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Ⅱ 論点
ろんてん

ごとの提言
ていげん

の詳細
しょうさい

 

 

1 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
せ さ く

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

①  いわゆる「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

 

 

 ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 いわゆる「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」とは、生まれつき
う     

の障
しょう

がいではなく、周囲
しゅうい

の環境
かんきょう

や関わり
かか    

によって、人
ひと

や場
ば

に対する
たい    

嫌悪感
けんおかん

や不信感
ふしんかん

を高め
たか  

、自傷
じしょう

行為
こ う い

等
とう

が高い
たか  

頻度
ひ ん ど

で

出現
しゅつげん

している状態
じょうたい

であるとされている１。 

 

〇 「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

については、全国的
ぜんこくてき

な調査
ちょうさ

は行
おこな

われておらず、平成
へいせい

25

年
ねん

に国立
こくりつ

のぞみの園
その

が厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

として実施
じ っ し

した調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

２において、強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいとされる人
ひと

は全国
ぜんこく

で約
やく

8,000人
にん

と推計
すいけい

（療育
りょういく

手帳
てちょう

交付者
こうふしゃ

の１％）している。また、公的
こうてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

である行動
こうどう

援護
え ん ご

の支援
し え ん

対象
たいしょう

は、令和
れ い わ

元年
がんねん

９月
がつ

時点
じ て ん

、全国
ぜんこく

で 14,254人
にん

（障
しょう

がい者
しゃ

11,820人
にん

、障
しょう

がい児
じ

 

2,434人
にん

）である。 

 

〇 県
けん

では、関係
かんけい

施策
し さ く

の基礎
き そ

資料
しりょう

とするため、平成
へいせい

11年
ねん

から３年
ねん

おきに実態
じったい

調査
ちょうさ

を行
おこな

っており、直
ちょっ

近
きん

の平成
へいせい

29 年調査
ちょうさ

では、強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいとされる人
ひと

は、1,310人
にん

（政令
せいれい

市
し

除
のぞ

く）と把握
は あ く

されているところ、そのうち施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している人
ひと

は約
やく

60 ％
ぱーせんと

と

なっている。 

 

〇 「行動
こうどう

障
しょう

がい」のある人
ひと

に対
たい

する公的
こうてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

としては、訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の行動
こうどう

援護
え ん ご

があるほか、生活
せいかつ

介護
か い ご

や放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

において、

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

時
じ

の 報 酬 上
ほうしゅうじょう

の評価
ひょうか

を 行
おこな

っており、居住
きょじゅう

支援
し え ん

を 行
おこな

うグループ
ぐ る ー ぷ

ホーム
ほ ー む

や入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

についても、手厚
て あ つ

い職員
しょくいん

配置
は い ち

が可能
か の う

となるよう、報 酬 上
ほうしゅうじょう

の評価
ひょうか

が行
おこな

われている。これらの報酬
ほうしゅう

の算定
さんてい

には、支援者
しえんしゃ

等
とう

の資質
し し つ

の確保
か く ほ

を図
はか

るため、

所定
しょてい

の研修
けんしゅう

の受講
じゅこう

を要件
ようけん

としている。 

 

〇 県
けん

においては、県立
けんりつ

施設
し せ つ

に対
たい

し、民間
みんかん

で受
う

け入
い

れることが難
むずか

しい「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

が

い」のある人
ひと

等
など

を引
ひ

き受
う

けるといった、障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

の先頭
せんとう

を走
はし

る役割
やくわり

を与
あた

えられ、

県
けん

独自
ど く じ

に「強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

対策
たいさく

事業
じぎょう

」などを実施
じ っ し

するなど、支援
し え ん

内容
ないよう

の質
しつ

を高
たか

めるた

めの研究
けんきゅう

活動
かつどう

も、かつては盛
さか

んに行
おこな

われていた。しかし今日
こんにち

、県立
けんりつ

施設
し せ つ

でのそのよ
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うな活動
かつどう

は行
おこな

われておらず、支援
し え ん

の質
しつ

の低下
て い か

が指摘
し て き

されている。 

 

〇 また、先
さき

の検証
けんしょう

委員会
いいんかい

及
およ

び検討
けんとう

部会
ぶ か い

では、県立
けんりつ

施設
し せ つ

において、長時間
ちょうじかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

 

等
など

の身体
しんたい

拘束
こうそく

が、長期
ちょうき

にわたり行
おこな

われていた事例
じ れ い

が複数
ふくすう

あることが明
あき

らかとなり、

とりわけ「行動障
こうどうしょう

がい」のある入所者
にゅうしょしゃ

に対
たい

して不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が行
おこな

われる傾向
けいこう

にあ

ることが分
わ

かった。 

 

〇 もとより、大規模
だ い き ぼ

な入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の中
なか

で、「強度行動障
きょうどこうどうしょう

がい」のある人
ひと

に集団
しゅうだん

生活
せいかつ

を

強
し

いることは、その状態像
じょうたいぞう

をより重篤
じゅうとく

なものに変容
へんよう

させていくという構造的
こうぞうてき

な

課題
か だ い

に加
くわ

え、「強度行動障
きょうどこうどうしょう

がい」の人に対
たい

する全国
ぜんこく

の先駆的
せんくてき

な支援
し え ん

の取組
と り く

みにより

標準化
ひょうじゅんか

されている支援
し え ん

方法
ほうほう

を導入
どうにゅう

するも、県
けん

の組織
そ し き

、財政
ざいせい

が見直
み な お

される中
なか

で、

指導的
しどうてき

な役割
やくわり

を果
は

たしてきた職員
しょくいん

が人事異動
じ ん じ い ど う

等
とう

により 流 出
りゅうしゅつ

し、その支援
し え ん

手法
しゅほう

が

当初
とうしょ

の考
かんが

え方
かた

から変質
へんしつ

したとの指摘
し て き

もある。 

 

〇 一方
いっぽう

で、100人
にん

規模
き ぼ

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

ではなく、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

において、行動
こうどう

に課題
か だ い

のある人
ひと

に対
たい

し、適切
てきせつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

っている先進
せんしん

事例
じ れ い

や、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

においても、

ユニット
ゆ に っ と

化
か

、個室化
こ し つ か

するとともに、「行動
こうどう

障
しょう

がい」のある各利用者
かくりようしゃ

に適
てき

した日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を用意
よ う い

し、昼
ひる

はできる限
かぎ

り施設
し せ つ

の外
そと

で地域
ち い き

と関
かか

わりながら働
はたら

き、やがて地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

することを本人
ほんにん

とも約束
やくそく

し、根拠
こんきょ

に基
もと

づく専門性
せんもんせい

の高
たか

い支援
し え ん

を行
おこな

うとい

った取組
と り く

みも存在
そんざい

する。 

 

〇 平成
へいせい

29年
ねん

の調査
ちょうさ

３では、事業所
じぎょうしょ

等
とう

における障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

の要因
よういん

として、「支援者
しえんしゃ

  

のスキル
す き る

不足
ふ そ く

」、「障
しょう

がい特性
とくせい

の理解
り か い

不足
ふ そ く

」が高
たか

い割合
わりあい

を占
し

めているという結果
け っ か

であ

り、適切
てきせつ

な支援
し え ん

手法
しゅほう

の確立
かくりつ

はもとより、一人
ひ と り

ひとりの状態像
じょうたいぞう

に応じた支援
し え ん

内容
ないよう

を

組立
く み た

てるための適切
てきせつ

なアセスメント
あ せ す め ん と

とモニタリング
も に た り ん ぐ

の仕組
し く

みが求
もと

められている。 

 

〇 今日
こんにち

、強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

手法
しゅほう

を、各事業所
かくじぎょうしょ

の支援者
しえんしゃ

 

まで広
ひろ

く習得
しゅうとく

させることを主眼
しゅがん

として、国
くに

が実施
じ っ し

している「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

（指導者
しどうしゃ

研修
けんしゅう

）」と県
けん

による支援
し え ん

者
しゃ

向
む

けの「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

」

が実施
じ っ し

されているが、講義
こ う ぎ

と演習
えんしゅう

によるものであるため、より実践的
じっせんてき

なプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

とすることが求
もと

められている。また、研修
けんしゅう

規模
き ぼ

が小
ちい

さいこと等
とう

により、「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

」の基礎
き そ

研修
けんしゅう

の受講
じゅこう

が、報酬
ほうしゅう

の加算
か さ ん

要件
ようけん

にされているにも関
かか

わらず、受講
じゅこう

機会
き か い

が十分
じゅうぶん

に確保
か く ほ

できていないとの指摘
し て き

がある。 

 

〇 加
くわ

えて、「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」の人
ひと

に対する
たい    

専門性
せんもんせい

の高い
たか  

支援
し え ん

を実際
じっさい

に担える
にな    

人材
じんざい

が

非常
ひじょう

に少なく
すく    

、また、医療
いりょう

との連携
れんけい

が重要
じゅうよう

であるところ、「行動障
こうどうしょう

がい」を理解
り か い

し
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ている医師
い し

が非常
ひじょう

に少
すく

ない、との指摘
し て き

もある。 

 

〇 また、国
くに

は、平成
へいせい

16年
ねん

に成立
せいりつ

した発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

を踏
ふ

まえ、「行動障
こうどうしょう

がい」の

ある人
ひと

も含
ふく

め、発達障
はったつしょう

がいの人に対
たい

する総合的
そうごうてき

な施策
し さ く

を進
すす

めており、本県
ほんけん

において

も、地域
ち い き

の支援
し え ん

拠点
きょてん

として、相談
そうだん

支援
し え ん

、発達
はったつ

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

を行
おこな

う

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

を行
おこな

うとともに、各障
かくしょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

に、発達

障
しょう

害
がい

者
しゃ

地域
ち い き

支援
し え ん

マネージャー
ま ね ー じ ゃ ー

を配置
は い ち

し、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

が抱
かか

える困難
こんなん

ケース
け ー す

等
とう

に対
たい

する訪問
ほうもん

支援
し え ん

（相談
そうだん

支援
し え ん

・技術
ぎじゅつ

支援
し え ん

）等
とう

を行
おこな

っているが、期待
き た い

された

成果
せ い か

が上
あ

がっているのか、どのように効果
こ う か

測定
そくてい

を行
おこな

うのかといった課題
か だ い

が指摘
し て き

され

ている。 

 

 

イ 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」という捉え方
とら  かた

） 

〇 「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」や「行動
こうどう

に課題
か だ い

のある人
ひと

」という言葉
こ と ば

の使い方
つか  かた

を整理
せ い り

すべき

である。「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」といった状態像
じょうたいぞう

が客観的
きゃっかんてき

に評価
ひょうか

されていない中
なか

で、

支援者
しえんしゃ

の力や施設
し せ つ

の方針
ほうしん

に左右
さ ゆ う

されてしまい、支援者
しえんしゃ

が対応
たいおう

できなくなったときに、

「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」というレッテル
れ っ て る

が貼
は

られてしまう。この現状
げんじょう

をまず押
お

さえる

必要
ひつよう

がある。 

 

〇 「行動
こうどう

に課題
か だ い

のある人
ひと

」という表現
ひょうげん

は、その人
ひと

自身
じ し ん

に何
なに

か問題
もんだい

があるというふう

に読
よ

み込める
 こ   

が、むしろ、社会
しゃかい

がその人
ひと

に、そういう課題
か だ い

を与
あた

えているという側面
そくめん

が

あるのであり、社会
しゃかい

自体
じ た い

、地域
ち い き

自体
じ た い

が変
か

わっていかなければならず、支援者
しえんしゃ

も変
か

わっ

ていかなければいけないという理解
り か い

に立
た

つべきである。 

 

〇 「発達障
はったつしょう

がいのことを理解
り か い

するために、私
わたし

は一般
いっぱん

の人
ひと

と一緒
いっしょ

になって勉強
べんきょう

して

いる。やはり他
た

の障
しょう

がいを知
し

ることは大事
だ い じ

であるし、仲間
な か ま

同士
ど う し

でそういう研修
けんしゅう

を

行
おこな

った方
ほう

が良
よ

い。そのために当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

の研修会
けんしゅうかい

を作
つく

ってほしい」との意見
い け ん

もあっ

た。 

 

〇 「行動障
こうどうしょう

がい」は、本人
ほんにん

の問題
もんだい

ではなく、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

がなされなかった結果
け っ か

と

して誘発
ゆうはつ

されるものであり、「他
ほか

に有効
ゆうこう

な方法
ほうほう

が見当
み あ

たらない」として、身体
しんたい

拘束
こうそく

や

行動
こうどう

制限
せいげん

を行
おこな

うことは避
さ

けるべきである。行政
ぎょうせい

は、この基本的
きほんてき

な考
かんが

えを、研修会
けんしゅうかい

等
とう

の実施
じ っ し

を通じて、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

や支援者
しえんしゃ

はもとより、県民
けんみん

にも広
ひろ

く

周知
しゅうち

するよう努
つと

めるべきである。 
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（「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」の人
ひと

に対する
たい    

支援
し え ん

の基本的
きほんてき

な視点
し て ん

） 

〇 日常的
にちじょうてき

に「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

と接する
せっ    

機会
き か い

のある委員
い い ん

からは、「「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」といわれる自閉
じ へ い

スペクトラム症
す ぺ く と ら む し ょ う

の人
ひと

を怖
こわ

がる人
ひと

が結構
けっこう

いるが、常
つね

に会話
か い わ

を大事
だ い じ

にし、優
やさ

しく接
せっ

すれば、本人
ほんにん

たちは分
わ

かってくれる」」という意見
い け ん

や、「この人
ひと

難
むずか

し

いと言
い

う前
まえ

に、やはり、まず興味
きょうみ

のあることを話
はな

すと良
よ

いと思
おも

う」という意見
い け ん

があっ

た。 

 

〇 また、「一人
ひ と り

ひとりの可能性
かのうせい

をしっかりと周囲
しゅうい

が感
かん

じていくことが、地域
ち い き

での生活
せいかつ

を継続
けいぞく

させていくことにつながっていく。一人
ひ と り

ひとりの可能性
かのうせい

が無限
む げ ん

にあるのだと

いう、その状 況
じょうきょう

を作
つく

っていくことがいかに大切
たいせつ

であるか、それが専門性
せんもんせい

になる」と

の意見
い け ん

もあった。 

 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

が抱
かか

えている困難
こんなん

さは、環境
かんきょう

因子
い ん し

によるものである。一人
ひ と り

ずつ違
ちが

うそ 

の環境
かんきょう

の中
なか

でどう支援
し え ん

していくかについては、研修
けんしゅう

だけではなくて、支援
し え ん

の現場
げ ん ば

を

常
つね

に支援者
しえんしゃ

も家族
か ぞ く

も含
ふく

めて見
み

て、改善
かいぜん

していくという試
こころ

みが行
おこな

われ続
つづ

けなければ

ならない。 

 

〇 「障
しょう

がいがあると分
わ

かってから、周
まわ

りの大人
お と な

たちが「こんなこと危
あぶ

ないから、危険
き け ん

だからやっちゃ駄目
だ め

よ」と、一時期
い ち じ き

、ずっと止
と

められていた。何
なん

でそこで自分
じ ぶ ん

の力
ちから

が縮
ちぢ

まされたんだろうと後悔
こうかい

している。そのまま子
こ

どもから大人
お と な

にどんどん

ステップアップ
す て っ ぷ あ っ ぷ

していれば、「こんな支援
し え ん

が必要
ひつよう

」と言
い

えた」という意見
い け ん

や、「まずは

自分
じ ぶ ん

で聞
き

こう、私
わたし

に対
たい

しても聞
き

いてもらって、私
わたし

はこういう人
ひと

ですって。そういう

ことが小
ちい

さいときに分
わ

かっていれば、もっともっと違
ちが

うんだろうなと思
おも

う」という

意見
い け ん

があった。 

 

〇 「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

に集団
しゅうだん

生活
せいかつ

を強
し

いることは、行動
こうどう

の課題
か だ い

をより重篤
じゅうとく

に変容
へんよう

させる可能性
かのうせい

がある。しかし、「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

が人間
にんげん

関係
かんけい

を持
も

て

ないというのは全
まった

く性格
せいかく

の異
こと

なる話
はなし

である。「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」の人
ひと

は「人
ひと

が刺激
し げ き

になる」、「言葉
こ と ば

が刺激
し げ き

になる」という理由
り ゆ う

から、人
ひと

との接触
せっしょく

を遮断
しゃだん

するという手法
しゅほう

が多
おお

く用
もち

いられている。そういった方法論
ほうほうろん

に当
あ

てはめるのではなく、心
こころ

の発達
はったつ

や

個別性
こべつせい

を重視
じゅうし

することが必要
ひつよう

である。 

 

〇 「行動障
こうどうしょう

がいがある」、「行動
こうどう

に課題
か だ い

がある」と言
い

われる人
ひと

達
たち

たちは、適切
てきせつ

な支援
し え ん

により、実際
じっさい

には人間
にんげん

関係
かんけい

を作
つく

ることができる。そういった 障
しょう

がい福祉
ふ く し

の実践
じっせん

が

存在
そんざい

する。支援
し え ん

により本当
ほんとう

に人間
にんげん

として回復
かいふく

していき、地域
ち い き

にまた戻
もど

っていくことが

できるというプロセス
ぷ ろ せ す

が極
きわ

めて重要
じゅうよう

である。 
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〇 「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」と呼
よ

ばれる人、日常
にちじょう

の行動
こうどう

に課題
か だ い

を多く
おお  

抱
かか

えている人
ひと

に

対して
たい    

、支援者
しえんしゃ

が諦める
あきら   

ことがあってはならない。その人
ひと

の状態
じょうたい

に応
おう

じた支援
し え ん

につ

いてしっかりと話
はな

し合う
あ  

ことが重要
じゅうよう

であり、アセスメント
あ せ す め ん と

の際
さい

には、心
こころ

の発達
はったつ

、

身体
しんたい

の発達
はったつ

、動作
ど う さ

、参加
さ ん か

、環境
かんきょう

因子
い ん し

、個人
こ じ ん

因子
い ん し

などがすべて絡
から

み合
あ

う。とりわけ、

環境
かんきょう

設定
せってい

については、簡単
かんたん

に一言
ひとこと

でくくられている現状
げんじょう

があり、環境
かんきょう

設定
せってい

とはど

ういうことなのか、議論
ぎ ろ ん

を深
ふか

めていく場
ば

を設
もう

けることが必要
ひつよう

である。 

 

〇 「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

が事業所
じぎょうしょ

や入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を利用
り よ う

する際
さい

には、本人
ほんにん

が何
なに

のため

にその施設
し せ つ

を利用
り よ う

するのか、納得
なっとく

した上
うえ

でなければ「行動障
こうどうしょう

がい」が重篤化
じゅうとくか

する恐

れがある。本人
ほんにん

が事業所等
など

を利用
り よ う

する際
さい

には、本人
ほんにん

と「約束
やくそく

と合意
ご う い

」を交
か

わすという

実践
じっせん

をしている入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

がある。 

 

〇 「身体
しんたい

の発達
はったつ

は、脳
のう

科学的
かがくてき

な観点
かんてん

などからもしっかりと学
まな

んでいかないと、本人
ほんにん

 

