ

と し て 、 手話通
し ゅ わ つ う

訳者
や く し ゃ

・ 要約筆記者
よ う や く ひ っ き し ゃ

の 養成
よ う せ い

や

派遣
は け ん

、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する相談
そ う だ ん

事業
じ ぎ ょ う

、情報
じょうほう

機器
き き

の貸出
か し だ し

、

字幕
じ ま く

・手話
し ゅ わ

入
い

りビデオの貸出
か し だ し

などを実施
じ っ し

している。 
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通級
つうきゅう

指導
し ど う

 発達
は っ た つ

障害
しょうがい

がある生徒
せ い と

が、ほとんどの授業
じゅぎょう

を通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

で受
う

けながら、学習
がくしゅう

・生活上
せいかつじょう

の困難
こ ん な ん

を改善
かいぜん

・克服
こ く ふ く

するた

めに受
う

ける特別
と く べ つ

な指導
し ど う

（県立
け ん り つ

高校
こ う こ う

の場合
ば あ い

）。 

 
ＴＳＰＳ 

（信号
し ん ご う

情報
じょうほう

活用
か つ よう

運転
う ん て ん

支援
し え ん

システム） 

一般道路上
い っ ぱ ん ど う ろ じ ょ う

にある高度化光
こ う ど か ひ か り

ビーコンからの情報
じょうほう

を用
も ち

い

て、信号
し ん ご う

交差点
こ う さ て ん

での減速
げ ん そ く

や発進
は っ し ん

など、円滑
えんかつ

に通行
つ う こ う

するた

めの運転
う ん て ん

を支援
し え ん

するシステム。 

 
ＤＳＳＳ 

（安全
あんぜん

運転
う ん て ん

支援
し え ん

システム） 

ドライバーが視認
し に ん

困難
こ ん な ん

な位置
い ち

にある自動車
じ ど う し ゃ

を、感知機
か ん ち き

が

検出
けんしゅつ

し、その情報
じょうほう

を車載
し ゃ さ い

装置
そ う ち

などを通
と お

して提供
ていきょう

し、注意
ち ゅ う い

を促
うなが

すシステム。 

 テレワーク 情報
じょうほう

通信
つ う し ん

技術
ぎ じ ゅ つ

を活用
か つ よ う

した、場所
ば し ょ

や時間
じ か ん

にとらわれない 

柔軟
じゅうなん

な働
はたら

き方
かた

のこと。 

 

デイジー図書
と し ょ

 デ イ ジ ー （ DAISY ） と は 、 Digital Accessible 

Information System の略
りゃく

で、視覚
し か く

障害
しょうがい

や発達
は っ た つ

障害
しょうがい

、

肢体不自由
し た い ふ じ ゆ う

その他
た

の障害
しょうがい

により視覚
し か く

による表現
ひょうげん

の認識
に ん し き

が困難
こ ん な ん

な方
かた

のために制作
せ い さ く

されるデジタル図書
と し ょ

の国際標
こくさいひょう

準規格
じ ゅ ん き か く

で製作
せ い さ く

された電子
で ん し

書籍
し ょ せ き

の総称
そうしょう

を指
さ

す。 

読
よ

みたい章
しょう

やページに移動
い ど う

したり、再生
さ い せい

スピードを変
か

え

たりすることができ、音声
おんせい

デイジー、テキストデイジー、マ

ルチメディアデイジー等
と う

がある。 

 

点字
て ん じ

図書館
と し ょ か ん

 身体
し んた い

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

第
だい

３４条
じょう

に定
さ だ

める視聴覚
し ち ょ う か く

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

の一
ひ と

つ。 

点字
て ん じ

図書
と し ょ

やデイジー図書
と し ょ

の製作
せ い さ く

・貸出
か し だ し

、図書
と し ょ

の紹介
しょうかい

、

点訳
て ん や く

ボランティア・録音
ろ く お ん

ボランティアの養成
よ う せ い

などを実施
じ っ し

し

ている。 

 