の生き
い  

難
がた

さの解消
かいしょう

にはつながっていかない」という指摘
し て き

がある。今日
き ょ う

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

で

行
おこな

われている環境
かんきょう

設定
せってい

の方向性
ほうこうせい

については、社会
しゃかい

に向
む

かっていくべきであり、心
こころ

の発達
はったつ

と身体
しんたい

の発達
はったつ

とが一体的
いったいてき

に考
かんが

えられるべきである。 

県
けん

は、市町村
しちょうそん

や事業者
じぎょうしゃ

、さらにはアカデミア
あ か で み あ

等
など

とも連携
れんけい

し、「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」の

ある人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

について、表面的
ひょうめんてき

な「構造化
こうぞうか

」手法
しゅほう

によるのではなく、根拠
こんきょ

あ

る専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

への転換
てんかん

を図
はか

るよう取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

（適切
てきせつ

なアセスメント
あ せ す め ん と

とモニタリング
も に た り ん ぐ

） 

〇 「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」の人
ひと

について、現状
げんじょう

にのみ対処
たいしょ

していくという方法
ほうほう

では、

最終的
さいしゅうてき

な解決
かいけつ

にならないことを踏
ふ

まえるべきである。家族
か ぞ く

も含
ふく

めて支援
し え ん

の関係者
かんけいしゃ

は、

子
こ

どもの時
とき

からの様々
さまざま

な経過
け い か

について 遡
さかのぼ

って、確認
かくにん

することが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 現行
げんこう

のサービス管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

の研修
けんしゅう

は、基礎
き そ

、実践
じっせん

、更新
こうしん

と段階
だんかい

別
べつ

・階層
かいそう

別
べつ

に体系化
たいけいか

されており、アセスメント
あ せ す め ん と

等
とう

の重要性
じゅうようせい

についても、各段階
かくだんかい

において伝
つた

える

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

とされていることから、同研修
どうけんしゅう

も活用
かつよう

しながら、「行動障
こうどうしょう

がい」のある

人
ひと

の適切
てきせつ

なアセスメント
あ せ す め ん と

及
およ

びモニタリング
も に た り ん ぐ

の充実
じゅうじつ

を図って
はか    

いく必要
ひつよう

がある。 

 

〇 個人
こ じ ん

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、適切
てきせつ

な支援
し え ん

の方法
ほうほう

を組み立てる
く   た    

には、アセスメント
あ せ す め ん と

が非常
ひじょう

 

に重要
じゅうよう

であり、本人
ほんにん

の持って
も   

いる強
つよ

みや可能性
かのうせい

という「ストレングス
す と れ ん ぐ す

」に着目
ちゃくもく

をし

たアセスメント
あ せ す め ん と

の強化
きょうか

に取り組
と  く

んでいくべきである。 

 

〇 そのため、各事業所
かくじぎょうしょ

等
など

は、担当
たんとう

する支援員
しえんいん

と管理
か ん り

監督者
かんとくしゃ

、各種
かくしゅ

専門
せんもん

職
しょく

（医師
い し

、看護師
か ん ご し

、

薬剤師
やくざいし

、栄養士
えいようし

、心理士
し ん り し

、理学
り が く

療法士
りょうほうし

、作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

など）が参加
さ ん か

し、「本当
ほんとう

は本人
ほんにん

が
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一番
いちばん

困
こま

っている」、「もっと自由
じ ゆ う

でいたい」という本人
ほんにん

理解
り か い

を前提
ぜんてい

に、課題
か だ い

行動
こうどう

への

要因
よういん

を探る必要
ひつよう

がある。また、各事業所
かくじぎょうしょ

等
など

は、本人
ほんにん

の好
す

きなこと、得意
と く い

なこと、苦手
に が て

なことなどに注目
ちゅうもく

しながら、きめ細
こま

かな分析
ぶんせき

が行
おこな

われるよう、アセスメント
あ せ す め ん と

の手法
しゅほう

の確立
かくりつ

を目指
め ざ

すこととし、県
けん

はその実現
じつげん

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 本人
ほんにん

の「できることが増
ふ

えていく」、「居場所
い ば し ょ

が増
ふ

えていく」という支援
し え ん

の実践
じっせん

を積
つ

み重
かさ

ねながら、定期的
ていきてき

に評価
ひょうか

を行
おこな

うモニタリング
も に た り ん ぐ

も重要
じゅうよう

であり、事業所
じぎょうしょ

等
など

は、支援
し え ん

を行う
おこな 

多職種
たしょくしゅ

の連携
れんけい

を図
はか

りながら、快適
かいてき

な支援
し え ん

の環境
かんきょう

を形作
かたちづく

ることができるよう、

モニタリング
も に た り ん ぐ

の手法
しゅほう

の確立
かくりつ

を目指
め ざ

すこととし、県
けん

は、その実現
じつげん

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

う

べきである。 

 

（日中
にっちゅう

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

） 

〇 「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

の不得意
ふ と く い

なことに注目
ちゅうもく

するのではなく、本人
ほんにん

の得意
と く い

なこ

と、できることに着目
ちゃくもく

し、事業所
じぎょうしょ

等
など

は、本人
ほんにん

の特性
とくせい

を踏
ふ

まえた日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を用意
よ う い

し、本人
ほんにん

が自信
じ し ん

を取
と

り戻
もど

すような支援
し え ん

を行
おこな

うことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 また、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における日中
にっちゅう

活動
かつどう

については、できる限
かぎ

り、施設
し せ つ

の外
そと

に出
で

ていく

工夫
く ふ う

をすべきである。そのためには、地域
ち い き

のサービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることが必要
ひつよう

であるが、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、日中
にっちゅう

の生産
せいさん

活動
かつどう

等
とう

の時間
じ か ん

と、それ以外
い が い

の時間
じ か ん

を明確
めいかく

に区切
く ぎ

り、余暇
よ か

を楽
たの

しむ機会
き か い

を作
つく

るとともに、住
す

まいでは、くつろぐことができ、ゆっくり

睡眠
すいみん

をとるという当
あ

たり前
まえ

の暮
く

らしの実現
じつげん

を目指
め ざ

すべきである。 

 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

する「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

は、刺激
し げ き

を遮断
しゃだん

することが、本人
ほんにん

の生活
せいかつ

の安定
あんてい

につながるという考
かんが

えから、昼間
ひ る ま

、施設外
しせつがい

に出
で

て日中
にっちゅう

活動
かつどう

を行
おこな

って

いる例
れい

は少
すく

ない。しかし、障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

の望
のぞ

む暮
く

らしを実現
じつげん

するためには、法人内
ほうじんない

の施設
し せ つ

利用
り よ う

にとどまらず、幅広
はばひろ

い選択肢
せんたくし

の中
なか

で資源
し げ ん

を利用
り よ う

することを通
とお

して、社会
しゃかい

と

つながりながら、本人
ほんにん

の自律
じ り つ

を支援
し え ん

することが重要
じゅうよう

である。 

実際
じっさい

、昼間
ひ る ま

はすべての入所者
にゅうしょしゃ

が施設外
しせつがい

に出
で

て就労
しゅうろう

活動
かつどう

を 行
おこな

っている先進的
せんしんてき

な

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

も存在
そんざい

することから、県
けん

は、県下
け ん か

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を設置
せ っ ち

する法
ほう

人間
じんかん

の情報
じょうほう

交換
こうかん

の機会
き か い

を設
もうけ

けるとともに、多法人
たほうじん

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の相互
そ う ご

利用
り よ う

をし易
やす

くする地域
ち い き

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

制度
せ い ど

の導入
どうにゅう

方法
ほうほう

について分
わ

かりやすく情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うなど、県下
け ん か

の各事業所
かくじぎょうしょ

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の底上
そ こ あ

げを図
はか

るべきである。 

 

（住
す

まいの整備
せ い び

）４ 

〇 「行動
こうどう

障
しょう

がい」のある人
ひと

ばかりを大規模
だ い き ぼ

な入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に集
あつ

めるような支援
し え ん

は、本人
ほんにん

にとって極
きわ

めて過酷
か こ く

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

であり、入所
にゅうしょ

規模
き ぼ

のダウンサイジング
だ う ん さ い じ ん ぐ

を進
すす

めると
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ともに、居室
きょしつ

のユニット化
ゆ に っ と か

と個室化
こ し つ か

を進
すす

めることとし、県
けん

がそのための財政的
ざいせいてき

な支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

〇  「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

に対する支援
し え ん

は、 居住
きょじゅう

支援
し え ん

として 行
おこな

う

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

だけの支援
し え ん

では非常
ひじょう

に難
むずか

しい。日中
にっちゅう

活動
かつどう

を含
ふく

め、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

い

に基
もと

づいた支援
し え ん

を提
てい

供
きょう

していくことができるよう、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、相談
そうだん

支援
し え ん

に 係
かかわ

る多職種
たしょくしゅ

や他
ほか

機関
き か ん

が連携
れんけい

し、支援
し え ん

チーム
ち ー む

による個別的
こべつてき

かつ専門的
せんもんてき

なサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

を構築
こうちく

すべきである。 

 

〇 また、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の人員
じんいん

体制
たいせい

について、「強度行動障
きょうどこうどうしょう

がい」のある人
ひと

が入居
にゅうきょ

した場合
ば あ い

の報 酬 上
ほうしゅうじょう

の評価
ひょうか

は、報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

を重
かさ

ねるごとに改善
かいぜん

されているものの、

一人
ひ と り

を原則
げんそく

としている夜間
や か ん

支援
し え ん

体制
たいせい

であることや、支援員
しえんいん

の確保
か く ほ

の困難性
こんなんせい

、世話人
せ わ に ん

の

専門性
せんもんせい

の必要性
ひつようせい

など、様々
さまざま

な課題
か だ い

が指摘
し て き

されており、こうした第一線
だいいっせん

が捉
とら

えている

課題
か だ い

を、行政
ぎょうせい

が（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

などの場
ば

を活用
かつよう

して、しっかりとキャッチ
き ゃ っ ち

し、

制度
せ い ど

改善
かいぜん

、充実
じゅうじつ

につなげる仕組
し く

みを作
つく

っていくべきである。 

 

（居宅
きょたく

での支援
し え ん

のモデル
も で る

実施
じ っ し

） 

〇 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

時
じ

は、行動
こうどう

に課題
か だ い

のある人
ひと

に対
たい

する訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

は

行動
こうどう

援護
え ん ご

だけであったが、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

改正
かいせい

により、知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいの人
ひと

で

「 著
いちじる

しい行動
こうどう

障害
しょうがい

を有
ゆう

する」人
ひと

も重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

の対象
たいしょう

となった。「行動
こうどう

障がい」

のある人
ひと

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、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、日中
にっちゅう

活動
かつどう

を組
く

み合
あ

わせた、行動
こうどう

援護
え ん ご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

の支給
しきゅう

決定
けってい

のあり方
かた

について、モデル
も で る

的
てき

な実践
じっせん

も含
ふく

め、研究
けんきゅう

を行
おこな

うべきである。 

 

（アウトリーチ
あ う と り ー ち

による支援
し え ん

の強化
きょうか

） 

〇 自宅
じ た く

で興奮
こうふん

状態
じょうたい

になってパニック
ぱ に っ く

が起
お

きたときに、ショートステイ
し ょ ー と す て い

や入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

で受
う

け入
い

れるというのは、場所
ば し ょ

が変
か

わって環境
かんきょう

が変
か

わるということ

であり、行
おこな

うべきではない。短期
た ん き

入所
にゅうしょ

等
など

で受
う

け入
い

れて、専門家
せんもんか

が支援
し え ん

するという

方法
ほうほう

ではなく、支援者
しえんしゃ

が家庭
か て い

などに出向
で む

き、「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

が落
お

ち着
つ

くま

できちんと支援
し え ん

する専門性
せんもんせい

が必要
ひつよう

である。「行動障
こうどうしょう

がい」でパニック
ぱ に っ く

になったとき

には 24時間
じ か ん

365日
にち

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
など

からアウトリーチ
あ う と り ー ち

で支援
し え ん

することが求
もと

めら

れる。 

 

〇 本当
ほんとう

の専門性
せんもんせい

は、自分
じ ぶ ん

たちの「お座敷
ざ し き

」で支援
し え ん

する専門性
せんもんせい

ではなく、本人
ほんにん

がいる 

場所
ば し ょ

に出向
で む

いて、そこでどのように本人
ほんにん

が頑張
が ん ば

れるかアプローチ
あ ぷ ろ ー ち

するという専門性
せんもんせい

であるべきである。障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

報酬
ほうしゅう

に関
かん

しても、本人
ほんにん

がいる場所
ば し ょ

に出向
で む

く
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支援
し え ん

を評
ひょう

価
か

すべきであり、必要
ひつよう

な制度
せ い ど

改善
かいぜん

要望
ようぼう

についても検討
けんとう

すべきである。 

 

〇 居宅
きょたく

で「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

がパ
ぱ

ニック
に っ く

を起
お

こした際
さい

に、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

で受
う

け入
い

れるのではなく、アウトリーチ
あ う と り ー ち

によって十分
じゅうぶん

な支援
し え ん

を行
おこな

うためには、専門性
せんもんせい

の高
たか

い支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

が不可欠
ふ か け つ

である。直
ただ

ちに支援
し え ん

の方法
ほうほう

を一律
いちりつ

に転換
てんかん

することは難
むずか

しい

ことから、県
けん

は、市町村
しちょうそん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

を図
はか

り、行動
こうどう

援護
え ん ご

の支援者
しえんしゃ

養成
ようせい

のノウハウ
の う は う

を基礎
き そ

に、課題
か だ い

の共有
きょうゆう

や支援
し え ん

手法
しゅほう

の好事例
こうじれい

の研究
けんきゅう

、専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

手法
しゅほう

の研修
けんしゅう

の

機会
き か い

を設
もう

けるなどの取組
と り く

みを進
すす

めることが重要
じゅうよう

である。 

 

（支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

） 

〇 現在
げんざい

の県
けん

が実施
じ っ し

する「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

」の受講
じゅこう

機会
き か い

をできるだけ

増
ふ

やすとともに、自閉症
じへいしょう

療育者
りょういくしゃ

のためのトレーニングセミナー
と れ ー に ん ぐ せ み な ー

など既存
き そ ん

の研修
けんしゅう

体系
たいけい

との調和
ちょうわ

を図
はか

りながら、研修
けんしゅう

内容
ないよう

をより良質
りょうしつ

なものにしていくことが重要
じゅうよう

で

ある。 

 

〇 また、同研修
どうけんしゅう

内容
ないよう

は経験
けいけん

年
ねん

数
すう

１年
ねん

から３年
ねん

の支援者
しえんしゃ

を対象
たいしょう

とした基礎的
き そ て き

なもの

と、中堅
ちゅうけん

の支援
し え ん

者
しゃ

を対象
たいしょう

とした、より実践的
じっせんてき

な研修
けんしゅう

の２段階
だんかい

で実施
じ っ し

されているが、

県
けん

は、例
たと

えば、支援
し え ん

を組み立て、より高度
こ う ど

で実践的
じっせんてき

な研修
けんしゅう

の機会
き か い

を設
もう

けるべきであ

る。 

さらに、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の研修
けんしゅう

も管理者向
か ん り し ゃ む

けの研修
けんしゅう

があるとおり、「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」

に関
かん

し、事業所
じぎょうしょ

等
とう

の運営
うんえい

の責任者
せきにんしゃ

である、法人
ほうじん

役員
やくいん

や管理者
かんりしゃ

を対象
たいしょう

とした研修
けんしゅう

の

機会
き か い

を用意
よ う い

すべきである。 

 

〇 なお、現在
げんざい

の「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

」には、基本的
きほんてき

な身体
しんたい

の発達
はったつ

や心
こころ

の発達
はったつ

に関
かん

するプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

が抜
ぬ

けており、支援
し え ん

の基礎
き そ

とすべき「本人
ほんにん

との約束
やくそく

と合意
ご う い

」

という発想
はっそう

に至
いた

らない。支援側
しえんがわ

が対応
たいおう

しきれないという枠
わく

を超
こ

えていくことで、非常
ひじょう

に豊
ゆた

かなつき合
あ

いにつながるという実践
じっせん

が積み上
つ  あ

げられており、県
けん

は、今後
こ ん ご

、支援
し え ん

の

個別性
こべつせい

を重視
じゅうし

した研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

していくべきである。 

 

〇 事業所
じぎょうしょ

等
など

は、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

を 志
こころざ

す人
ひと

達
たち

がやりがい感
かん

じられる支援
し え ん

現場
げ ん ば

とな

るよう、また、支援者
しえんしゃ

が燃
も

え尽
つ

きることのないよう、支援
し え ん

をきちんと評価
ひょうか

し、より良
よ

い支援
し え ん

につなげていくためのスーパービジョン
す ー ぱ ー び じ ょ ん

やコンサルテーション
こ ん さ る て ー し ょ ん

の機会
き か い

を設
もう

け

ることとし、県
けん

は、その実施
じ っ し

に向
む

けた支援
し え ん

に、より一層
いっそう

取
と

り組
く

むべきである。 

  この場合
ば あ い

、単発的
たんぱつてき

なコンサルテーション
こ ん さ る て ー し ょ ん

等
とう

の支援
し え ん

ではなく、併走型
へいそうがた

で長期間
ちょうきかん

にわた

って支援
し え ん

を受
う

けることのできる体制
たいせい

を検討
けんとう

すべきである。 
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（支援
し え ん

のノウハウ
の う は う

の蓄積
ちくせき

） 

〇 「強度行動障
きょうどこうどうしょう

がい」のある人
ひと

は市町村
しちょうそん

・圏域
けんいき

単位
た ん い

では少数
しょうすう

であることから、一
ひと

つ

の事業所
じぎょうしょ

、一
ひと

つの市町村
しちょうそん

で支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

や支援
し え ん

手法
しゅほう

の蓄積
ちくせき

を行
おこな

うことは難
むずか

しい

ため、県
けん

は、神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

の広域
こういき

で支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を目指
め ざ

すべきである。 

 

〇 「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」がある人
ひと

が一般
いっぱん

には理解
り か い

しにくい行動
こうどう

をとることがあるが、

それは本人
ほんにん

の意思
い し

だというふうに理解
り か い

をすることが重要
じゅうよう

である。そういった行動
こうどう

は

一
ひと

つの自己
じ こ

主張
しゅちょう

という 考
かんが

え方
かた

がある。自己
じ こ

主張
しゅちょう

だと理解
り か い

できるかどうかは、

支援者
しえんしゃ

の力量
りきりょう

の問題
もんだい

であり、県内
けんない

の各事業所
かくじぎょうしょ

の支援者
しえんしゃ

がそうした力量
りきりょう

を持
も

てるよ

う、公的
こうてき

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

る責務
せ き む

を有
ゆう

する県
けん

は、各事業所
かくじぎょうしょ

の取組
と り く

みを

支援
し え ん

していくべきである。 

 

（地域
ち い き

におけるネットワーク
ね っ と わ ー く

作
づく

り） 

〇 支援者
しえんしゃ

が標 準 的
ひょうじゅんてき

な支援
し え ん

を学
まな

ぶ機会
き か い

をきちんと整備
せ い び

し、支援
し え ん

の質
しつ

の高
たか

い事業所
じぎょうしょ

を

増
ふ

やしていくという取組
と り く

みを継続
けいぞく

していくことが重要
じゅうよう

である。その上
うえ

で、地域
ち い き

にお

いて、包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

していくこととし、神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

で、居宅
きょたく

サービス
さ ー び す

、

日中
にっちゅう

活動
かつどう

、相談
そうだん

支援
し え ん

といった公的
こうてき

な支援
し え ん

を軸
じく

に、支援
し え ん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

を目指
め ざ

すべきである。 

  

〇 地域
ち い き

の理解
り か い

や支
ささ

え合
あ

いの強化
きょうか

だけではなく、行政
ぎょうせい

が主導
しゅどう

して、療育
りょういく

･教育
きょういく

の

予防的
よぼうてき

な取組
と り く

み（適応障
てきおうしょう

がいにさせない取組
と り く

み）を進
すす

めるべきである。また、「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」ゆえに地域
ち い き

生活
せいかつ

を続
つづ

けることが困難
こんなん

な人
ひと

に、緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

ができる、

相談
そうだん

、居宅
きょたく

支援
し え ん

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

の機能
き の う

を有
ゆう

する地域生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

を進
すす

めるととも

に、医療
いりょう

との連携
れんけい

を強
きょう

化
か

していくことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 心
こころ

の発達
はったつ

と身体
しんたい

の発達
はったつ

を一体的
いったいてき

に捉
とら

える実践
じっせん

を広
ひろ

げていく必要
ひつよう

がある。「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」のために、地域
ち い き

で暮
く

らせなくなった人
ひと

たちが、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における支援
し え ん

の中
なか

で、もう一度
い ち ど

、地域
ち い き

生活
せいかつ

に戻
もど

ることができる可能性
かのうせい

が見
み

えてくる。そうした実践
じっせん

により、計画
けいかく

相談
そうだん

や地域
ち い き

の相談員
そうだんいん

、市町村
しちょうそん

のケースワーカー
け ー す わ ー か ー

も、もう一度
い ち ど

地域
ち い き

に戻
もど

っ

てもらいたい、戻
もど

そうという取
と

組
く

みが生
う

まれる。そうした「一緒
いっしょ

に戦
たたか

っていく」と

いう流
なが

れがネットワーク
ね っ と わ ー く

を作
つく

っていくことにつながっていく。 

 