電話
で ん わ

リレーサービス 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

と聴者
ちょうしゃ

を電話
で ん わ

リレーサービスセンターにいる

通訳
つ う や く

オペレーターがテレビ電話
で ん わ

や文字
も じ

チャットを使
つか

って、

“手話
し ゅ わ

や文字
も じ

”と“音声
おんせい

”を通訳
つ う や く

することにより、電話
で ん わ

で 

即時
そ く じ

双方向
そ う ほ う こ う

につなぐサービス。 

 

特別
と くべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

 小
しょう

・ 中学校
ちゅうがっこう

に お い て 、 障害
しょうがい

の あ る 児童
じ ど う

生徒
せ い と

（ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

、身体虚弱者
し んた い き ょ じ ゃく し ゃ

、弱視者
じ ゃ く し し ゃ

、難聴者
なんちょうしゃ

、

言語
げ ん ご

障害者
しょうがいしゃ

、自閉症
じ へ い し ょ う

・情緒
じょうちょ

障害者
しょうがいしゃ

）に対
たい

し、障害
しょうがい

による

学習上又
がくしゅうじょうまた

は生活上
せいかつじょう

の困難
こ ん な ん

を克服
こ く ふ く

するための教育
きょういく

を行
おこな

う   

学級
がっきゅう

。 
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特別
と くべつ

支援
し え ん

学校
が っ こ う

 視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

又
ま た

は病弱者
びょうじゃくしゃ

（身体虚弱者
し んた い き ょ じ ゃく し ゃ

を含
ふ く

む。）に対
たい

して、幼稚園
よ う ち え ん

、

小学校
しょうがっこう

、中学校又
ちゅうがっこうまた

は高等
こ う と う

学校
が っ こ う

に準
じゅん

ずる教育
きょういく

を施
ほどこ

すとと

もに、障害
しょうがい

による学習上又
がくしゅうじょうまた

は生活上
せいかつじょう

の困難
こ ん な ん

を克服
こ く ふ く

し

自立
じ り つ

を図
はか

るために必要
ひ つ よ う

な知識
ち し き

技能
ぎ の う

を授
さ ず

けることを目的
も く て き

と

した学校
が っ こ う

。 

 
Ｎｅt119 音声

おんせい

による１１９番
ばん

通報
つ う ほ う

が困難
こ ん な ん

な聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある方
かた

、  

言語
げ ん ご

障害
しょうがい

のある方
かた

が、スマートフォン等
と う

の携帯
け いたい

情報
じょうほう

端末
た んまつ

から、円滑
えんかつ

に消防
しょうぼう

への通報
つ う ほ う

を行
おこな

えるようにするシステム。 

 難病
なんびょう

 発病
はつびょう

の機構
き こ う

が明
あ き

らかでなく、かつ、治療
ち り ょ う

方法
ほ う ほ う

が確立
か く り つ

して

いない希少
き し ょ う

な疾病
し っ ぺ い

であって、当該疾病
と う が い し っ ぺ い

にかかることによ

り長期
ち ょ う き

にわたり療養
りょうよう

を必要
ひ つ よ う

とすることとなるものをいう。   

 ノーマライゼーション 障害者
しょうがいしゃ

を特別視
と く べ つ し

するのではなく、誰
だれ

もがその人
ひ と

らしく暮
く

ら

すことのできる社会
し ゃ か い

の実現
じ つ げん

のため、条件
じょうけん

が整
ととの

えられ、とも

に生
い

きる社会
し ゃ か い

こそノーマルな社会
し ゃ か い

であるとした思想
し そ う

。 

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

 

 

 

自閉症
じ へ い し ょ う

、 ア ス ペ ル ガ ー 症候群
しょうこうぐん

そ の 他
た

の 広汎性
こ う は ん せ い

発達
は っ た つ

障害
しょうがい

、  学習
がくしゅう

障害
しょうがい

（ LD ） 、 注意欠陥多動
ち ゅ う い け っ か ん た ど う

性障害
せいしょうがい

（ADHD）その他
た

  これに類
る い

する脳機能
の う き の う

の障害
しょうがい

で、その

症状
しょうじょう

が通常
つうじょう

低年齢
ていねんれい

に おいて発現
はつげん

するもの。 

 

発達
は ったつ

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

マネージャー 障害者
しょうがいしゃ

総合
そ う ご う

支援法
し え ん ほ う

に 基
も と

づ く 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

に

位置付
い ち づ

けられ、各地域
か く ち い き

における発達
は っ た つ

障害児者
し ょ う が い じ し ゃ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に係
かか

る市町村
し ち ょ う そ ん

や事業所等
じ ぎ ょ う し ょ と う

への支援
し え ん

・助言
じ ょ げ ん

や、医療
い り ょ う

機関
き か ん

との連携等
れ ん け い と う

を図
はか

る役割
や く わ り

を持
も

つ者
も の

。 

 

バリアフリー 障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こ う れ い し ゃ

などの社会的
し ゃ か い て き

弱者
じゃくしゃ

にとって、社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

に 参加
さ ん か

する上
う え

で生活
せいかつ

の支障
し し ょ う

となる物理的
ぶ つ り て き

な障害
しょうがい

や、

精神的
せ い し ん て き

な障壁
しょうへき

を取
と

り除
の ぞ

くための施策
し さ く

、若
も

しくは具体的
ぐ た い て き

に

障害
しょうがい

を取
と

り除
の ぞ

いた事物
じ ぶ つ

及
お よ

び状態
じょうたい

を指
さ

す用語
よ う ご

。 

 

ピア（当事者
と う じ し ゃ

）サポーター 

ピアカウンセリング 

ピアサポート 

「ピア」とは「仲間
な か ま

」という意味
い み

。 

「ピアサポーター」とは、自分
じ ぶ ん

の精神
せい し ん

障害
しょうがい

や精神
せい し ん

疾患
し っ か ん

の

体験
た いけ ん

を活
い

かし、 ピア(仲間
な か ま

)として支
さ さ

え合
あ

う活動
か つ どう

をする方
かた

たちのことを指
さ

す。 

「ピアカウンセリング」とは、同
お な

じような立場
た ち ば

や悩
なや

みを抱
かか

え

た人
ひ と

たちが集
あつ

まって、同
お な

じ仲間
な か ま

として 行
おこな

うカウンセリン

グ、「ピアサポート」とは「仲間
な か ま

同士
ど う し

の支
さ さ

え合
あ

い」を指
さ

す。 
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ファックス１１０番
ばん

 聴覚又
ちょうかくまた

は音声
おんせい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

が、ファックスによって１

１０番
ばん

通報
つ う ほ う

が行
おこな

えるように、ファックス受信機
じ ゅ し ん き

を警察
け い さ つ

本部
ほ ん ぶ

通信
つ う し ん

指令課
し れ い か

に設置
せ っ ち

して運用
う ん よ う

し、事件
じ け ん

・事故
じ こ

の早期
そ う き

対応
た い お う

を

図
はか

る も の 。 フ ァ ッ ク ス に は 「 事件
じ け ん

か 事故
じ こ

か 」 、 「発生
は っ せい

場所
ば し ょ

」 、 「 発生
は っ せい

時間
じ か ん

」 、 「 被害
ひ が い

状況
じょうきょう

や 犯人
は んにん

の 情報
じょうほう

」 、

「通報者
つ う ほ う し ゃ

の住所
じゅうしょ

、氏名
し め い

、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

」を書
か

き込
こ

む必要
ひ つ よ う

があ

る。 

 

福祉
ふ く し

タクシー 障害者
しょうがいしゃ

の 利便性
り べ ん せ い

や 社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

促進
そ く し ん

を 図
はか

る た め に 、

各市町村
か く し ち ょ う そ ん

が実施
じ っ し

している事業
じ ぎ ょ う

。 タクシーの初乗
は つ の り

運賃
う ん ち ん

相当額
そ う と う が く

を割引
わ り び き

できる利用券
り よ う け ん

が障害者
しょうがいしゃ

に交付
こ う ふ

される。

利用券
り よ う け ん

の交付
こ う ふ

枚数
ま い す う

は市町村
し ち ょ う そ ん

によって異
こ と

なる。 

 