○ 地域
ち い き

に十分
じゅうぶん

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

がない時代
じ だ い

においては、家族
か ぞ く

としても、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に任
まか

せ 

ることが一番
いちばん

の安心
あんしん

という心情
しんじょう

があったと言
い

える。しかしながら、家庭
か て い

での生育
せいいく

と

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

してからの対応
たいおう

の中
なか

で「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」は作
つく

られていったという側面
そくめん

がある。障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

を変
か

えていくには、子
こ

どもの時
とき

からの生活
せいかつ

を家族
か ぞ く

も一緒
いっしょ

に
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考
かんが

えて行動
こうどう

していくことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 これまで、「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

の支援
し え ん

は、パニック
ぱ に っ く

を起
お

こさないよう、刺激
し げ き

を

遮断
しゃだん

して、社会
しゃかい

や人
ひと

とのつながりを絶
た

つような支援
し え ん

が行
おこな

われてきたが、できる限
かぎ

り、

地域
ち い き

との関
かか

わりを保
たも

った支援
し え ん

を目指
め ざ

すべきである。そのため、「行動障
こうどうしょう

がい」のある

人
ひと

が利用
り よ う

する事業所
じぎょうしょ

等
とう

が、地域
ち い き

の住民
じゅうみん

、企業
きぎょう

、商店
しょうてん

、各種
かくしゅ

団体
だんたい

などと連携
れんけい

すること

で、様々
さまざま

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活用
かつよう

して日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を作
つく

り出
だ

し、地域
ち い き

の中の事業所
じぎょうしょ

・施設
し せ つ

という立
た

ち位置
い ち

からさらに進
すす

んで、事業所
じぎょうしょ

等
とう

が「地域
ち い き

を作
つく

る」活動
かつどう

を展開
てんかい

することと

し、行政
ぎょうせい

もそのサポート
さ ぽ ー と

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

の望
のぞ

みや願
ねが

いに寄
よ

り添
そ

った、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

を加速
か そ く

さ

せるため、県
けん

は、地域
ち い き

におけるモデル
も で る

的
てき

な施策
し さ く

とネットワーク
ね っ と わ ー く

構築
こうちく

に努
つと

める事業所
じぎょうしょ

等
とう

を拠点
きょてん

として指定
し て い

し、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の下
もと

、他
ほか

の事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

する助言
じょげん

・指導
し ど う

や、

専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を行
おこな

うことのできる人材
じんざい

の育成
いくせい

、施策
し さ く

の評価
ひょうか

・効果
こ う か

測定
そくてい

等
など

を行
おこな

うべき

である。 

 

 

１）国立
こくりつ

障害者
しょうがいしゃ

リハビリテーションセンター
り は び り て ー し ょ ん せ ん た ー

に設置
せ っ ち

されている「発達
はったつ

障害
しょうがい

・支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」によると、「強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

 

とは、自分
じ ぶ ん

の体
からだ

を叩
たた

いたり食
た

べられないものを口
くち

に入
い

れる、危険
き け ん

につながる飛
と

び出
だ

しなど本人
ほんにん

の健康
けんこう

を損
そこ

ねる行動
こうどう

、 

他人
た に ん

を叩
たた

いたり物
もの

を壊
こわ

す、大
おお

泣
な

きが何時間
なんじかん

も続
つづ

くなど周囲
しゅうい

の人
ひと

のくらしに影響
えいきょう

を及
およ

ぼす行動
こうどう

が、著
いちじる

しく高
たか

い頻度
ひ ん ど

で起
お

 

こるため、特別
とくべつ

に配慮
はいりょ

された支援
し え ん

が必要
ひつよう

になっている状態
じょうたい

のことを言
い

います。」としており、「適切
てきせつ

で専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

を 

行
おこな

う必要
ひつよう

があり、医療
いりょう

を含
ふく

めた強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

に関
かん

する総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

の 

従事者
じゅうじしゃ

が、専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

や技術
ぎじゅつ

を身
み

に付
つ

け、本人
ほんにん

の生活
せいかつ

の質
しつ

を向
こう

上
じょう

させることが求
もと

められています。」と解説
かいせつ

している。 

（同
どう

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

「強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

とは」http://www.rehab.go.jp/ddis/data/material/strength_behavior/） 

２）独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国立
こくりつ

重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

施設
し せ つ

のぞみの園
えん

「強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

支援
し え ん

初任者
しょにんしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

及
およ

び 

テキスト
て き す と

の開発
かいはつ

について」（2014）において、国
くに

における強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

特別
とくべつ

処遇
しょぐう

事業
じぎょう

（1993）の利用者
りようしゃ

を判定
はんてい

するた

めの「強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

判定
はんてい

基準表
きじゅんひょう

」や、障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

の調査
ちょうさ

項目
こうもく

から「行動
こうどう

援護
え ん ご

」のために採用
さいよう

された「行動
こうどう

関連
かんれん

項目
こうもく

」、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

支援費
し え ん ひ

加算
か さ ん

における行動
こうどう

関連
かんれん

項目
こうもく

を判定
はんてい

指標
しひょう

として紹介
しょうかい

し、鳥取県
とっとりけん

における障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

を対象
たいしょう

とした大規模
だ い き ぼ

な調査
ちょうさ

では、強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

判定基
はんていき

準 表
じゅんひょう

で 20点
てん

以上
いじょう

の

人
ひと

は、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
など

を受
う

けている障害者
しょうがいしゃ

のうち 0.9%程度
て い ど

の発生率
はっせいりつ

であり、一方
いっぽう

、行動
こうどう

関連
かんれん

項目
こうもく

で 8点
てん

以上
いじょう

の

人
ひと

は 1.9 %
ぱーせんと

であったとして、判定
はんてい

指標
しひょう

により人数
にんずう

に影響
えいきょう

が出
で

ることを指摘
し て き

している。また、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が公表
こうひょう

し

ているサービス
さ ー び す

利用
り よ う

状 況
じょうきょう

及
およ

び加算
か さ ん

対象者数
たいしょうしゃすう

から、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

の重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

加算
か さ ん

（Ⅱ
に

）は、新基準
しんきじゅん

で 14,901

人
にん

（2014）、行動
こうどう

援護
え ん ご

については、7,013人
にん

（2014）であり、慎重
しんちょう

に推移
す い い

を見守
み ま も

る必要
ひつよう

がある、としている。 

３）増田
ま す だ

公
きみ

香
か

「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の発生
はっせい

要因
よういん

に関
かん

する考察
こうさつ

～A県内
けんない

における障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

従事者
じゅうじしゃ

への意識
い し き

調査
ちょうさ

を通
とお

して」山口県
やまぐちけん

 

立
りつ

大学
だいがく

学術
がくじゅつ

情報
じょうほう

第
だい

10号
ごう

、2017  

４）住宅
じゅうたく

施策
せ さ く

との連携
れんけい

は、「２地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

①医療
いりょう

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

、商工
しょうこう

等
とう

関連
かんれん

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

」（ｐ ）参照
さんしょう
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② 高齢化
こうれいか

に伴
ともな

う支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

 

ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 内閣府
ないかくふ

によると、令和
れ い わ

２年
ねん

10月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

、日本
に ほ ん

の総人口
そうじんこう

約
やく

１億
おく

2,571万人
まんにん

に対
たい

し、

高齢者
こうれいしゃ

は3,619万人
まんにん

となり、総人口
そうじんこう

に占
し

める65歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

の割合
わりあい

（高齢化率
こうれいかりつ

）は28.8

％
ぱーせんと

となっている１。神奈川県
か な が わ け ん

では、令和
れ い わ

２年
ねん

1月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

、総人口
そうじんこう

約
やく

920万人
まんにん

に対
たい

し、65歳
さい

以上
いじょう

人口
じんこう

は約
やく

231万人
まんにん

で、高齢化率
こうれいかりつ

は25.4 ％
ぱーせんと

となっている。 

 

〇 国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうしょ

によると、出 生
しゅっしょう

中位
ちゅうい

・死亡
し ぼ う

中位
ちゅうい

推計
すいけい

では、2040

年
ねん

には、総人口
そうじんこう

１億
おく

1,092万人
まんにん

に対
たい

し、高齢者
こうれいしゃ

は3,920万人
まんにん

と見込
み こ

まれており、その

時
とき

の日本
に ほ ん

の高齢化率
こうれいかりつ

は35.3 ％
ぱーせんと

に上
のぼ

ると推計
すいけい

されている２。人口
じんこう

構造
こうぞう

は短期間
たんきかん

で大
おお

きく変化
へ ん か

することはないため、今後
こ ん ご

も高齢化
こうれいか

が進
すす

むものと考
かんが

えられる。 

 

〇 65歳
さい

以上
いじょう

の高齢
こうれい

の障
しょう

がい者数
しゃすう

については、国立
こくりつ

のぞみの園
その

の調査
ちょうさ

によると、平成
へいせい

28年
ねん

時点
じ て ん

で、全国
ぜんこく

で高齢
こうれい

障
しょう

がい者
しゃ

は487万人
まんにん

、そのうち2.9万人
まんにん

が障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

に入所
にゅうしょ

しており、1.4万人
まんにん

がグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を利用
り よ う

しているとされている３。 

 

〇 また、厚生労働省
こうせいろうどうしょう

によると、在宅
ざいたく

の高齢障
こうれいしょう

がい者数
しゃすう

は341.8万人
まんにん

であり、同時点
どうじてん

の高齢者
こうれいしゃ

数
すう

3,459万
まん

人
にん

に対
たい

する割合
わりあい

が約
やく

10 ％
ぱーせんと

であった４。この割合
わりあい

を将来
しょうらい

推計
すいけい

人口
じんこう

に当
あ

てはめると、2040年
ねん

の在宅
ざいたく

の高齢者数
こうれいしゃすう

が3,920万人
まんにん

と見込
み こ

まれていること

から、2040年
ねん

の在宅
ざいたく

の高齢
こうれい

障
しょう

がい者数
しゃすう

は、その10 ％
ぱーせんと

、すなわち約
やく

390万人
まんにん

と推察
すいさつ

される。 

 

〇 公的
こうてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

においては、障
しょう

がい福祉
ふ く し

と介護
か い ご

サービス
さ ー び す

の円滑
えんかつ

なつな

がりを確保
か く ほ

するため、平成
へいせい

30年
ねん

に「共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

」が創設
そうせつ

されている。神奈川
か な が わ

で

は、令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

現在
げんざい

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の訪問
ほうもん

介護
か い ご

16事業所
じぎょうしょ

、通所
つうしょ

介護
か い ご

２事業所
じぎょうしょ

、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の居宅
きょたく

介護
か い ご

６事業所
じぎょうしょ

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

６事業所
じぎょうしょ

、生活
せいかつ

介護
か い ご

14事業所
じぎょうしょ

、

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

）３事業所
じぎょうしょ

、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

２事業所
じぎょうしょ

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

３事業所
じぎょうしょ

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

３事業所
じぎょうしょ

が共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

の指定
し て い

を受
う

けている。 

 

〇 また、平成
へいせい

30年
ねん

から、現在
げんざい

65歳
さい

以上
いじょう

で、65歳
さい

になるまでに５年
ねん

以上
いじょう

特定
とくてい

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けていた人
ひと

で、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

が区分
く ぶ ん

２以上
いじょう

であること

など一定
いってい

の要件
ようけん

を満
み

たす場合
ば あ い

、申請
しんせい

により障害
しょうがい

福祉
ふ く し

相当
そうとう

介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

額
がく

が償還
しょうかん

される制度
せ い ど

（新高額
しんこうがく

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

給付費
きゅうふひ

)も始
はじ

まった。 
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〇 地域
ち い き

で老
お

いていき、そして人生
じんせい

の最期
さ い ご

まで、一緒
いっしょ

に生
い

きてきた仲間
な か ま

たちとともに 

過
す

ごしたいと思
おも

っていても、終末期
しゅうまつき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

となった場面
ば め ん

で、住
す

み慣
な

れた場所
ば し ょ

での

支援
し え ん

を受
う

けることが困難
こんなん

となる高齢
こうれい

障
しょう

がい者
しゃ

もいる５。年齢
ねんれい

を重
かさ

ねて、終末期
しゅうまつき

ケア
け あ

の場所
ば し ょ

や、医療
いりょう

処置
し ょ ち

の必要
ひつよう

がなくなったあとの看取
み と

りなどの課題
か だ い

は、障
しょう

がいにかか

わらないこととして捉
とら

えていく必要
ひつよう

がある。 

 

 

イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（医療
いりょう

、看護
か ん ご

体制
たいせい

の整備
せ い び

） 

〇 人生
じんせい

の最期
さ い ご

の場面
ば め ん

まで、ともに生活
せいかつ

してきた仲間
な か ま

と一緒
いっしょ

に、住
す

み慣
な

れた場所
ば し ょ

で生活
せいかつ

を継続
けいぞく

できることが可能
か の う

となるよう、一義的
いちぎてき

には市町村
しちょうそん

が、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

や訪問
ほうもん

医療
いりょう

等
とう

のサービス
さ ー び す

を受
う

けやすい体制
たいせい

を整備
せ い び

するよう努
つと

めることとし、県
けん

はその実現
じつげん

のため

の支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 在宅
ざいたく

で常時
じょうじ

医療的
いりょうてき

なケア
け あ

が必要
ひつよう

な高齢
こうれい

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

し、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

において、夜間
や か ん

の緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

が可能
か の う

となるよう、県
けん

は、夜間
や か ん

の看護師
か ん ご し

配置
は い ち

のた

めの財政
ざいせい

支援
し え ん

措置
そ ち

など、必要
ひつよう

な体制
たいせい

を構築
こうちく

する取組
と り く

みについて検討
けんとう

すべきである。 

 

（居住
きょじゅう

支援
し え ん

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

） 

〇 県
けん

は、高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

の受
うけ

入
い

れを念頭
ねんとう

に置
お

いた、既存
き そ ん

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
とう

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を図
はか

るために必要
ひつよう

な財政的
ざいせいてき

措置
そ ち

を引
ひ

き続
つづ

き講
こう

じるとともに、

建物
たてもの

の設計
せっけい

やそのノウハウ
の う は う

の共有
きょうゆう

を通
とお

して、高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

も住
す

みやすい居住
きょじゅう

支援
し え ん

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進
すす

めるべきである。 

 

（社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

の継続
けいぞく

） 

〇 高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

に対
たい

して、どういう暮
く

らし方
かた

をしたいかといった意向
い こ う

を確認
かくにん

する中
なか

で、就労
しゅうろう

等
とう

の継続
けいぞく

の意思
い し

も含
ふく

めて確認
かくにん

することが必要
ひつよう

である。県
けん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、

本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

は可能
か の う

な限
かぎ

り生涯
しょうがい

現役
げんえき

で働
はたら

き続
つづ

けることができるような体制
たいせい

整備
せ い び

することを通
とお

して、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

する機会
き か い

の継続
けいぞく

を保障
ほしょう

するなど、

一人
ひ と り

ひとりに必要
ひつよう

な個別
こ べ つ

の支援
し え ん

をすべきである。 

 

（高齢化
こうれいか

に伴
ともな

う福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の利
り

活用
かつよう

） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

による福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

や補聴器
ほちょうき

等
とう

の利
り

活用
かつよう

は、十分
じゅうぶん

に進
すす

んでいない側面
そくめん

があ

る。県
けん

は、補
ほ

装具
そ う ぐ

等
とう

の製造事
せいぞうじ

業者
ぎょうしゃ

や販売事
はんばいじ

業者
ぎょうしゃ

、経済
けいざい

産 業 局
さんぎょうきょく

や関
かん

東信越
とうしんえつ

厚生局
こうせいきょく

といった国
くに

の機関
き か ん

なども交
まじ

え、当事者
とうじしゃ

にとって福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

等
とう

がより使
つか

いやすくなるよ
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うフィッテイング
ふ ぃ っ て い ん ぐ

（寸法
すんぽう

合
あ

わせ）技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

や開発
かいはつ

につながる課題
か だ い

の共有
きょうゆう

を図
はか

るべ

きである。 

 

（共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

等
とう

のより一層
いっそう

の推進
すいしん

） 

〇 行政
ぎょうせい

は、障
しょう

がいのある人
ひと

が、年齢
ねんれい

を理由
り ゆ う

にサービス
さ ー び す

が断続化
だんぞくか

されることなく、住
す

み慣
な

れた場所
ば し ょ

での生活
せいかつ

や、これまで利用
り よ う

してきたサービス
さ ー び す

を継続
けいぞく

して受
う

けることが

可能
か の う

となるよう、その障
しょう

がい特性
とくせい

も踏
ふ

まえながら、共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

が過不足
か ふ そ く

なく

整備
せ い び

され、円滑
えんかつ

に利用
り よ う

ができるよう事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

し制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

るべきである。ま

た、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

などの場
ば

を活用
かつよう

し、地域
ち い き

における共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

の必要度
ひつようど

につ

いて関係者
かんけいしゃ

の議論
ぎ ろ ん

を促
うなが

す取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

〇 県
けん

は、特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

等
とう

を開設
かいせつ

する介護
か い ご

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

が、障
しょう

がいのある人
ひと

を受
う

け入
い

れやすくするため、高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

に対
たい

する支援
し え ん

のノウハウ
の う は う

に乏
とぼ

しい介護
か い ご

サ
さ

ー
ー

ビス
び す

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
とう

の専門
せんもん

職員
しょくいん

を派遣
は け ん

し、障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

に関
かん

する

技術
ぎじゅつ

指導
し ど う

や助言
じょげん

を 行
おこな

うことや、介護
か い ご

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

が障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

する介護
か い ご

技術
ぎじゅつ

に関
かん

する助言
じょげん

を行
おこな

うなど、双方
そうほう

がそのノウ
の う

ハウ
は う

を共有
きょうゆう

できるような仕組
し く

みを創設
そうせつ

すべきである。 

 

〇 県
けん

は、 障
しょう

がい者
しゃ

の支援
し え ん

を担
にな

っている職員
しょくいん

と高齢者
こうれいしゃ

の支援
し え ん

を担
にな

っている職員
しょくいん

が

合同
ごうどう

で参加
さ ん か

できる支援力
しえんりょｋ

の向上
こうじょう

を図
はか

る研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

することにより、それぞれの

支援者
しえんしゃ

をつなげることを通
つう

じて高齢者
こうれいしゃ

と障
しょう

がい者
しゃ

が一緒
いっしょ

に暮
く

らすことが可能
か の う

とな

るような取組
と り く

みを進
すす

める機会
き か い

を設
もう

けるべきである。 

 

（障
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

強化
きょうか

） 

〇 当事者
とうじしゃ

が受
う

けたいサービス
さ ー び す

等
とう

の意思
い し

を十分
じゅうぶん

に反映
はんえい

し、障
しょう

がい福祉
ふ く し

と介護
か い ご

保険
ほ け ん

の

それぞれのサービス
さ ー び す

を組
く

み合
あ

わせた総合的
そうごうてき

なサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

が実現
じつげん

できるよう、県
けん

は、

自立
じ り つ

支援
し え ん

協
きょう

議会
ぎ か い

な ど の 場
ば

を 活用
かつよう

し 、 当事者
とうじしゃ

や 家族
か ぞ く

と 相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

、

ケアマネージャ
け あ ま ね ー じ ゃ

ー
ー

、市町村
しちょうそん

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

主管課
しゅかんか

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

、医療
いりょう

機関
き か ん

、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

が集
あつ

まる機会
き か い

を設
もう

ける

べきである。 

 