福祉的
ふ く し て き

就労
しゅうろう

 

 

障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

の形態
け いたい

で、就労
しゅうろう

継続
け い ぞ く

支援
し え ん

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

などで

就労
しゅうろう

すること。 

一方
い っ ぽ う

で、民間
みんかん

企業
き ぎ ょ う

などで雇用
こ よ う

関係
かんけい

に基
も と

づき 働
はたら

くことを  

「一般
い っ ぱ ん

就労
しゅうろう

」という。 

 
優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

 

 

障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設等
し せ つ と う

で就労
しゅうろう

する障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

の促進
そ く し ん

に

資
し

するため、障害
しょうがい

者優先
し ゃ ゆ う せ ん

調達
ちょうたつ

推進法
す い し ん ほ う

に基
も と

づき、県
け ん

が行
おこな

う物品等
ぶ っ ぴ ん と う

の調達
ちょうたつ

を指
さ

す。 

 

ユニバーサルデザイン 年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、文化
ぶ ん か

、身体
し んた い

の状況
じょうきょう

など、人々
ひとびと

が持
も

つさまざま

な個性
こ せ い

や違
ちが

いにかかわらず、最初
さ い し ょ

から誰
だれ

もが利用
り よ う

しやす

く、暮
く

らしやすい社会
し ゃ か い

となるよう、まちや建物
た て もの

、もの、しく

み、サービスなどを提供
ていきょう

していこうとする 考
かんが

え方
かた

のこと 

 
ユニバーサルツーリズム 年齢

ねんれい

、性別
せいべつ

、文化
ぶ ん か

、身体
し んた い

の状況
じょうきょう

など、人々
ひとびと

が持
も

つさまざま

な個性
こ せ い

や違
ちが

いにかかわらず、全
すべ

ての人
ひ と

が気兼
き が

ねなく参加
さ ん か

し楽
たの

しめる旅行
り ょ こ う

のこと。 

 福祉
ふ く し

避難所
ひ な ん じ ょ

 障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こ う れ い し ゃ

など、一般
い っ ぱ ん

の避難所
ひ な ん じ ょ

では対応
た い お う

が 難
むずか

しい  

要配慮者
よ う は い り ょ し ゃ

のために、特別
と く べ つ

の配慮
は い り ょ

がなされている避難所
ひ な ん じ ょ

。 

 

福祉
ふ く し

有償
ゆうしょう

運送
う ん そ う

 「タクシー等
と う

の公共
こうきょう

交通
こ う つ う

機関
き か ん

によっては要介護者
よ う か い ご し ゃ

、身体
し んた い

障害者等
しょうが いしゃとう

に対
たい

する十分
じゅうぶん

な輸送
ゆ そ う

サービスが確保
か く ほ

できな

い」と認
み と

められる場合
ば あ い

に、市町村
し ち ょ う そ ん

または特定
と く て い

非営利
ひ え い り

活動
か つ どう

法人等
ほ う じ ん と う

が、当該
と う が い

市町村
し ち ょ う そ ん

に利用
り よ う

登録
と う ろ く

を 行
おこな

った者
も の

、または

当該
と う が い

非営利
ひ え い り

活動
か つ どう

法人等
ほ う じ ん と う

の会員
かいいん

に対
たい

して行
おこな

う原則
げ ん そ く

として

ドア・ツー・ドアの個別
こ べ つ

輸送
ゆ そ う

サービスを 行
おこな

うため、乗車
じょうしゃ

定員
てい い ん

１１人
にん

未満
み ま ん

の自家用
じ か よ う

自動車
じ ど う し ゃ

を使用
し よ う

して運送
う ん そ う

を 行
おこな

う

もの。 
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行
ぎょう

 用語
よ う ご

 説明
せつめい

 

 

メール１１０番
ばん

 聴覚又
ちょうかくまた

は音声
おんせい

・言語
げ ん ご

機能
き の う

障害者
しょうがいしゃ

が、携帯
け いたい

電話
で ん わ

の電子
で ん し

メ

ールやパソコンのインターネット機能
き の う

を利用
り よ う

して緊急
きんきゅう

  