〇 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

と介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

を併用
へいよう

することや、共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

を

利用
り よ う

することが、当事者
とうじしゃ

本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

する生活
せいかつ

を支援
し え ん

していくためには肝要
かんよう

であり、

介護
か い ご

保険
ほ け ん

優先
ゆうせん

の運用
うんよう

で機械的
きかいてき

に移行
い こ う

するのではなく、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた対応
たいおう

を

行
おこな

う必要
ひつよう

がある。県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、適正
てきせい

な運用
うんよう

を図
はか

るべきである。 
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（当事者
とうじしゃ

家族
か ぞ く

の高齢化
こうれいか

に対
たい

する対応
たいおう

） 

〇 高齢
こうれい

の家族
か ぞ く

と同居
どうきょ

している当事者
とうじしゃ

は、例
たと

えば高齢
こうれい

の親
おや

が急逝
きゅうせい

するといった、いわ

ゆる「8050問題
もんだい

」のように環境
かんきょう

が大
おお

きく変化
へ ん か

することが、大
おお

きな負担
ふ た ん

となることを

心配
しんぱい

している。そうしたことが、ひいては最悪
さいあく

の場合
ば あ い

には孤独死
こ ど く し

などにつながる恐
おそ

れ

もあるため、将来
しょうらい

のことを不安
ふ あ ん

に感
かん

じながら、家族
か ぞ く

と暮
く

らしている当事者
とうじしゃ

が安心
あんしん

し

て生活
せいかつ

ができるようにすることが重要
じゅうよう

である。 

県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

して、当事者
とうじしゃ

が地域
ち い き

でのつながりを作
つく

るための仕組
し く

みづくりを

進
すす

めることや、地域
ち い き

での暮
く

らしをサポート
さ ぽ ー と

できる支援者
しえんしゃ

を養成
ようせい

する取組
と り く

みを進
すす

めるべ

きである。 

 

（人材
じんざい

育成
いくせい

） 

〇 事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、支援者
しえんしゃ

等
など

が高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

の支援
し え ん

スキル
す き る

や知識
ち し き

、身体的
しんたいてき

介護
か い ご

の方法
ほうほう

等
とう

について、適切
てきせつ

に学
まな

び、支援
し え ん

に生
い

かすことができるよう、必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

等
とう

の機会
き か い

を設
もう

けることとし、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、事業所
じぎょうしょ

等
とう

が研修
けんしゅう

等
とう

を適
てき

切
せつ

に受講
じゅこう

できるよう

支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

 

１）内閣府
ないかくふ

「令和
れ い わ

３年度版
ねんどばん

高齢
こうれい

社会
しゃかい

白書
はくしょ

」、2021 

２）国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうじょ

「日本
に ほ ん

の将来
しょうらい

推計
すいけい

人口
じんこう

（平成
へいせい

29年
ねん

推計
すいけい

）報告書
ほうこくしょ

」、2017 

３）独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国立
こくりつ

重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

施設
し せ つ

のぞみの園
その

「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

における高齢期
こうれいき

支援
し え ん

に関
かん

する実態
じったい

調査
ちょうさ

」

厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

、2021 

４）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「平成
へいせい

28年
ねん

生活
せいかつ

のしづらさなどに関
かん

する調査
ちょうさ

（全国
ぜんこく

在宅
ざいたく

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

等
など

実態
じったい

調査
ちょうさ

）結果
け っ か

」、2018 

５）三菱
みつびし

ＵＦＪ
ゆーえふじぇー

リサーチ
り さ ー ち

＆
あんど

コンサルティング
こ ん さ る て ぃ ん ぐ

「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

のあり方
かた

に関
かん

する実態
じったい

調査
ちょうさ

」厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

平成
へいせい

30年度
ね ん ど

  

障
しょう

害
がい

者
しゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

、2019 
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③ 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の推進
すいしん

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

 

 

ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

３条
じょう

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

で言及
げんきゅう

されている「ど

こで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかについての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

において他
ほか

の人々
ひとびと

と共生
きょうせい

することが妨
さまた

げられないこと」を踏
ふ

まえ、県
けん

でも、国
くに

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

指針
し し ん

に基
もと

づき、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の入所者
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、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
など

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

等
とう

に取
と

り組
く

んできた。 

 

〇 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

の利用者数
りようしゃすう

の推移
す い い

を見る
み る

と、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

して

おり、平成
へいせい

22
２２

年度
ね ん ど

には、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の利用者数
りようしゃすう

が入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者数
りようしゃすう

を逆転
ぎゃくてん

している。障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

別
べつ

の推移
す い い

を見る
み  

と、利用者数
りようしゃすう

の増加
ぞ う か

に伴い
ともない

、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

５、６の割合
わりあい

も増加
ぞ う か

している。 

 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

については、神奈川
か な が わ

の第５期
だ い  き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

におい

て、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

のうち約
やく

10 ％
ぱーせんと

となる 470人
にん

が移行
い こ う

する【参考資料2】報告

書要約版.pptx ことを目標
もくひょう

としたが、実績
じっせき

は、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

入所者
にゅうしょしゃ

のうち 3.6

％
ぱーせんと

となる 175人
にん

であり、目標
もくひょう

を大幅
おおはば

に下回
したまわ

っている。 

 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

の障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

別
べつ

の推移
す い い

を見
み

ると、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

５、６の人
ひと

の割合
わりあい

が年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、詳細
しょうさい

な分析
ぶんせき

は必要
ひつよう

であるものの、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

し

ている障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

５、６の人
ひと

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

が進んで
す す ん で

いないことが考
かんが

えら

れる。 

 

〇 第
だい

98回
かい

社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

では、全国的
ぜんこくてき

にも、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の重度化
じゅうどか

・

高齢化
こうれいか

により、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

からの退所
たいしょ

は入院
にゅういん

・死亡
し ぼ う

を理由
り ゆ う

とする割合
わりあい

が年々
ねんねん

高
たか

まっ

てきており、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

などへの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者数
いこうしゃすう

は減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあると報告
ほうこく

さ

れている。 

 

〇 障
しょう

がいの重い
おも  

人
ひと

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる取組
と り く

みとして、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から

日中
にっちゅう

サービス
さ ー び す

支援型
しえんがた

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

が創設
そうせつ

された。神奈川
か な が わ

においては、令和
れ い わ

３年
ねん

10

月
がつ

現在
げんざい

の整備数
せいびすう

は 28 か所
しょ

である。 

 

〇  また、県
けん

では、県立
けんりつ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を進
すす

めるため、その利用者
りようしゃ

を

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

で受
う

け入
い

れた場合
ば あ い

にグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の改修
かいしゅう

経費
け い ひ

や人件費
じんけんひ

などの
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補助
ほ じ ょ

を行って
おこな    

いる。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の改修
かいしゅう

経費
け い ひ

については、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

１件
けん

、令
れい

和
わ

２年度
ね ん ど

０件
  けん

、職員
しょくいん

加配
か は い

の実績
じっせき

については、令和
れ い わ

元年
がんねん

度
ど

２件
けん

、令和
れ い あ

２年度
ね ん ど

３件
  けん

だっ

た。重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

にも対応
たいおう

する日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の新規
し ん き

整備
せ い び

に対
たい

する補助
ほ じ ょ

については、

令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

１件
けん

、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

１件
  けん

と少なく
すく    

、今後
こ ん ご

、さらなる推進
すいしん

が課題
か だ い

である。 

 

〇 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

の厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の調査
ちょうさ

１によると、地域
ち い き

移行
い こ う

に取
と

り組
く

んでいない施設
し せ つ

に、

その理由
り ゆ う

を聞
き

いたところ、「地域
ち い き

での居住
きょじゅう

の場
ば

（グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

）が少
すく

ない」が

41.8 ％
ぱーせんと

となっている一方
いっぽう

、「入所者
にゅうしょしゃ

にとって施設
し せ つ

の支援
し え ん

が一番
いちばん

適切
てきせつ

であるため、

地域
ち い き

移行
い こ う

は不要
ふ よ う

」という回答
かいとう

が 37.4 ％
ぱーせんと

であった。 

 

〇 措置
そ ち

制度
せ い ど

の時代
じ だ い

から継続
けいぞく

して入所
にゅうしょ

している人
ひと

も多
おお

く、必
かなら

ずしも、本人
ほんにん

の意向
い こ う

で

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

したわけではないことに留意
りゅうい

する必要
ひつよう

がある。また、入所
にゅうしょ

すること自体
じ た い

が目的化
もくてきか

しているのではないかとの指摘
し て き

もある。令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の調査
ちょうさ

２で

は、現在
げんざい

の入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

の可能性
かのうせい

について調査
ちょうさ

しており、施設
し せ つ

が入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

についての意向
い こ う

を把握
は あ く

しているのは調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

の約
やく

3.8 ％
ぱーせんと

に留
とど

まっていた

との結果
け っ か

もある。改
あらた

めて、入所者
にゅうしょしゃ

一人
ひ と り

ひとりの意向
い こ う

を確認
かくにん

し、本人
ほんにん

の願
ねが

いや希望
き ぼ う

に寄り添
よ  そ

った支援
し え ん

が求
もと

められている。 

 

〇 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

の厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の調査
ちょうさ

１によると、在所
ざいしょ

期間
き か ん

別
べつ

の割合
わりあい

について、全
ぜん

体
たい

で

は、「15～20年
ねん

未満
み ま ん

」が 13.7 %
ぱーせんと

、「20～25年
ねん

未満
み ま ん

」が 11.3 %
ぱーせんと

等
など

となってお

り、在所
ざいしょ

期間
き か ん

が 30年
ねん

以上
いじょう

という人
ひと

も 2割弱
わりじゃく

であった。県立
けんりつ

施設
し せ つ

においても同様
どうよう

に、

15年
ねん

以上
いじょう

在所
ざいしょ

している人
ひと

の割合
わりあい

は、約
やく

５割弱
  わりじゃく

と多い
お お  

。また、県立
けんりつ

施設
し せ つ

は、地域
ち い き

との

関わり
かか    

が希薄
き は く

になりやすく、そもそも地域
ち い き

生活
せいかつ

を知らない
し    

人
ひと

を地域
ち い き

に移行
い こ う

させるこ

とに無理
む り

があるのではないかとの指摘
し て き

もあり、入所者
にゅうしょしゃ

に様々
さまざま

な社会
しゃかい

経験
けいけん

を積
つ

んでも

らうことが必要
ひつよう

である。さらに、友人
ゆうじん

の重要性
じゅうようせい

も指摘
し て き

されており、地域
ち い き

における人
ひと

とのつながりを広げて
ひろ    

いく取組み
とりく   

も必要
ひつよう

である。 

 

〇 また、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に当
あ

たっては、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

との連携
れんけい

が欠かせないが、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

や相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

の数
かず

が不足
ふ そ く

している現状
げんじょう

があり、施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

一人
ひ と り

ひとりに十分
じゅうぶん

関
かか

われていないことが推測
すいそく

される。 

 

〇 地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

の地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

及
およ

び地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

は、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の要
かなめ

になる事業
じぎょう

であり、福祉力
ふくしりょく

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

等
など

の力
ちから

の指標
しひょう

や判断
はんだん

の土台
ど だ い

となる

ものである。令和
れ い わ

３年
ねん

２月
 が つ

の都道府県
と ど う ふ け ん

別
べつ

利用者数
りようしゃすう

（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

調
しら

べ）に

よると、県
けん

における地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

の利用者数
りようしゃすう

は 20人
にん

、地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の利用者数
りようしゃすう

は

37人
にん

であり、全国
ぜんこく

と比較
ひ か く

しても低
ひく

い。 
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〇 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を推進
すいしん

する一方
いっぽう

で、「施設
し せ つ

か地域
ち い き

という対立
たいりつ

構造
こうぞう

ではなく、施設
し せ つ

も住
す

まいの場
ば

としての選択肢
せんたくし

の一
ひと

つとして位置
い ち

付
づ

けてはどうか」との意見
い け ん

もある。障
しょう

が

いのある人
ひと

の市民
し み ん

としての権利
け ん り

を保障
ほしょう

し、本人
ほんにん

が選択
せんたく

した暮
く

らしの実現
じつげん

に向
む

けて

支援
し え ん

することは当然
とうぜん

である。「どこ」で暮
く

らすということだけでなく、「どのような」

暮
く

らしをするのかが重要
じゅうよう

であり、支援
し え ん

の内容
ないよう

と質
しつ

が問
と

われている。 

 

 

イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

の推進
すいしん

） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するか、どのような暮
く

らしを望
のぞ

んでいるのかについ

て、施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

一人
ひ と り

ひとりの自己
じ こ

選択
せんたく

・自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

し、その意向
い こ う

に沿
そ

った

支援
し え ん

を行
おこな

うため、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に取
と

り組
く

むべきである。 

 

〇 特
とく

に、県立
けんりつ

施設
し せ つ

は重度
じゅうど

の障
しょう

がいの人
ひと

が多
おお

いとされている。どんなに重
おも

い障
しょう

がい

があっても障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

には必
かなら

ず意思
い し

があるという前提
ぜんてい

に立ち
た  

、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
しょう

がい者
しゃ

の意思
い し

決定
けってい

に、率先
そっせん

して取り組
と  く

むべきである。 

 

（施設内
しせつない

における地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の促進
そくしん

体制
たいせい

の構築
こうちく

） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を促進
そくしん

していくためには、家族
か ぞ く

や後見人
こうけんにん

、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

、事業所
じぎょうしょ

、行政
ぎょうせい

等
とう

との連携
れんけい

が欠
か

かせない。入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

や支援
し え ん

担当
たんとう

の職員
しょくいん

だけに任
まか

せるのではなく、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

を含
ふく

めた関係者
かんけいしゃ

で集
あつ

ま

り、入所
にゅうしょ

の目的
もくてき

や今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

、それぞれの役割
やくわり

を確認
かくにん

するなど、組織
そ し き

として

積極的
せっきょくてき

に対応
たいおう

することが重要
じゅうよう

である。県
けん

は、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を行
おこな

うとともに、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の取組
と り く

みを促進
そくしん

する体制
たいせい

を整
ととの

えた施設
し せ つ

に対し
たい  

、財政的
ざいせいてき

な支援
し え ん

を検討
けんとう

するべ

きである。 

 

  〇 長期間
ちょうきかん

、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

している人
ひと

にこそ、本人
ほんにん

の心
こころ

が動
うご

くような経験
けいけん

、体験
たいけん

をする

機会
き か い

を作り
つ く  

、本人
ほんにん

の表 情
ひょうじょう

や行動
こうどう

をモニタリング
も に た り ん ぐ

することが重要
じゅうよう

である。入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

等
など

と連携
れんけい

し、そのような経験
けいけん

や体験
たいけん

をする機会
き か い

をサービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

や個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

に反映
はんえい

し、短
みじか

いスパン
す ぱ ん

で継続的
けいぞくてき

にモニタリング
も に た り ん ぐ

していくべきで

ある。 

 

  〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

に、その施設
し せ つ

だけが暮
く

らしの選択肢
せんたくし

ではないことを知
し

ってもら

うことが大切
たいせつ

であるのと同
おな

じように、家族
か ぞ く

等
など

にも様々
さまざま

な選択肢
せんたくし

があることを知
し

って

もらうことが必要
ひつよう

である。入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

や家族
か ぞ く

等
など

に、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を
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分
わ

かりやすく丁寧
ていねい

に提供
ていきょう

するべきである。 

 

（社会
しゃかい

経験
けいけん

等
など

の拡
かく

大
だい

） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

は地域
ち い き

との交流
こうりゅう

や社会
しゃかい

経験
けいけん

が少
すく

ないとの指摘
し て き

がある。生活
せいかつ

が

全く
まった  

変
か

わらず、変化
へ ん か

をつくり出
だ

していくということが、不本意
ふ ほ ん い

ながらできていない

人
ひと

に対
たい

してこそ、本人
ほんにん

の心
こころ

が動
うご

くような経験
けいけん

が必要
ひつよう

である。入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、障
しょう

がい

当事者
とうじしゃ

一人
ひ と り

ひとりの生活
せいかつ

が豊
ゆた

かになるよう外出
がいしゅつ

など余暇
よ か

の充実
じゅうじつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

等
とう

に取
と

り組むこととし、県
けん

は、その実現
じつげん

に向
む

けて支援
し え ん

するべきである。 

  

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

での日中
にっちゅう

活動
かつどう

を充実
じゅうじつ

することは、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の鍵
かぎ

であるとの意見
い け ん

も

あり、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における日中
にっちゅう

活動
かつどう

については、できる限
かぎ

り、施設
し せ つ

の外
そと

に出
で

ていく

工夫
く ふ う

をすべきである。しかし、経営
けいえい

の規模
き ぼ

が大
おお

きな法人
ほうじん

であれば、そうした事業
じぎょう

展開
てんかい

が可能
か の う

だが、小規模
しょうきぼ

法人
ほうじん

などは難
むずか

しい場合
ば あ い

も多
おお

い。入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、法人
ほうじん

の枠
わく

を超
こ

え

て、連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

できる体制
たいせい

の整
せい

備
び

に取り組
と  く

むこととし、県
けん

は、その実現
じつげん

に向
む

けた

支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

  

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

に入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

以外
い が い

の住
す

まいの場
ば

があることを知
し

ってもらうため

に、県
けん

は、分
わ

かりやすい情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するとともに、体験
たいけん

専用
せんよう

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や

小規模
しょうきぼ

なサテライト型
さ て ら い と が た

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を利用
り よ う

することのできる機会
き か い

を設け
も う  

、誰
だれ

もが気軽
き が る

に体験
たいけん

することができるよう取
と

り組
く

むべきである。 

 

（地域
ち い き

におけるネットワーク
ね っ と わ ー く

づくり） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は地域
ち い き

との関係性
かんけいせい

が希薄
き は く

になりがちであるため、地域
ち い き

の自治会
じ ち か い

等
など

に参加
さ ん か

するなど、地域
ち い き

とのつながりを深
ふか

め、障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

促進
そくしん

に努
つと

めることが重要
じゅうよう

である。さらに、「地域
ち い き

をつくる」という視点
し て ん

に立
た

ち、所在
しょざい

地域
ち い き

、あるいは圏域
けんいき

の自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

等
など

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

し、現状
げんじょう

の取組
と り く

みや課題
か だ い

等
とう

を共
きょう

有
ゆう

し、地域
ち い き

関係者
かんけいしゃ

に

よるネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

に努
つと

めることとし、県
けん

は、その実現
じつげん

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

うべ

きである。 

 

〇 また、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

した際
さい

に、本人
ほんにん

に関
かか

わる人
ひと

が減
へ

っていく

可能性
かのうせい

がある。地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

できればよいわけではなく、本人
ほんにん

の人生
じんせい

がその場所
ば し ょ

で広
ひろ

がっていくという実感
じっかん

を持
も

てることが重要
じゅうよう

である。入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、地域
ち い き

生活
せいかつ

に

移行
い こ う

した後
あと

も、関
かか

われる人
ひと

や過
す

ごせる場所
ば し ょ

が増
ふ

えていく仕組
し く

みを構築
こうちく

することが

必要
ひつよう

である。 

 

〇 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

した人
ひと

が、何
なん

らかの理由
り ゆ う

で生活
せいかつ

することが困難
こんなん

になった場合
ば あ い

は、本人
ほんにん
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の意向
い こ う

を踏
ふ

まえ、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
など

は必要
ひつよう

に応
おう

じて受入
う け い

れ、再度
さ い ど

、地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

できる

よう支援
し え ん

を行
おこな

うことが重要
じゅうよう

である。そのような「循環型
じゅんかんがた

」の施設
し せ つ

のあり方
かた

につい

検討
けんとう

する必要
ひつよう

があり、併
あわ

せて、協
きょう

議会
ぎ か い

等
など

で受入れ
う け い れ

を検討
けんとう

するなど、地域
ち い き

で支
ささ

えるた

めの仕組
し く

みづくりを行
おこな

うべきである。 

 

（重度障
じゅうどしょう

がいのある人
ひと

等
など

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

） 

〇 重度障
じゅうどしょう

がい者が多
おお

く入所している県立
けんりつ

施設
し せ つ

こそ、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に全力
ぜんりょく

を尽
つ

くし、

どんなに障
しょう

がいの重い
おも  

人
ひと

も地域
ち い き

生活
せいかつ

が可能
か の う

であるということを証明
しょうめい

する必要
ひつよう

があ

る。施設内
しせつない

の体制
たいせい

構築
こうちく

はもちろんであるが、重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

に対応
たいおう

できるグループホ
ぐ る ー ぷ ほ

ー
ー

ム
む

や日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

を設置
せ っ ち

（委託
い た く

も想定
そうてい

）し、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に取り組
と  く

むべきで

ある。 

 こうした県立
けんりつ

施設
し せ つ

の取組
と り く

みを踏
ふ

まえ、県
けん

は、重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に関
かん

す

るノウハウ
の う は う

を蓄積
ちくせき

し、県内
けんない

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に情報
じょうほう

発信
はっしん

していくべきである。 

 

〇 また、県
けん

は、県内
けんない

や他県
た け ん

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

において地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

が進
すす

まない事例
じ れ い

の分析
ぶんせき

や、地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

の地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

及
およ

び地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

を調査
ちょうさ

・分析
ぶんせき

し、

明
あき

らかになった課題
か だ い

の解決
かいけつ

に向
む

けた取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

 （入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

以外
い が い

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

） 

  〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

だけではなく、障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している「過
か

齢児
れ い じ

」

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

や同居
どうきょ

している家族
か ぞ く

から離れた暮
く

らしについても検討
けんとう

していく必要
ひつよう

がある。行政
ぎょうせい

や相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

等
など

の関係者
かんけいしゃ

で協力
きょりょく

体制
たいせい

を構築
こうちく

し、本人
ほんにん

の気持
き も

ちや

思
おも

いに沿って、自律
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、一人
ひ と り

ひとりのオーダーメイド
お ー だ ー め い ど

の支援
し え ん

に取り組
と  く

むべきである。 

 

（地域
ち い き

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

） 

〇 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を進
すす

めるには、その受
う

け皿
ざら

となる地域
ち い き

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

が必要不可欠
ふ か け つ

とな

る。本人
ほんにん

が「住
す

まいの場
ば

」を自分
じ ぶ ん

の意思
い し

で選択
せんたく

し、その人
ひと

らしく暮
く

らすことが可能
か の う

となるように、行政
ぎょうせい

は関係者
かんけいしゃ

と連携
れんけい

し、多様
た よ う

な「住
す

まいの場
ば

」を確保
か く ほ

するべきであ

る。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

以外
い が い

に、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

のサテライト
さ て ら い と

型
がた

やシェアハウス
し ぇ あ は う す

など、新
あら

たな

「住
す

まいの場
ば

」について検討
けんとう

していく必要
ひつよう

がある。 

 

１）三菱
みつびし

U F J
ゆーえふじぇー

リサーチ
り さ ー ち

＆コンサルティング
こ ん さ る て ぃ ん ぐ

「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

のあり方
かた

に関
かん

する実態
じったい

調査
ちょうさ

」厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

平成
へいせい

30年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

、2019 

２）一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

総合
そうごう

研究所
けんきゅうじょ

「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

移行
い こ う

の実態
じったい

調査
ちょうさ

及
およ

び意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取
と

り組
く

み推進
すいしん

のた 

めの調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

」令和
れ い わ

２年度
ど

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業費
じぎょうひ

報告書
ほうこくしょ

、2021 
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④ 日中
にっちゅう

活動
かつどう

のさらなる充実
じゅうじつ

 

 

 ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 平成
へいせい

18年
ねん

に障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

が施行
し こ う

され、公的
こうてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の対象
たいしょう

に、

支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

では対象
たいしょう

ではなかった精神障
せいしんしょう

がいの人
ひと

が加
くわ

えられるとともに、日中
にっちゅう

活動
かつどう

としての障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する事業所
じぎょうしょ

の開設
かいせつ

を、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

に限
かぎ

ら

ず、ＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

や営利
え い り

法人
ほうじん

にも広
ひろ

げられたことなどから、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の

利用者
りようしゃ

数
すう

と同提供
どうていきょう

事業所数
じぎょうしょすう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

し、今日
こんにち

、 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える

重要
じゅうよう

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

となっている。 

 

〇 日中活動の
にっちゅうかつどう 

障害福祉サービス
し ょ う が い ふ く し さ ー び す

を提供す
ていきょう 

る事業所
じぎょうしょ

の種別
しゅべつ

としては、生活
せいかつ

介護
か い ご

と就
しゅう

労
ろう

支援
し え ん

Ｂ型
かた

の事業所
じぎょうしょ

がボリュームゾーン
ぼ り ゅ ー む ぞ ー ん

であり、実際
じっさい

の活動
かつどう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

は、運営
うんえい

主体
しゅたい

の

自由度
じ ゆ う ど

が高
たか

く、一人
ひ と り

ひとりの希望
き ぼ う

や願
ねが

いに沿
そ

った個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

を策定
さくてい

した上
うえ

で、状
じょう

態
たい

像
ぞう

に応
おう

じた食事
しょくじ

や入浴
にゅうよく

、排
はい

せつの援助
えんじょ

といった身体
しんたい

介護
か い ご

を中心
ちゅうしん

とするものから、

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

や農業
のうぎょう

、漁業
ぎょぎょう

との連携
れんけい

により生産
せいさん

活動
かつどう

を行
おこな

うものなど、様々
さまざま

である。 

 

〇 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく障
しょう

がい福祉
ふ く し

の制度
せ い ど

のスタート
す た ー と

から、途中
とちゅう

、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

づく制度
せ い ど

の改変
かいへん

を経
へ

て、13年
ねん

以上
いじょう

が経過
け い か

したが、公的
こうてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

の実態
じったい

を調査
ちょうさ

した、厚生
こうせい

労働
ろうどう

科学
か が く

特別
とくべつ

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

１（平成
へいせい

29年度
ね ん ど

）

によれば、①利用者
りようしゃ

の高齢化
こうれいか

が進
すす

んでいること、②重度
じゅうど

、多様
た よ う

な障
しょう

がいの利用者
りようしゃ

が

増
ふ

えており、とりわけ「行動
こうどう

障
しょう

がい」のある人
ひと

や医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な人
ひと

の支援
し え ん

に苦慮
く り ょ

していること、③支援者
しえんしゃ

の人材
じんざい

確保
か く ほ

が難
むずか

しくなっていること、などが課題
か だ い

となって

いるとしている。 

   

〇 また、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

のサービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

を、同
おな

じ法人
ほうじん

の相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

が作成
さくせい

している場合
ば あ い

があり、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の観点
かんてん

から問題
もんだい

ではないかとの指摘
し て き

もさ

れている。具体的
ぐたいてき

には、生活
せいかつ

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

では約
やく

30 ％
ぱーせんと

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

Ｂ型
かた

事業所
じぎょうしょ

では

約
やく

22 ％
ぱーせんと

が同
おな

じ法人
ほうじん

の相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

が作成
さくせい

しており、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

が利用
り よ う

する日中
にっちゅう

活動
かつどう

としての生活
せいかつ

介護
か い ご

においては、約
やく

60 ％
ぱーせんと

が同
おな

じ法人
ほうじん

の相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

が作成
さくせい

しているという調査
ちょうさ

結果
け っ か

であった。 

 

〇 さらに、事業所
じぎょうしょ

の設置者
せっちしゃ

に着目
ちゃくもく

すると、ここ数年
すうねん

、生活
せいかつ

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び就労
しゅうろう

Ｂ型
がた

事業所
じぎょうしょ

については、ＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

や営利
え い り

法人
ほうじん

が新 規
しんきしんき

に事業
じぎょう

を開始
か い し

した例
れい

が増加
ぞ う か

して

いる傾向
けいこう

にあり、経営
けいえい

のノウハウ
の う は う

不足
ぶ そ く

についても課題
か だ い

とされている。 
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〇 就労
しゅうろう

系
けい

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

に着目
ちゃくもく

すると、神奈川
か な が わ

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の賃金
ちんぎん

（工賃
こうちん

）については、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、前年
ぜんねん

から微減
び げ ん

しているものの、近年
きんねん

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
かた

事業所
じぎょうしょ

の令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の平均
へいきん

工賃
こうちん

月額
げつがく

は 15,119円
えん

（前年度
ぜんねんど

14,696円
えん

）で、また、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

（雇用型
こようがた

）の平均
へいきん

工賃
こうちん

月額
げつがく

は 83,380

円
えん

（前年度
ぜんねんど

80,508円
えん

）となっている。しかしながら、特
とく

に就労
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

では全国
ぜんこく

平均
へいきん

よりも低
ひく

い水準
すいじゅん

であり、地域
ち い き

で自立
じ り つ

して生活
せいかつ

するには決
けっ

して十分
じゅうぶん

な

水準
すいじゅん

とはなっていない。 

〇 また、「チャレンジド
ち ゃ れ ん じ ど

（障
しょう

がい者
しゃ

）を納税者
のうぜいしゃ

にできる日本
に ほ ん

」を標榜
ひょうぼう

して活動
かつどう

して

きた障
しょう

がい福祉事
ふ く し じ

業者
ぎょうしゃ

も存在
そんざい

する。最先端
さいせんたん

科学
か が く

技術
ぎじゅつ

で、障
しょう

がいのある人
ひと

を、働
はたら

け

る人
ひと

、社会
しゃかい

の支
ささ

える側
がわ

へ、という考
かんが

えである。このような当事者
とうじしゃ

や支援者
しえんしゃ

のこれま

での取組
と り く

みに応
こた

えるように、現行
げんこう

の公的
こうてき

障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

は、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

につながる

支援
し え ん

についても重視
じゅうし

してきた。 

〇 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の最新
さいしん

の調査
ちょうさ

２によると、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

が一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に

移行
い こ う

する人
ひと

の割合
わりあい

は、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

では平成
へいせい

25年
ねん

の 47.7 ％
ぱーせんと

から令
れい

和
わ

元
がん

年度
ね ん ど

は 54.7 ％
ぱーせんと

と大
おお

きく上 昇
じょうしょう

しているものの、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

では、

平成
へいせい

25 年の 24.7 ％
ぱーせんと

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

は 25.1 ％
ぱーせんと

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
かた

事業所
じぎょうしょ

で

は平成
へいせい

25年度
ね ん ど

の 15.6 ％
ぱーせんと

から令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

は 13.2 ％
ぱーせんと

となっており、今後
こ ん ご

も、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の働
はたら

きたいという願
ねが

いを実現
じつげん

する取組
と り く

みが求
もと

められる。 

〇 神奈川
か な が わ

の第
だい

５期
き

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

～令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）における就労
しゅうろう

移
い

行
こう

支援
し え ん

事業
じぎょう

の利用者数
りようしゃすう

については、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

目標
もくひょう

の 4,152人
にん

に対
たい

し、実績
じっせき

は 4,412

人
にん

となり、この目標
もくひょう

は達成
たっせい

している。しかし、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

する利用者
りようしゃ

の割合
わりあい

（就労
しゅうろう

移行率
いこうりつ

）について、同移行率
どういこうりつ

が３割
わり

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

の数
かず

を令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

までに

全体
ぜんたい

の 50％とする目標
もくひょう

としたが、実績
じっせき

は 27.3％となり、達成
たっせい

できなかった。 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

のサービス
さ ー び す

は、利用者
りようしゃ

１人
ひ と り

ひとりの利用
り よ う

目的
もくてき

にかなったサービス
さ ー び す

が

提供
ていきょう

されるよう、昼
ひる

のサービス
さ ー び す

と夜
よる

のサービス
さ ー び す

との組合
くみあわ

せを選択
せんたく

できる仕組
し く

みとな

っているが、日中
にっちゅう

活動
かつどう

別
べつ

の実利用者数
じつりようしゃすう

（割合
わりあい

）は、「同一
どういつ

法人
ほうじん

敷地内
しきちない

で活動
かつどう

」が 96.1%

で、「同一
どういつ

法人
ほうじん

で別
べつ

の場所
ば し ょ

で活動
かつどう

」が 3.1%、「他
た

法人
ほうじん

・他
た

団体
だんたい

が運営
うんえい

する日中
にっちゅう

活動
かつどう

事業所
じぎょうしょ

等
など

で活動
かつどう

」が 0.5 %
ぱーせんと

、「その他
た

」が 0.3 %
ぱーせんと

であるとの調査
ちょうさ

結果
け っ か

がある３。

社会
しゃかい

経験
けいけん

を積
つ

む機会
き か い

が乏
とぼ

しいという指摘
し て き

もあり、職 住
しょくじゅう

分離
ぶ ん り

が課題
か だ い

となっている。 

 

〇 この他
ほか

、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、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、 

市町村
しちょうそん

が、その地域
ち い き

の実情
じつじょう

に合
あ

わせて、柔軟
じゅうなん

に支援
し え ん

内容
ないよう

を組立
く み た

てることのできる

「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」があり、日中
にっちゅう

活動
かつどう

メニュー
め に ゅ ー

として、地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

な
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どがあるが、財源
ざいげん

が潤沢
じゅんたく

ではないことや手続
て つ づ

きが煩雑
はんざつ

であるといった理由
り ゆ う

から、い

わゆる個別
こ べ つ

給付
きゅうふ

との組合
くみあわ

せでより一層
いっそう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するといった機能
き の う

を果
は

たせ

ていないという指摘
し て き

もある。 

 

 

 イ 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の重要性
じゅうようせい

と適切
てきせつ

な運営
うんえい

支援
し え ん

） 

〇 日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の仲間
な か ま

づくりの場
ば

であり、地域
ち い き

において、いのち 

輝
かがや

かせていきいきと暮
く

らすことのできる重要
じゅうよう

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

であり、事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
など

は、

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、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

も含
ふく

め、望
のぞ

みや願
ねが

いに応
おう

じた質
しつ

の高
たか

い事業
じぎょう

を進
すす

めるべきである。 

 

〇 具体的
ぐたいてき

には、「当
あ

たり前
まえ

に参加
さ ん か

したり、挑戦
ちょうせん

できる環境
かんきょう

や機会
き か い

を増やして
ふ    

ほしい。

それが仲間
な か ま

たちの居場所
い ば し ょ

になる。」という意見
い け ん

があった。障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

一人
ひ と り

ひとりの

可能性
かのうせい

にしっかりと目
め

を向
む

けることが重要
じゅうよう

であり、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を後押
あ と お

しする中
なか

で、

地域
ち い き

で暮
く

らせなくなった人
ひと

たちも、もう一度
い ち ど

可能性
かのうせい

があるんだという多様
た よ う

な側面
そくめん

が

見
み

えてくる。日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

は、障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

が挑戦
ちょうせん

しながら、自信
じ し ん

を持
も

って活躍
かつやく

することができる、そういう場
ば

とするべきである。 

 

〇 行政
ぎょうせい

は、指定
し て い

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

を指定
し て い

した責任
せきにん

の下
もと

、必要
ひつよう

な指導
し ど う

助言
じょげん

に取
と

り組
く

む必要
ひつよう

がある。行政
ぎょうせい

は、今日
こんにち

の事業所数
じぎょうしょすう

の増加
ぞ う か

に適切
てきせつ

に対応
たいおう

してくために、事業
じぎょう

情報
じょうほう

の幅広
はばひろ

な公開
こうかい

の推進
すいしん

、神奈川県
か な が わ け ん

国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

データ
で ー た

による支援
し え ん

内容
ないよう

の分析
ぶんせき

、自主
じ し ゅ

点検
てんけん

の督励
とくれい

、当事者
とうじしゃ

によるモニタリング
も に た り ん ぐ

の導入
どうにゅう

などを進
すす

めるべきであ

る。 

 

（利用者
りようしゃ

の高齢化
こうれいか

、「行動
こうどう

障
しょう

がい」のある人
ひと

、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な人への対応
たいおう

） 

〇 近年
きんねん

、日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の利用者
りようしゃ

について、高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

、

強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいのある人
ひと

、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の必要
ひつよう

な人の利用
り よ う

が増
ふ

えているという調査
ちょうさ

結果
け っ か

が報告
ほうこく

されており、管理者
かんりしゃ

も含
ふく

め、支援者
しえんしゃ

には支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

、専門的
せんもんてき

知識
ち し き

の

習
しゅう

得
とく

が求
もと

められている。このため、事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、最新
さいしん

の支援
し え ん

理論
り ろ ん

、支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

を学
まな

ぶ

機会
き か い

を設
もうけ

けるよう努
つと

めることとし、行政
ぎょうせい

も、その実現
じつげん

に向
む

けて、支援
し え ん

を行
おこな

うべき

である。 

 

〇 その際
さい

、広域
こういき

のエリア
え り あ

において、研修
けんしゅう

・研究
けんきゅう

の機会
き か い

を設
もうけ

けることが効率的
こうりつてき

であ

り、かつ、事業所
じぎょうしょ

及
およ

び支援者
しえんしゃ

の広域的
こういきてき

な連携
れんけい

も図
はか

られることから、県
けん

は、例
たと

えば、障
しょう
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がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

毎
ごと

に担当者
たんとうしゃ

（広域
こういき

支援
し え ん

のマネージャー
ま ね ー じ ゃ ー

）を配置
は い ち

するなど、効果的
こうかてき

な

取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

（サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

） 

〇 市町村
しちょうそん

の公的
こうてき

サービス
さ ー び す

の支給
しきゅう

決定
けってい

の前提
ぜんてい

となるサービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

は、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いを最大限
さいだいげん

反映
はんえい

させたものとすべきであり、権利
け ん り

擁護
よ う ご

を図
はか

る観点
かんてん

から、できる

限
かぎ

り、利用
り よ う

サービス
さ ー び す

の設置者
せっちしゃ

とは異
こと

なる相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

によるものであることが望
のぞ

ましい。このため、県
けん

は、今
いま

なお不足
ふ そ く

しているとされる相談
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

に

注 力
ちゅうりょく

するとともに、質
しつ

の確保
か く ほ

を図
はか

るため、事
じ

業者
ぎょうしゃ

団体
だんたい

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

を図
はか

り、研修
けんしゅう

・

研究
けんきゅう

の機会
き か い

を設
もう

けるなどの必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 また、サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の策定
さくてい

に際
さい

しては、現在
げんざい

、県
けん

が推進
すいしん

している、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の仕組
し く

みを導入
どうにゅう

し、多職種
たしょくしゅ

によるチーム
ち ー む

を編成
へんせい

の上
うえ

、本人
ほんにん

の心
こころ

の声
こえ

にしっかり

耳
みみ

を傾
かたむ

けられる態勢
たいせい

を整備
せ い び

するよう取
と

り組
く

むこととしてはどうか。なお、多職種
たしょくしゅ

チーム
ち ー む

には、できる限
かぎ

り、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の参加
さ ん か

を奨励
しょうれい

するべきである。 

 

（小規模
しょうきぼ

な事業所
じぎょうしょ

の経営
けいえい

支援
し え ん

） 

〇 日中
にっちゅう

活動
かつどう

のサービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業者
ぎょうしゃ

は、経営
けいえい

規模
き ぼ

が小
ちい

さく、設立
せつりつ

して間
ま

もない法人
ほうじん

が 

多
おお

いことから、行政
ぎょうせい

は、指定
し て い

事業所
じぎょうしょ

として指定
し て い

した責任
せきにん

を踏
ふ

まえ、経営
けいえい

相談
そうだん

の機会
き か い

を設
もう

けたり、緩
ゆる

やかな共同
きょうどう

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

について助言
じょげん

指導
し ど う

、支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

に向
む

けた

研修
けんしゅう

受講
じゅこう

の督励
とくれい

を行
おこな

うなど、その健全
けんぜん

な経営
けいえい

の確保
か く ほ

を図
はか

る観点
かんてん

からの支援
し え ん

を行
おこな

う

べきである。この場合
ば あ い

、経営
けいえい

指導
し ど う

についてのノウハウ
の う は う

のある公益性
こうえきせい

の高
たか

い法人
ほうじん

・機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

るべきである。 

 