通報
つ う ほ う

が 行
おこな

えるように、専用
せ ん よ う

のパソコンを警察
け い さ つ

本部
ほ ん ぶ

通信
つ う し ん

 

指令課
し れ い か

に設置
せ っ ち

して、事件
じ け ん

・事故
じ こ

の早期
そ う き

対応
た い お う

を図
はか

るもの。 

メ ー ル に は 「 事件
じ け ん

か 事故
じ こ

か 」 、 「 発生
は っ せい

場所
ば し ょ

」 、 「 発生
は っ せい

時間
じ か ん

」、「被害
ひ が い

状況
じょうきょう

や犯人
は んにん

の情報
じょうほう

」、「通報者
つ う ほ う し ゃ

の氏名
し め い

、

年齢
ねんれい

」などの項目
こ う も く

がある。 

 盲
も う

ろう者
し ゃ

 視覚
し か く

障害
しょうがい

と聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

が重複
ちょうふく

している者
も の

。 

 

 ヤングケアラー ケアラーのうち、１８歳
さ い

未満
み ま ん

の者
も の

。 

 

 
ユニバーサルデザイン 年齢

ねんれい

、性別
せいべつ

、能力
のうりょく

の違
ちが

いなどに関
かか

わらず、全
すべ

ての人
ひ と

が暮
く

らしやすい街
ま ち

や、利用
り よ う

しやすい施設
し せ つ

、製品
せいひん

、サービスなど

を作
つ く

っていこうとする 考
かんが

え方
かた

。 

 

要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のためのコミュニケーションの１つで、話
は な

し手
て

の内容
な い よ う

を筆記
ひ っ き

して聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に伝達
でんたつ

するもの。 

一般的
い っ ぱ ん て き

にはＯＨＰ（オーバーヘッドプロジェクター）などを

使用
し よ う

し、話
は な

し手
て

の 話
はなし

の内容
な い よ う

をＴＰ（トランス・ペアレンシ

ー）に書
か

き、スクリーンに投影
と う え い

する方法
ほ う ほ う

が多
おお

く用
も ち

いられる。 

近年
き んね ん

では、パソコンで入力
にゅうりょく

した画面
が め ん

をビデオプロジェク

ターで投影
と う え い

する方法
ほ う ほ う

も用
も ち

いられてきている。 

 
要約筆記者
よ う や く ひ っ き し ゃ

 所定
し ょ て い

の講習
こうしゅう

を受
う

けて 要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

を 行
おこな

うために 必要
ひ つ よ う

な

専門性
せんもんせい

の高
たか

い知識
ち し き

と技術
ぎ じ ゅ つ

を習得
しゅうとく

し、聴覚
ちょうかく

に障害
しょうがい

のある

方
かた

とない方
かた

とのコミュニケーションを支援
し え ん

する者
も の

。 

 

リハビリテーション 障害者
しょうがいしゃ

の身体的
し ん た い て き

、精神的
せ い し ん て き

、社会的
し ゃ か い て き

な適応
て き お う

能力
のうりょく

回復
か い ふ く

のた

めの技術的
ぎ じ ゅ つ て き

プログラムにとどまらず、障害者
しょうがいしゃ

のライフステ

ージの全
すべ

ての段階
だんかい

において、主体性
し ゅた い せ い

、自立性
じ り つ せ い

、自由
じ ゆ う

といっ

た人間
にんげん

本来
ほ んら い

の生
い

き方
かた

の回復
か い ふ く

、獲得
か く と く

を目指
め ざ

す 考
かんが

え方
かた

。 

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の重要
じゅうよう

な理念
り ね ん

の一
ひ と

つ。また、運動
う ん ど う

障害
しょうがい

の

機能
き の う

回復
か い ふ く

訓練
く ん れ ん

といった狭
せ ま

い意味
い み

で用
も ち

いられる場合
ば あ い

もあ

る。 
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福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 

横浜市中区日本大通１ 〒231-8588 電話(045)-210-4703（直通） 
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