 （入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における日中
にっちゅう

活動
かつどう

のあり方
かた

） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

においては、外部
が い ぶ

機関
き か ん

を利用
り よ う

した日中
にっちゅう

活動
かつどう

の機会
き か い

が十分
じゅうぶん

に確保
か く ほ

されて

いないという指摘
し て き

を受
う

け、施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

においても、社会
しゃかい

とのつながりを通
とお

した自律的
じりつてき

な生活
せいかつ

を確保
か く ほ

することが重要である。多
おお

くの友人
ゆうじん

と社会
しゃかい

に役立
や く だ

つ活動
かつどう

に取
と

り組
く

むこ

とで、自信
じ し ん

を持
も

ち、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が持
も

つ本来
ほんらい

の、個々
こ こ

の人間性
にんげんせい

を回復
かいふく

することがで

きたという例
れい

もある。入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

における職 住
しょくじゅう

分離
ぶ ん り

の課題
か だ い

は報酬
ほうしゅう

に係
かか

るため、国
くに

と

の調整
ちょうせい

が必要
ひつよう

となるが、一方
いっぽう

で、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりの望
のぞ

みや願
ねが

い、可
か

能性
のうせい

を基礎
き そ

として、昼間
ひ る ま

、施設
し せ つ

から出
で

て活動
かつどう

する場
ば

を用意
よ う い

すべきである。 

なお、活動
かつどう

の場
ば

を用意
よ う い

するに当
あ

たっては、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

だけで作
つく

る必要
ひつよう

はなく、地
ち

域
いき

の企
き

業者
ぎょうしゃ

（商工会
しょうこうかい

、生協
せいきょう

、観光
かんこう

など）や団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、資源
し げ ん

を組
く

み合
あ

わせるな

ど、選択肢
せんたくし

の拡大
かくだい

に努
つと

めるべきである。 
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〇 一方
いっぽう

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

において、昼間
ひ る ま

、施設外
しせつがい

に出て
で  

就労
しゅうろう

活動
かつどう

を行って
おこな   

いるところも 

あることから、県
けん

は、法
ほう

人間
じんかん

の情報
じょうほう

交換
こうかん

や、地域
ち い き

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

の立ち上げ
た  あ  

について、

施設外
しせつがい

の活動
かつどう

に実績
じっせき

を持つ
も  

人材
じんざい

等
とう

と協議
きょうぎ

を進める
すす    

べきである。 

 特
とく

に県立
けんりつ

施設
し せ つ

が、地域
ち い き

の企業
きぎょう

等
とう

と連携
れんけい

し日中
にっちゅう

活動
かつどう

の拡大
かくだい

を図
はか

ることは、地域
ち い き

にお

ける障
しょう

がい者
しゃ

の理解
り か い

を促
うなが

し、受入
う け い

れを推進
すいしん

することとなる。県立
けんりつ

施設
し せ つ

は、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

を活用
かつよう

して、地域
ち い き

の様々
さまざま

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

を組
く

み合
あ

わせる、支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こうちく

すると

いった役割
やくわり

を担
にな

うなど、地域
ち い き

づくりに貢献
こうけん

すべきである。 

 

（就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の事業
じぎょう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

等
とう

） 

〇 今日
こんにち

、全国
ぜんこく

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

は工賃
こうちん

の向上
こうじょう

に向
む

けて取組
と り く

みを進
すす

めており、好事例
こうじれい

（失敗
しっぱい

事例
じ れ い

）は数多
かずおお

くある。事業所
じぎょうしょ

等
とう

はこういった様々
さまざま

な事例
じ れ い

に学
まな

びながら、関係
かんけい

機関
き か ん

、関係
かんけい

団体
だんたい

、地域
ち い き

の人
ひと

たちと連携
れんけい

しつつ、当事者
とうじしゃ

の働
はたら

きたいという願
ねが

いに応
こた

え

ることが重要
じゅうよう

であり、県
けん

は、そうした努力
どりょく

がきちんと見
み

える形
かたち

になるよう、研修
けんしゅう

や情報
じょうほう

交換
こうかん

の機会
き か い

を向
む

けるなどの支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。この場合
ば あ い

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

に

関
かん

しての情報
じょうほう

の蓄積
ちくせき

、企業者
きぎょうしゃ

とのコーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

力
りょく

、障がいの状態像
じょうたいぞう

に応
おう

じた

就労
しゅうろう

支援
し え ん

の技術力
ぎじゅつりょく

などを備
そな

えた公的
こうてき

な機関
き か ん

・団体
だんたい

との連携
れんけい

を図
はか

るべきである。 

 

〇 また、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

においても、その人
ひと

に合
あ

った日中
にっちゅう

活動
かつどう

としての福
ふく

祉的就労
してきしゅうろう

に取
と

り組
く

むことにより、その人
ひと

らしく、いのちを輝か
かがや 

せて生
い

き生
い

きと暮
く

らす

ことにつながることが報告
ほうこく

されている。生活
せいかつ

介護
か い ご

も生産
せいさん

活動
かつどう

のメニュー
め に ゅ ー

が想定
そうてい

され

ており、事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、本人
ほんにん

の状態像に
 じょうたいぞう  

応
おう

じた就労の
 しゅうろう  

機会
き か い

を創出す
 そうしゅつ  

るよう努
つと

めるべきで

ある。そのために、県
けん

は、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の日中活動の
にっちゅうかつどう 

実態
じったい

を把握
は あ く

し、必要
ひつよう

な助言
じょげん

指
し

導
どう

に

努
つと

め、日中活動系の
にっちゅうかつどうけい 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供事業者
さーびすていきょうじぎょうしゃ

との連携
れんけい

を図
はか

る機会
き か い

を提供す
 ていきょう  

るな

ど、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

の充実の
じゅうじつ 

ための支援
し え ん

を行う
おこな 

べきである。 

 

（企業
きぎょう

との連携
れんけい

４） 

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

が、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の機会
き か い

を得
え

るためには、企業
きぎょう

の理解
り か い

を促
うなが

し、企業
きぎょう

との連携
れんけい

を図
はか

っていくことが重要
じゅうよう

である。単独
たんどく

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事
じ

業者
ぎょうしゃ

では、

支援者
しえんしゃ

等
とう

が企業
きぎょう

に出向
で む

き、連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

関係
かんけい

を築
きず

くことは難
むずか

しい。県
けん

は、就労
しゅうろう

支援
し え ん

に取り組
と  く

む事業所
じぎょうしょ

相互
そ う ご

の連携
れんけい

強化
きょうか

と、企業
きぎょう

とのマッチング
ま っ ち ん ぐ

の機会
き か い

を設
もう

けるなど、連絡
れんらく

調整役
ちょうせいやく

を務
つと

めることとし、例
たと

えば共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

窓口
まどぐち

といった連携
れんけい

機関
き か ん

の機能
き の う

強化
きょうか

を図
はか

っていくべきである。 

 

〇 施設外
しせつがい

就労
しゅうろう

は、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

への転換
てんかん

が図
はか

りやすいとされることか

ら、事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、企業
きぎょう

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

をより一層
いっそう

強化
きょうか

してくことが重要
じゅうよう

である。県
けん

は、

事業所
じぎょうしょ

等
とう

が施設外
しせつがい

就労
しゅうろう

の機会
き か い

を得
え

やすくするよう、上記
じょうき

と同様
どうよう

、連絡
れんらく

調整役
ちょうせいやく

を務
つと

め
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ることとし、連携
れんけい

機関
き か ん

の設置
せ っ ち

または機能
き の う

強化
きょうか

を図
はか

ることを検討
けんとう

するべきである。 

 （地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

） 

〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

から、「廃校
はいこう

となった学校
がっこう

など、公立
こうりつ

施設
し せ つ

をもっと有効
ゆうこう

利用
り よ う

し、障
しょう

   

がいを問
と

わず利用
り よ う

できる、暮らしやすい
く      

広場
ひ ろ ば

を作
つく

ってほしい。今後
こ ん ご

は県営
けんえい

施設
し せ つ

や市営
し え い

団地
だ ん ち

の空
あ

き住
す

まいを利用
り よ う

できないだろうか」という意見
い け ん

があった。障
しょう

がい者
しゃ

一人
ひ と り

ひ

とりがその能力
のうりょく

を発揮
は っ き

し、自信
じ し ん

も持
も

って活躍
かつやく

できる場
ば

を増
ふ

やすため、県
けん

は、活用
かつよう

で

きる資源
し げ ん

を公表
こうひょう

するなど、工夫
く ふ う

して、地域
ち い き

の 社
しゃかい

会資源
し げ ん

の有効
ゆうこう

活用
かつよう

に取
と

り組
く

むべき

である。 

 

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の活用
かつよう

） 

〇 地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

は創設来
そうせつらい

、実施
じ っ し

事業
じぎょう

のメニュー
め に ゅ ー

が徐々
じょじょ

に増加
ぞ う か

するとともに、一方
いっぽう

で

個別
こ べ つ

給付
きゅうふ

への一部
い ち ぶ

メニュー
め に ゅ ー

移行
い こ う

が行
おこな

われるなど、制度
せ い ど

変更
へんこう

が実施
じ っ し

されている。それ

ぞれの地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じて柔軟
じゅうなん

に実施
じ っ し

できるという利点
り て ん

に着目
ちゃくもく

し、日中
にっちゅう

活動
かつどう

に

ついても、個別
こ べ つ

給付
きゅうふ

で対応
たいおう

できない部分
ぶ ぶ ん

の支援
し え ん

が期待
き た い

されている。県
けん

は、各市町村
かくしちょうそん

の

実施
じ っ し

事業
じぎょう

の実態
じったい

をしっかりと把握
は あ く

する仕組
し く

みを構築
こうちく

し、より効果的
こうかてき

な執行
しっこう

について、

市町村
しちょうそん

に対
たい

し助言
じょげん

を行
おこな

うよう努
つと

めるべきである。 

 

 

１）原田
は ら だ

 将
まさ

寿
とし

（研究
けんきゅう

代表者
だいひょうしゃ

）「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

・日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

の実態
じったい

把握
は あ く

及
およ

び質
しつ

の向上
こうじょう

による調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

」

厚生
こうせい

労働
ろうどう

科学
か が く

研究費
けんきゅうひ

補助
ほ じ ょ

金
きん

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

総合
そうごう

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

総括
そうかつ

・分担
ぶんたん

研究
けんきゅう

報告書
ほうこくしょ

、2019 

２）社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

第
だい

113回
かい

資料
しりょう

「障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

について」厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

、2021 

３）三菱
みつびし

U F J
ゆーえふじぇー

リサーチ
り さ ー ち

＆コンサルティング
こ ん さ る て ぃ ん ぐ

「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

のあり方
かた

に関
かん

する実態
じったい

調査
ちょうさ

」厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

平成
へいせい

30年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

、2019 

４）雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

については、「2 地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

 ①医療
いりょう

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

、商工
しょうこう

等
とう

関連
かんれん

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

」（ｐ ）

参照 
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⑤ 居住
きょじゅう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

 ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

〇 障
しょう

がい福祉
ふ く し

が未成熟
みせいじゅく

な年代
ねんだい

においては、 障
しょう

がい者
しゃ

の公的
こうてき

な居住
きょじゅう

支援
し え ん

は保護
ほ ご

収容型
しゅうようがた

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

だけであった。我
わ

が国
くに

においても、ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の考
かんが

えが広
ひろ

がり、誰
だれ

もが、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で当
あ

たり前
まえ

に暮
く

らすことのできる社会
しゃかい

を目指
め ざ

す

ようになった。 

 

〇 平成
へいせい

18年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の成立
せいりつ

から障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

への制度
せ い ど

変更
へんこう

を経
へ

て、

訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

が図
はか

られるとともに、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の対象者
たいしょうしゃ

拡大
かくだい

と機能
き の う

強化
きょうか

、住宅
じゅうたく

セーフティネット法
せ ー ふ て ぃ ね っ と ほ う

の成立
せいりつ

などにより、その実現
じつげん

は図
はか

られつつあるが、

「行動
こうどう

障
しょう

がい」のある人
ひと

や医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な人、高齢
こうれい

で障
しょう

がいのある人
ひと

などにど

のような居住
きょじゅう

支援
し え ん

を提
てい

供
きょう

すべきかといった新
あら

たな課題
か だ い

も生
しょう

じている。 

 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

だけしか居住
きょじゅう

の場
ば

が選
えら

べない社会
しゃかい

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

が実現
じつげん

した社会
しゃかい

とは言
い

えない。様々
さまざま

な状態像
じょうたいぞう

にも対応
たいおう

し、本人
ほんにん

が望
のぞ

む住
す

まい方
かた

ができるよ

う必要
ひつよう

な支援
し え ん

を組
く

み立
た

てることが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 今日
こんにち

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

は、その利用者数
りようしゃすう

が、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者数
りようしゃすう

を逆転
ぎゃくてん

し、障
しょう

がい者
しゃ

が必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら地域
ち い き

で暮
く

らすことができる極
きわ

めて重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を

担
にな

っている。自治体
じ ち た い

が当該
とうがい

地域
ち い き

で 必 要
ひつようひつよう

な整備量
せいびりょう

を定
さだ

める障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の実績値
じっせきち

（実績
じっせき

/見込量
みこりょう

）を見
み

ると、第
だい

５期
き

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）は毎年
まいとし

、前年比
まいとしひ

２

％
ぱーせんと

ポイント
ぽ い ん と

を超
こ

える増
ぞう

となっている。 

 

〇 また、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

報酬
ほうしゅう

は、改定
かいてい

のたびに充実
じゅうじつ

強化
きょうか

が図
はか

られており、平成
へいせい

30年
ねん

には、障
しょう

がい者
しゃ

の重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

に対応
たいおう

するための新
あら

たな類型
るいけい

として、「日中
にっちゅう

サービス
さ ー び す

支援型
しえんがた

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

」が創設
そうせつ

されている。これは、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

を併設
へいせつ

し地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障
しょう

がい者
しゃ

の緊
きん

急一時的
きゅういちじてき

な宿泊
しゅくはく

の場
ば

を提供
ていきょう

すること

も予定
よ て い

されており、地域
ち い き

生活
せいかつ

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

うこととされているが、制度
せ い ど

創設
そうせつ

から間
ま

もないため、神奈川
か な が わ

県内
けんない

での設置数
せっちすう

は 28 か所
しょ

（令和
れ い わ

３年
ねん

10月
がつ

）となって

おり、まだ少
すく

ない。 

 

〇  県
けん

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

全体
ぜんたい

では、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

10月
がつ

時点
じ て ん

で 707箇所
か し ょ

（利用者数
りようしゃすう

 

10,016人
にん

）となっており、設置数
せっちすう

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しているものの、入居者
にゅうきょしゃ

の障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

５及
およ

び区分
く ぶ ん

６の人
ひと

の構成比
こうせいひ

は、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

の 27.8 ％
ぱーせんと

から平成
へいせい

29年度
ね ん ど

は 28.9
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％
ぱーせんと

であり、1.1 ％
ぱーせんと

ポイント
ぽ い ん と

増
ぞう

にとどまっている。 

 

〇 一方
いっぽう

で、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

１によると、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

利用者
りようしゃ

の今後
こ ん ご

の住
す

ま

いの希望
き ぼ う

として、一人
ひ と り

暮
ぐ

らしやパートナー
ぱ ー と な ー

等
とう

との二人
ふ た り

暮
ぐ

らしを希望
き ぼ う

する人
ひと

が一
いっ

定数
ていすう

いる（知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

：8.5 ％
ぱーせんと

、精神障
せいしんしょう

がい者：2.3 ％
ぱーせんと

、身体障
しんたいしょう

がい者:7.7   

％
ぱーせんと

）としている。 

 

〇  厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

２では、「平成
へいせい

30年度
ね ん ど

に自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

を

創設
そうせつ

したところ、サービス
さ ー び す

が十分
じゅうぶん

に行
い

き渡
わた

っていないため、一定
いってい

の支援
し え ん

があれば

本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

する一人
ひ と り

暮
ぐ

らし等
とう

の生活
せいかつ

が可能
か の う

な者
もの

であっても、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に留
とど

ま

らざるを得
え

ない状 況
じょうきょう

がある」としている。  

 

〇  なお、近年
きんねん

、 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の実績
じっせき

や経験
けいけん

があまりない事業者
じぎょうしゃ

が、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の開設
かいせつ

運営
うんえい

に参入
さんにゅう

している例
れい

が増
ふ

えている。神奈川
か な が わ

においては、

令和
れ い わ

３年
ねん

10月
がつ

現在
げんざい

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

全体
ぜんたい

の設置
せ っ ち

主体
しゅたい

のうち、営利
え い り

法人
ほうじん

であるものが

22.2 ％
ぱーせんと

、N P O
えぬぴーおー

法人
ほうじん

であるものが 25.7 ％
ぱーせんと

を占
し

めており、支援
し え ん

の質
しつ

の確保
か く ほ

が

課題
か だ い

であるとの指摘
し て き

がある。 

 

〇 民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

や公営
こうえい

住宅
じゅうたく

についても、障
しょう

がい者
しゃ

の居住
きょじゅう

の場
ば

として重要
じゅうよう

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

であり、訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

を組
く

み合
あ

わせて地域
ち い き

生活
せいかつ

を実現
じつげん

することを希望
き ぼ う

する

当事者
とうじしゃ

も少
すく

なくないものと推察
すいさつ

される。しかし、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

にあっては、障
しょう

がい

があることを理由
り ゆ う

とした入居
にゅうきょ

の拒否
き ょ ひ

など、その利用
り よ う

が広
ひろ

がっていない現状
げんじょう

がある。

東京都
とうきょうと

23区
く

の障
しょう

がい者
しゃ

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を運営
うんえい

する法人
ほうじん

を対象
たいしょう

とした調査
ちょうさ

（平成
へいせい

30

年
ねん

３月
がつ

）３では、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

などで一人
ひ と り

暮
ぐ

らしをしている人
ひと

がいると答
こた

えた 33

法人
ほうじん

に、問題
もんだい

となることを聞
き

いた結果
け っ か

、「連帯
れんたい

保証人
ほしょうにん

の確保
か く ほ

」（24法人
ほうじん

）、「家主
や ぬ し

によ

る入居
にゅうきょ

制限
せいげん

」（17法人
ほうじん

）、「手間
て ま

や時間
じ か ん

がかかる」(14法人
ほうじん

)､「家賃
や ち ん

が折
お

り合
あ

わない」

（９法人
ほうじん

）等
など

としている。 

 

〇  ま た 、 国土
こ く ど

交通省
こうつうしょう

と 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が 連携
れんけい

し 、 全国
ぜんこく

に 居住
きょじゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（住宅確保要配
じゅうたくかくほかなめはい

慮者
りょしゃ

居住
きょじゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

）の設置
せ っ ち

を進
すす

めている。同協
どうきょう

議会
ぎ か い

は、住宅
じゅうたく

セーフティネット法
せ ー ふ て ぃ ね っ と ほ う

に基
もと

づき、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

（低額
ていがく

所得者
しょとくしゃ

、被災者
ひさいしゃ

、高齢者
こうれいしゃ

、

障
しょう

がい者
しゃ

、子供
こ ど も

を育成
いくせい

する家庭
か て い

その他
た

住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

に特
とく

に配慮
はいりょ

を要
よう

する人
ひと

）の民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

等
など

への円滑
えんかつ

な入居
にゅうきょ

の促進
そくしん

を図
はか

るため、自治体
じ ち た い

や関係
かんけい

業者
ぎょうしゃ

、居住
きょじゅう

支援
し え ん

団体
だんたい

等
など

が連携
れんけい

し、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

及
およ

び民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の賃貸人
ちんたいにん

の双方
そうほう

に対
たい

し、住宅
じゅうたく

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

の支援
し え ん

を実施
じ っ し

するものである。 
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〇 現在
げんざい

、居住
きょじゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

は県
けん

単位
た ん い

・市町村
しちょうそん

単位
た ん い

合
あ

わせて 77協議会
きょうぎかい

が設置
せ っ ち

されてい 

るところ、県
けん

単位
た ん い

の協
きょう

議会
ぎ か い

はすべての都道府県
と ど う ふ け ん

にあるが、基礎
き そ

自治体
じ ち た い

(市区
し く

町村
ちょうそん

)に

よる設置
せ っ ち

が遅
おく

れていることが令和
れ い わ

２年
ねん

の厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の調査
ちょうさ

４で指摘
し て き

されており、

福祉
ふ く し

部局
ぶきょく

と住宅
じゅうたく

部局
ぶきょく

の連携
れんけい

のあり方
かた

が課題
か だ い

とされている。 

  

 

 イ 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（自己
じ こ

決定
けってい

による住まい
す   

選
えら

び） 

〇 住
す

まいに関
かん

する障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の自己
じ こ

決定
けってい

を重視
じゅうし

し、何歳
なんさい

になっても好
す

きなところ

で暮
く

らしたいという望
のぞ

みや願
ねが

いに対応
たいおう

することが重要
じゅうよう

である。相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

は、

丁寧
ていねい

な意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を行い
おこな  

、様々
さまざま

な体験
たいけん

の機会
き か い

を用意
よ う い

しながら、本人
ほんにん

が望む
の ぞ  

住まい
す   

を一緒
いっしょ

に考える
かんが   

取組
と り く

みを行
おこな

うべきである。 

また、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の利用
り よ う

者
しゃ

が一人
ひ と り

暮
ぐ

らしを望
のぞ

んでいる場合
ば あ い

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の

設置者
せっちしゃ

は、本人
ほんにん

の意向
い こ う

を踏まえ
ふ   

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

からの引
ひ

っ越
こ

しを支援
し え ん

することも

必要
ひつよう

である。さらに、在宅
ざいたく

で家族
か ぞ く

と同居
どうきょ

している人
ひと

や、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

して

いる人
ひと

を対象
たいしょう

に、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の見学
けんがく

、体験
たいけん

利用
り よ う

の機会
き か い

を設
もう

けるなどの取
と

組
く

みを

進
すす

めることも重要
じゅうよう

であり、県
けん

は、その実施
じ っ し

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

（入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

からのグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

での受入
う け い

れ） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

からの 障
しょう

がいの重
おも

い人
ひと

の受入
うけいれ

体制
たいせい

づくりについては、一定
いってい

の期間
き か ん

が

必要
ひつよう

と思
おも

われる。このため、人員
じんいん

配置
は い ち

の比較的
ひかくてき

厚
あつ

い県立
けんりつ

施設
し せ つ

が中心
ちゅうしん

となって、施設
し せ つ

のみが選択肢
せんたくし

ではないことを施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

に知
し

ってもらうための情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

う

ことやグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

のバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

を行
おこな

う役割
やくわり

を担
にな

うことにより、障
しょう

がいの重
おも

い人
ひと

がグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に入居
にゅうきょ

しやすいように努
つと

めるべきである。 

 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

をダウンサイズ
だ う ん さ い ず

させて、分散
ぶんさん

することにより、より家庭的
かていてき

な環境
かんきょう

を

創出
そうしゅつ

できると考
かんが

える。また、それが地域
ち い き

による障
しょう

がい者の受入
う け い

れを促進
そくしん

する。

利用者一
りようしゃいっ

人
ひと

ひとりの望
のぞ

み願
ねが

いやに応
おう

じた住
す

まいを提供
ていきょう

するため、例
たと

えば入所
にゅうしょ

のサ
さ

 

テライト
て ら い と

型
かた

など、新
あら

たな居住
きょじゅう

支援
し え ん

の場
ば

について検討
けんとう

すべきである。 

 

  〇 重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

での受入
う け い

れを推進
すいしん

するため、転倒
てんとう

に備
そな

えての

クッションフロア
く っ し ょ ん ふ ろ あ

へ改修
かいしゅう

、防犯
ぼうはん

のための強化
きょうか

ガラス
が ら す

への仕様
し よ う

の変更
へんこう

など、居住
きょじゅう

環境
かんきょう

のハード面
めん

を適切
てきせつ

に整
ととの

えるための改修費
かいしゅうひ

について、県
けん

は、財政的
ざいせいてき

な支援策
しえんさく

を

講
こう

じるべきである。 
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（地域
ち い き

における受入
う け い

れ体制の整備
せ い び

） 

〇 日中サービス支援型
にっちゅう さーび すしえん がた

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

においては、高齢障が
こうれいしょう 

い者
しゃ

等
とう

を対象
たいしょう

として、

医療的ケア
いりょうてきけあ

の実施
じ っ し

やグループホーム内
ぐ る ー ぷ ほ ー む な い

での日中活動
にっちゅうかつどう

の実施
じ っ し

が予定
よ て い

されているが、実
じっ

態
たい

として、必ず
かなら 

しも日中サービス支援型
にっちゅう さーび すしえん がた

が介護サービス包括型
か い ご さ ー び す ほ う か つ が た

と比較
ひ か く

して、重度
じゅうど

障
しょう

がい者
しゃ

に対応
たいおう

できる基準
きじゅん

・報酬と
ほうしゅう 

なっていないのでないか、また、訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

ではな

く介護
か い ご

給付
きゅうふ

とし、対象と
たいしょう 

なる支援
し え ん

区分
く ぶ ん

を明確化
めいかくか

するなど、３類型
るいけい

の見直
み な お

しを含
ふく

めた検
けん

討
とう

が必要
ひつよう

であるとの調査
ちょうさ

結果
け っ か

５がまとめられている。県
けん

は、先行
せんこう

事例
じ れ い

の運営
うんえい

実態
じったい

につ

いて情報収集す
 じょうほうしゅうしゅう 

るとともに、関係者間
かんけいしゃかん

で課題
か だ い

の共有を
きょうゆう 

図
はか

り、重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

の受入
う け い

れ

に必要
ひつよう

な態勢
たいせい

について検討
けんとう

の上
うえ

、地域
ち い き

における受入
う け い

れ態勢
たいせい

を強化
きょうか

すべきである。 

 

〇 8050問題
もんだい

など 障
しょう

がい者
しゃ

を取
と

り巻
ま

く課題
か だ い

が複雑化
ふくざつか

していることからも、在宅
ざいたく

で

生活
せいかつ

している人
ひと

を対象
たいしょう

とした居住
きょじゅう

支援
し え ん

が必要
ひつよう

となっている。入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を進
すす

めていくと、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の数
かず

が不足
ふ そ く

することも想定
そうてい

されるため、県
けん

は、障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

において、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

及
およ

び在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

をする人
ひと

の双方
そうほう

を勘案
かんあん

して計画
けいかく

を策定
さくてい

すべきである。 

  

〇 本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

する暮
く

らしの実現
じつげん

に向
む

けては、住
す

まいにおける支援
し え ん

だけでなく、望
のぞ

みや

願
ねが

いに応
おう

じた日中
にっちゅう

活動先
かつどうさき

、友人
ゆうじん

づくり、余暇
よ か

など、自法人
じほうじん

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

ででき

る支援
し え ん

の範囲
は ん い

にとどまらない、また、自法人
じほうじん

の資源
し げ ん

の活用
かつよう

に偏
かたよ

らない、いわゆる個別
こ べ つ

のオーダーメイド
お ー だ ー め い ど

の支援
し え ん

が重要
じゅうよう

となる。県
けん

は、個別
こ べ つ

のオーダーメイド
お ー だ ー め い ど

の支援
し え ん

を推進
すいしん

するため、他
た

法人
ほうじん

との連携
れんけい

及
およ

び他
た

法人
ほうじん

を含
ふく

めた地域
ち い き

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業者
じぎょうしゃ

等
など

と

の連携
れんけい

を推進
すいしん

すべきである。 

 

〇 地域
ち い き

での生活
せいかつ

が充実
じゅうじつ

したものとなるには、様々
さまざま

な社会
しゃかい

経験
けいけん

を通
とお

して、自律的
じりつてき

な

生活
せいかつ

を送
おく

ることが大切
たいせつ

である。居所
きょしょ

だけでは生活
せいかつ

に広
ひろ

がりがないことから、昼間
ひ る ま

、

居所
きょしょ

から出
で

て活動
かつどう

する場
ば

が必要
ひつよう

となる。なお、活動
かつどう

の場
ば

を用意
よ う い

するにあたっては、

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

だけで作
つく

る必要
ひつよう

はなく、地域
ち い き

の企業者
きぎょうしゃ

や団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、資源
し げ ん

を組
く

み合
あ

 

わせるなど、多様
た よ う

な機会
き か い

を提供
ていきょう

すべきである。 

 

〇 また、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

での重度障
じゅうどしょう

がい者
しゃ

の受入
う け い

れに当
あ

たっては、喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

等
など

に対
たい

応
おう

できる福祉
ふ く し

人材
じんざい

や医療
いりょう

専門
せんもん

職
しょく

を確保
か く ほ

する必要
ひつよう

があるが、地域
ち い き

の人材
じんざい

不足
ぶ そ く

の観点
かんてん

に

ついても考慮
こうりょ

し、例
たと

えば、外部
が い ぶ

の訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

による対応
たいおう

を可能
か の う

とするなど、県
けん

は、

市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、そのような柔軟
じゅうなん

な運用
うんよう

を認
みと

めるよう検討
けんとう

を進
すす

めるべきである。 

 

（支援
し え ん

体制
たいせい

やバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

体制
たいせい

） 

〇 神奈川
か な が わ

では、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

によるグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の設置
せ っ ち

は 42.9 ％
ぱーせんと

と割合
わりあい

が少
すく
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なく、バックアップ
ば っ く あ っ ぷ

態勢
たいせい

に欠
か

けるグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

も想定
そうてい

される。障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の運営
うんえい

経験
けいけん

が少
すく

ない事
じ

業者
ぎょうしゃ

の参入
さんにゅう

が増
ふ

えていることから、千葉県
ち ば け ん

で取
と

り組
く

まれて

いる、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の立
た

ち上
あ

げや運営
うんえい

の助言
じょげん

を 行
おこな

う「グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

支援
し え ん

ワーカー
わ ー か ー

」に倣
なら

い、県は、障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

への同様
どうよう

の職員
しょくいん

の配置
は い ち

を検討
けんとう

すべき

である。また、県
けん

は、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

居住
きょじゅう

支援
し え ん

を行う
おこな  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

等
とう

を

組織
そ し き

し、定期的
ていきてき

に運営
うんえい

状 況
じょうきょう

や課題
か だ い

の共有
きょうゆう

を行
おこな

うなど、小規模
しょうきぼ

なグループ
ぐ る ー ぷ

ホーム
ほ ー む

設置
せ っ ち

事業所
じぎょうしょ

が孤立
こ り つ

せず、開
ひら

かれた存在
そんざい

となるよう、その支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

  

（民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の活用
かつよう

） 

〇 ひとり暮
ぐ

らしを希望
き ぼ う

する障
しょう

がい者
しゃ

の民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の利用
り よ う

をスムーズ
す む ー ず

なものとす

るため、県
けん

は、神奈川県
か な が わ け ん

居住
きょじゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

が行
おこな

う、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

（低額
ていがく

所得者
しょとくしゃ

、

高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、子育
こ そ だ

て世帯
せ た い

など）に対
たい

する住宅
じゅうたく

相談
そうだん

や入
にゅう

居
きょ

可能
か の う

な民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住
じゅう

宅
たく

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、あっせんと入居後
にゅうきょご

の支援
し え ん

（事業
じぎょう

）を活用
かつよう

するとともに、「かながわ

あんしん賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

」や住宅
じゅうたく

セーフティネット法
せ ー ふ て ぃ ね っ と ほ う

に基
もと

づく住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

居住
きょじゅう

支援
し え ん

法人
ほうじん

と連携
れんけい

して、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

〇 市町村
しちょうそん

においても、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えるため、障
しょう

がい者
しゃ

の住む
す  

場所
ば し ょ

をど

う確保
か く ほ

するかを関係者
かんけいしゃ

と検討
けんとう

する重要
じゅうよう

である。県
けん

は、市町村
しちょうそん

に対し
た い し

、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

や公営
こうえい

住宅
じゅうたく

の利用
り よ う

に関
かん

する課題
か だ い

や、住宅
じゅうたく

部局
ぶきょく

との必要
ひつよう

な連携
れんけい

のノウハウ
の う は う

について

情報
じょうほう

提供
ていきょう

するなどして、市町村
しちょうそん

居住
きょじゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の設置
せ っ ち

に向
む

けての支援
し え ん

に努
つと

めるべ

きである。 

 

１）一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

学会
がっかい

調査
ちょうさ

研究会
けんきゅうかい

「グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を利用
り よ う

する障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

実態
じったい

に関
かん

する調査
ちょうさ

研
けん

究
きゅう

」

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

平成
へいせい

30年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

指定
し て い

課題
か だ い

22、2019 

２）社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

第
だい

113 回資料
しりょう

「障害者
しょうがいしゃ

の居住
きょじゅう

支援
し え ん

について」厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

、2021 

３）杉並区
すぎなみく

「障害者
しょうがいしゃ

の住
す

まいに関
かん

する調査
けんきゅう

研究
けんきゅう

報告書
ほうこくしょ

」厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

平成
へいせい

 29年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

、 

  2018  

４）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

 抱樸
ほうぼく

「居住
きょじゅう

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

に関
かん

する調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

」厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令和元
しょうれいわがん

年度
ね ん ど

生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

者就
しゃじゅ

 

労
ろう

準備
じゅんび

支援
し え ん

事業費
じぎょうひ

等
など

補助
ほ じ ょ

金
きん

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

、2020 

５）P w C
ぴーあーるしー

 コンサルティング
こ ん さ る て ぃ ん ぐ

合同
ごうどう

会社
がいしゃ

「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

のあり方
かた

に関
かん

する調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

－グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

－」厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令和
しょうれいかず

２年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

、2021 
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２ 地域
ち い き

の福祉
ふ く し

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

 

① 医療
いりょう

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

、農業
のうぎょう

、商工
しょうこう

等
とう

との連携
れんけい

 

 ア 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

〇 政府
せ い ふ

が講
こう

ずる障
しょう

がい関係
かんけい

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

である障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

にお

いて、障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

は、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられること

なく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して講
こう

じ

られる必要
ひつよう

がある、とされている。 

 

〇 加
くわ

えて、同基本
どうきほん

計画
けいかく

では、各分野
かくぶんや

に共通
きょうつう

する横断的
おうだんてき

視点
し て ん

として、障
しょう

がい者
しゃ

が各
かく

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

を通
つう

じて適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう、教育
きょういく

、文化芸術
ぶんかげいじゅつ

、スポーツ
す ぽ ー つ

、

福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、雇用
こ よ う

等
とう

の各分野
かくぶんや

の有機的
ゆうきてき

な連携
れんけい

の下
もと

、施策
せ さ く

を総合的
そうごうてき

に展開
てんかい

し、切
き

れ目
め

の

ない支援
し え ん

を行
おこな

うこと、と定
さだ

めており、複数
ふくすう

の分野
ぶ ん や

にまたがる課題
か だ い

については、各分野
かくぶんや

の枠
わく

のみにとらわれることなく、関係
かんけい

する機関
き か ん

、制度
せ い ど

等
とう

の必要
ひつよう

な連携
れんけい

を図
はか

ることを通
つう

じて総合的
そうごうてき

かつ横断的
おうだんてき

に対応
たいおう

していく必要
ひつよう

がある、としている。 

 

〇 県
けん

の障
しょう

がい関係
かんけい

施策
し さ く

を見
み

ると、その範囲
は ん い

は、福祉
ふ く し

部局
ぶきょく

だけに留
とど

まらず、医療
いりょう

、教育
きょういく

、

雇用
こ よ う

等
など

にも広
ひろ

がっており、これらの施策
せ さ く

が、総合的
そうごうてき

な企画
き か く

立案
りつあん

及
およ

び横断的
おうだんてき

な調整
ちょうせい

が

図
はか

られ、相互
そ う ご

に連関
れんかん

しながら、一体的
いったいてき

に推進
すいしん

されることが重要
じゅうよう

である。また、障
しょう

が

い者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

が、実効性
じっこうせい

のある形
かたち

で取
と

り組
く

まれるためには、政令
せいれい

市
し

、中核
ちゅうかく

市
し

を含
ふく

む市町村
しちょうそん

との連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

も必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

である。 

 

〇 さらに、障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

していきいきと、いのち輝
かがや

かせて暮
く

らしていくた 

めには、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で必要
ひつよう

な取組
と り く

みを進
すす

めることが肝要
かんよう

であり、障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

、専門
せんもん

職
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
だんたい

等
とう

の協 力
きょうりょく

を得
え

るよう努
つと

めることも重要
じゅうよう

であ

る。とりわけ、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

は、近年
きんねん

、ますます大切
たいせつ

な役割
やくわり

を果
は

た

しており、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の新
あたら

しい障
しょう

がい福祉
ふ く し

を進
すす

めるに当
あ

たっては、不可欠
ふ か け つ

な存在
そんざい

で

あると言
い

える。 

 

〇 （自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

や医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

に関
かか

わる協議会
きょうぎかい

の設置
せ っ ち

、教育
きょういく

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

態勢
たいせい

など、個別
こ べ つ

の分野
ぶ ん や

での連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

う仕組
し く

みは、制度的
せいどてき

にも用意
よ う い

されているが、

市町村
しちょうそん

の代表
だいひょう

や団体
だんたい

の代表
だいひょう

が参加
さ ん か

すると報告
ほうこく

事項
じ こ う

が多
おお

くなり、いわゆる「顔合
か お あ

わせ」

だけの形骸化
けいがいか

した会議
か い ぎ

に陥
おちい

りがちであり、コロナ
こ ろ な

禍
か

の影響
えいきょう

があるにせよ、十分
じゅうぶん

に

活用
かつよう

されているとは言
い

えないとの指摘
し て き

もある。 
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 イ 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

（地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

を基礎
き そ

とした取組
と り く

み） 

〇 障
しょう

がい児
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
しょう

がい者
しゃ

の高齢化
こうれいか

や障
しょう

がいの

重度化
じゅうどか

、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

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
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

の仕組
し く

みづくりが重要
じゅうよう

である。

地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

は高齢者
こうれいしゃ

を念頭
ねんとう

に考
かんが

えられた仕組
し く

みであるが、精神障
せいしんしょう

がい

についても対応
たいおう

できる仕組
し く

みとして考
かんが

え方
かた

が広
ひろ

がっており、さらに、障
しょう

がい分野
ぶ ん や

全体
ぜんたい

も加
くわ

えていくことが重要
じゅうよう

である。県
けん

は、こうした考
かんが

えを基底
き て い

に、関係
かんけい

部局
ぶきょく

との

連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を進
すす

め、各施策
かくせさく

の滑
なめ

らかな連結
れんけつ

に努
つと

めるべきである。 

 

（医療
いりょう

との連携
れんけい

） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

が、救 急
きゅうきゅう

対応
たいおう

が必要
ひつよう

なときに、障
しょう

がいがあることを理由
り ゆ う

に病院
びょういん

から

断
ことわ

られることがある。重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
みしょう

がい児
じ

・者
しゃ

や医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

など、医療
いりょう

によるケア
け あ

が必要
ひつよう

な人
ひと

が安心
あんしん

して医療
いりょう

を受
う

けられるためには、医療
いりょう

と福祉
ふ く し

の担
にな

い手
て

が一体
いったい

とな

って、生活
せいかつ

のしづらさに迅速
じんそく

に対応
たいおう

するとともに、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

ってい

くことが重要
じゅうよう

である。障
しょう

がい者
しゃ

の重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

が進
すす

み医療
いりょう

が必要
ひつよう

な状態
じょうたい

となっ

ても、できる限
かぎ

り住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、安心
あんしん

して生活
せいかつ

を継続
けいぞく

していくため、医療
いりょう

と福祉
ふ く し

との連携
れんけい

を推進
すいしん

するべきである。 

また、精神障
せいしんしょう

がい、発達障
はったつしょう

がい、ひきこもりやメンタル
め ん た る

不調
ふちょう

等
とう

を抱
かか

える人
ひと

は、 

適切
てきせつ

な相談
そうだん

支援
し え ん

や治療
ちりょう

を受
う

けられず、あるいは、何
なん

らかの理由
り ゆ う

で治療
ちりょう

中断
ちゅうだん

の状態に

陥
おちい

ることがあり、当事者
とうじしゃ

と家族
か ぞ く

が、地域
ち い き

において孤立
こ り つ

する傾向
けいこう

が強
つよ

いとの指摘
し て き

があ

る。 

  

〇 こうした課題
か だ い

を改善
かいぜん

するためには、各地域
かくちいき

の（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

において、医療
いりょう

が届
とど

きにくいために地域
ち い き

生活
せいかつ

が困難
こんなん

な人
ひと

の情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

し、医療
いりょう

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

が図
はか

られた支援
し え ん

体制
たいせい

について協議
きょうぎ

することが重要
じゅうよう

である。現在
げんざい

、障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

に

おいては、こうした協議
きょうぎ

の場
ば

が設置
せ っ ち

されているが、各市町村
かくしちょうそん

においても協議
きょうぎ

する必要
ひつよう

があることから、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

して、（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

などを活用
かつよう

した医療
いりょう

と福祉
ふ く し

の効果的
こうかてき

な連携
れんけい

のあり方
かた

について検討
けんとう

を行
おこな

い、障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して医療
いりょう

を

受
う

けられるように、さらなる取組
と り く

みを行
おこな

うべきである。 

 

（教育
きょういく

分野
ぶ ん や

における取組
と り く

みとの連携
れんけい

）  

〇 子
こ

どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

条約
じょうやく

の中心
ちゅうしん

には、「主体性
しゅたいせい

の尊重
そんちょう

」が据
す

 

えられている。学校
がっこう

も、職員
しょくいん

も、家族
か ぞ く

も、障
しょう

がいを抱
かか

えた子
こ

どもは社会
しゃかい

参加
さ ん か

の主体
しゅたい

すなわち権利
け ん り

行使
こ う し

の主体
しゅたい

であり、大人
お と な

と対等
たいとう

な存在
そんざい

であるという、根本的
こんぽんてき

なとらえ方
かた

を共有
きょうゆう

するところから子
こ

どもたちを考
かんが

えるべきである。 
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〇 障
しょう

がいのある人
ひと

とそうでない人
ひと

とが、より多
おお

くふれ合
あ

う機会
き か い

を設
もう

けるほど、障
しょう

が 

いに関
かん

する理解
り か い

促進
そくしん

につながることが、複数
ふくすう

の研究
けんきゅう

において実証
じっしょう

されており、障が
しょう 

い者
しゃ

差別
さ べ つ

のない社会
しゃかい

を築
きず

くためには、できる限
かぎ

り同
おな

じ場所
ば し ょ

で共
とも

に学
まな

び、共
とも

に育
そだ

つ環
かん

境
きょう

を作
つく

ることが重要
じゅうよう

である。県
けん

では、誰
だれ

もが大切
たいせつ

にされ、いきいきと暮
く

らせる「共
きょう

生
せい

社会
しゃかい

」を目指
め ざ

して、知的障
ちてきしょう

がいのある生徒
せ い と

が高校
こうこう

で学
まな

ぶ機会
き か い

を広
ひろ

げながら、みんな

で一緒
いっしょ

に過
す

ごす中
なか

で、お互
たが

いのことを分
わ

かり合
あ

って成長
せいちょう

していくことを目標
もくひょう

とす

る「インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

実践
じっせん

推進校
すいしんこう

」の設置
せ っ ち

などに取
と

り組
く

んでいる。県
けん

は、こうし

た取組
と り く

みをさらに進
すす

め、幼稚園
ようちえん

、保育
ほ い く

園
えん

、小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

においてもインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

が位置
いちいち

付
づ

けられるよう、その環境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

むべきである。 

 

〇 放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

を利用
り よ う

する子
こ

どもに関
かん

し、当該
とうがい

事業所
じぎょうしょ

と学校
がっこう

とで、活動内
かつどうない

 

容
よう

等
など

が共有さ
 きょうゆう  

れにくいため、福祉領域
ふくしりょういき

の「児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

計画
けいかく

」と教育領域の
 きょういくりょういき 

「個別
こ べ つ

の

教育支援計画
きょういくしえんけいかく

」とに齟齬
そ ご

をきたすことが課題
か だ い

とされている。県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、

定期的
ていきてき

に、障が
しょう 

い福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

と学校
がっこう

とで連絡調整
れんらくちょうせい

を行う
おこな 

機会
き か い

を設
もう

けること

や、学校
がっこう

の教職員の
 きょうしょくいん 

研修会等に
けんしゅうかいとう 

おいて、障が
しょう 

い福祉
ふ く し

制度
せ い ど

について理解
り か い

を得
え

るための

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を組
く

み込むなど、連携
れんけい

態勢
たいせい

づくりに努
つと

める取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

〇 障
しょう

がい児
じ

のきょうだいに対
たい

するケア
け あ

も重要
じゅうよう

な課題
か だ い

である。医療的
いりょうてき

ケア児者
け あ じ し ゃ

が

家族
か ぞ く

にいる場合
ば あ い

など、ヤングケアラー
や ん ぐ け あ ら ー

として長時間
ちょうじかん

介護
か い ご

等
とう

を行
おこな

っていることも考
かんが

えられる。親
おや

が授業
じゅぎょう

参観
さんかん

や学校
がっこう

行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

できないなどの学校
がっこう

生活
せいかつ

の変化
へ ん か

に注意
ちゅうい

し、

身近
み ぢ か

に接
せっ

する教 職 員
きょうしょくいん

が早期
そ う き

にきょうだい児
じ

のストレス
す と れ す

や不安
ふ あ ん

に気付
き づ

き、必要
ひつよう

な

支援
し え ん

につなげることが重要
じゅうよう

である。県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、学校
がっこう

の教 職 員
きょうしょくいん

に対
たい

し､

障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する研修
けんしゅう

の機会
き か い

を設
もう

け、障
しょう

がい児
じ

の家庭
か て い

環境
かんきょう

の課題
か だ い

や相談
そうだん

支援
し え ん

制度
せ い ど

についての理解
り か い

を深
ふか

めるための取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

〇 学力
がくりょく

不足
ぶ そ く

の子
こ

どもに対
たい

する、生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

対策
たいさく

による学習
がくしゅう

支援
し え ん

を入口
いりぐち

に、障
しょう

がい

福祉
ふ く し

の支援
し え ん

へとつながり、家族
か ぞ く

の生活面
せいかつめん

での課題
か だ い

も改善
かいぜん

された例
れい

が多
おお

く見
み

られる１。

今日
き ょ う

、乳幼児期
にゅうようじき

から学齢期
がくれいき

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

に至
いた

るまで、地域
ち い き

で切
き

れ目
め

ない支援
し え ん

が受
う

けら

れるよう支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

することが、教育
きょういく

委員会
いいんかい

と福祉部
ふ く し ぶ

に求
もと

められている２こと

から、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

をはじめとする社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

につい

て、学校
がっこう

の教 職 員
きょうしょくいん

が容易
よ う い

に情報
じょうほう

を得
え

られる仕組
し く

みづくりについて検討
けんとう

を行
おこな

い、

必要
ひつよう

な取組
と り く

みにつなげるべきである。 

 

（保育
ほ い く

分野
ぶ ん や

における取組
と り く

みとの連携
れんけい

） 

〇 インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

に向
む

けた施策
し さ く

の影響
えいきょう

を受
う

け、保育
ほ い く

においても、障
しょう

がいの

有無
う む

や年齢
ねんれい

に関係
かんけい

なく、どのような子
こ

どもも受止
う け と

める「インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

保育
ほ い く

」として
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形作
かたちづく

られている。それは、「障
しょう

がいその他
た

による「選別
せんべつ

」をすることなく、一人
ひ と り

ひ

とりの子
こ

どもは本来
ほんらい

異
こと

なる力
ちから

や素質
そ し つ

、背景
はいけい

と、そこから生
しょう

じる支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

を持
も

つと

いうことを前提
ぜんてい

とし、その個々
こ こ

の違
ちが

いを相互
そ う ご

に認
みと

め合
あ

い、活
い

かして育
そだ

ち合
あ

うことを

目指
め ざ

すもの」３と解説
かいせつ

されている。 
 

〇 県
けん

では、保育所
ほいくじょ

における障
しょう

がい児
じ

の受入
う け い

れを促進
そくしん

するため、保育士
ほ い く し

を対象
たいしょう

とした 

研修
けんしゅう

や公的
こうてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

である保育所
ほいくしょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいる（令和
れ い わ

２

年度
ね ん ど

実績
じっせき

：547人
にん

）ところであり、引
ひ

き続
つづ

き、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、障
しょう

がい児
じ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えるという視点
し て ん

に立
た

ち、支援
し え ん

の拡充
かくじゅう

を図
はか

るべきである。 

 

（雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

） 

〇 「前
まえ

、勤
つと

めていた職場
しょくば

で人間
にんげん

関係
かんけい

がうまくいかなくなり、体調
たいちょう

を崩
くず

して退職
たいしょく

した。

その時
とき

、自分
じ ぶ ん

の将来
しょうらい

に対
たい

して大
おお

きな不安
ふ あ ん

があった。就 職
しゅうしょく

を紹
しょう

介
かい

してくれる人
ひと

がい

たけれど、自分
じ ぶ ん

の人生
じんせい

は、相談
そうだん

に乗
の

ってくれる人
ひと

はいなかった。そんな不安
ふ あ ん

の中
なか

で

就 職
しゅうしょく

合同
ごうどう

面接会
めんせつかい

を受
う

けたことがある。面接
めんせつ

では、当事者
とうじしゃ

活動
かつどう

について話
はな

したが、

関心
かんしん

を持
も

ってもらえなかったと感
かん

じた。障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の面接
めんせつ

では、人間性
にんげんせい

を見
み

ても

らえるような気
き

がしなかった。自分
じ ぶ ん

の身
み

の回
まわ

りにも、採用側
さいようがわ

にも理解者
えいかいしゃ

がいないと、

不安
ふ あ ん

になった。」という当事者
とうじしゃ

からの意見
い け ん

があった。障
しょう

がい者
しゃ

が生
い

き生
い

きと、自信
じ し ん

を

持
も

って就労
しゅうろう

できるよう、県
けん

は、雇用
こ よ う

と福祉
ふ く し

との一層
いっそう

の連携
れんけい

を図
はか

ることとし、企業者
きぎょうしゃ

の障
しょう

がい特性
とくせい

や就労
しゅうろう

を継続
けいぞく

するために必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

についての理解
り か い

を進
すす

めるなど、

より働
はたら

きやすい環境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

んでいくべきである。 

 

〇 平成
へいせい

30年
ねん

の厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

調査
ちょうさ

４によると､知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の職場
しょくば

定着
ていちゃく

において､

関係
かんけい

機関
き か ん

を利用
り よ う

し又
また

は協 力
きょうりょく

を求
もと

めたことのある企業者
きぎょうしゃ

は全体
ぜんたい

の 10.1 ％
ぱーせんと

であり、

またその要請先
ようせいさき

（複数
ふくすう

回答
かいとう

）は、障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

が 56.9 ％
ぱーせんと

、

次いで公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

が 43.7 ％
ぱーせんと

、学校
がっこう

・各種
かくしゅ

学校
がっこう

が 24.9 ％
ぱーせんと

、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

を行
おこな

う事業所
じぎょうしょ

、作業所
さぎょうじょ

が 18.3 ％
ぱーせんと

と続
つづ

いて

いる。 

  障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

事業所
じぎょうしょ

の利用者
りようしゃ

が一
いっ

般
ぱん

就労
しゅうろう

した際
さい

の職場
しょくば

への定着
ていちゃく

の支援
し え ん

については、就労
しゅうろう

系
けい

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

による就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

も有効
ゆうこう

である。

障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して働
はたら

き続
つづけ

けられるよう、同事
ど う じ

業者
ぎょうしゃ

は障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と連携
れんけい

を図
はか

り、障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こ よ う

する企業者
きぎょうしゃ

と協働
きょうどう

した支援
し え ん

を行
おこな

うことが

重要
じゅうよう

である。県
けん

は、こうした取組
と り く

みが円滑
えんかつ

に進
すす

められよう、市町村
しちょうそん

とも連携
れんけい

し、就労
しゅうろう

定着
ていちゃく

支援
し え ん

に取
と

り組
く

む障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事
さ ー び す じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

する助言
じょげん

指導
し ど う

や、企業者
きぎょうしゃ

に対
たい

す

る制度
せ い ど

の周知
しゅうち

等
とう

に努
つと

め、効果的
こうかてき

で切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

るべきである。 

 

〇 ひきこもり支援
し え ん

は、多
おお

くが生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

対策
たいさく

として取
と

り組
く

まれているが、ひきこもり 
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と精神科
せいしんか

疾患
しっかん

との相関
そうかん

があるとの指摘
し て き

５もあり、障
しょう

がい福祉
ふ く し

との連携
れんけい

強化
きょうか

が求
もと

めら

れている。ひきこもり支援
し え ん

は、地域
ち い き

の様々
さまざま

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

との連携
れんけい

関係
かんけい

を構築
こうちく

し、訪問
ほうもん

支援
し え ん

（アウトリーチ型
あ う と り ー ち が た

支援
し え ん

）も用
もち

いながら、支援
し え ん

段階
だんかい

に合
あ

わせて家族
か ぞ く

や当事者
とうじしゃ

への

支援
し え ん

を実施
じ っ し

することが重要
じゅうよう

であるとされており、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の

専門性
せんもんせい

に期待
き た い

する面
めん

も大
おお

きい。現在
げんざい

、県
けん

レベル
れ べ る

、市町村
しちょうそん

レベル
れ べ る

で、労働
ろうどう

担当
たんとう

部局
ぶきょく

と福祉
ふ く し

部局
ぶきょく

とが連携
れんけい

し、就 職
しゅうしょく

氷河期
ひょうがき

世代
せ だ い

活躍
かつやく

支援
し え ん

プラン
ぷ ら ん

として、ひきこもりの人
ひと

も含
ふく

めた、

就労
しゅうろう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

支援
し え ん

の取組
と り く

みが進
すす

められており、県
けん

（ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

主管課
しゅかんか

）及
およ

び

事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、こうしたプラットフォーム
ぷ ら っ と ふ ぉ ー む

（支援
し え ん

のための共通
きょうつう

の土台
ど だ い

）への積極的
せっきょくてき

な

参加
さ ん か

を行
おこな

うべきである。 

 

（生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

制度
せ い ど

との連携
れんけい

） 

〇 生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

の支援
し え ん

については、「課題
か だ い

が深刻
しんこく

になる前
まえ

に解決
かいけつ

を図
はか

ることが大変
たいへん

重要
じゅうよう

であり、早期
そ う き

に対象者
たいしょうしゃ

を把握
は あ く

できるよう、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

制度
せ い ど

と障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

が連携
れんけい

して支援
し え ん

を調整
ちょうせい

すること」６とされている。生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

に対
たい

す

る支援
し え ん

は、複数
ふくすう

の関係
かんけい

機関
き か ん

が事業
じぎょう

の目的
もくてき

及
およ

び内容
ないよう

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

し支援
し え ん

する必要
ひつよう

があ

り、両制度
りょうせいど

の連携
れんけい

を推進
すいしん

する体制
たいせい

づくりを進
すす

めることが重要
じゅうよう

である。 

こうしたことから、県
けん

は、障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、生活
せいかつ

困窮者制
こんきゅうしゃせい

 度
たび

の周知
しゅうち

を図
はか

り、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の受託
じゅたく

を促
うなが

すなど、障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

に係
かか

る

専門性
せんもんせい

を生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

の支援
し え ん

に活
い

かす取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

（住宅
じゅうたく

施策
し さ く

との連携
れんけい

）７ 

〇 重度
じゅうど

の 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に対応
たいおう

した住宅
じゅうたく

を整備
せ い び

するには、壁
かべ

と壁
かべ

の 間
あいだ

を埋
う

める、

酸素吸
さんそきゅう

入
にゅう

が可能
か の う

な設備
せ つ び

とするなど、状態像
じょうたいぞう

に応
おう

じてどのような住宅
じゅうたく

とする必要
ひつよう

が

あるかといった知見
ち け ん

、ノウハウ
の う は う

が重要
じゅうよう

である。また、高齢化
こうれいか

に伴
ともな

い、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の設備
せ つ び

が必要
ひつよう

となってくることにも対応
たいおう

していく必要
ひつよう

がある。 

県
けん

は、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

による適切
てきせつ

な住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

を推進
すいしん

するとともに、利用者
りようしゃ

の住
す

まい

の選択
せんたく

に資
し

するため、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

して、重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に対応
たいおう

した住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

に関
かん

する知見
ち け ん

を広
ひろ

める取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

（農林
のうりん

漁業
ぎょぎょう

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の職域
しょくいき

拡大
かくだい

や工賃
こうちん

向上
こうじょう

を図
はか

る観点
かんてん

から、県
けん

は、農業
のうぎょう

分野
ぶ ん や

での障
しょう

がい

者
しゃ

の就労
しゅうろう

を支援
し え ん

し、農
のう

福
ふく

連携
れんけい

に取
と

り組
く

む障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の取組
とりくみ

事例
じ れ い

、農
のう

  

業
ぎょう

参入
さんにゅう

の手続
てつづき

や６次産業化
さんぎょうか

についてのセミナー
せ み な ー

及
およ

び相談会
そうだんかい

をオンライン
お ん ら い ん

で開催
かいさい

す

るとともに、農
のう

福
ふく

連携
れんけい

に取
と

り組む事業所
じぎょうしょ

におけるマルシェ（市場
しじょう

）の開催
かいさい

（令和２年度
ね ん ど

は５事業所
じぎょうしょ

が開催）や農作業
のうさぎょう

を実施する事業所
じぎょうしょ

への農業
のうぎょう

技術
ぎじゅつ

に係
かか

る助言
じょげん

・指導
し ど う

を実施
じ っ し

している。 
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〇 今後
こ ん ご

も、障
しょう

がい者
しゃ

の就 業
しゅうぎょう

の機会
き か い

を拡大
かくだい

するため、農業
のうぎょう

・林業
りんぎょう

・漁業
ぎょぎょう

などの１

次産
じ さ ん

業
ぎょう

との連携
れんけい

を積極的
せっきょくてき

に進
すす

めていくことが重要
じゅうよう

であり、県
けん

は、 障
しょう

がい者
しゃ

と

農業
のうぎょう

とのマッチング
ま っ ち ん ぐ

の成果
せ い か

を踏
ふ

まえた施策
し さ く

について検討
けんとう

すべきである。また、県
けん

は、

農
のう

福
ふく

連携
れんけい

に知見
ち け ん

のある団体
だんたい

と協働
きょうどう

し、農
のう

福
ふく

連携
れんけい

を進
すす

める上
うえ

での課題
か だ い

を整理
せ い り

し、農家
の う か

等
など

と事業所
じぎょうしょ

等
とう

の双方
そうほう

の間口
ま ぐ ち

を拡大
かくだい

していく取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

（運輸
う ん ゆ

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

） 

〇 介護
か い ご

分野
ぶ ん や

の移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

においては、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

を活用
かつよう

した移動
い ど う

支援
し え ん

の取組
と り く

み

や高齢者
こうれいしゃ

等
とう

と協働
きょうどう

した移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を効率化
こうりつか

する取組
と り く

みが見
み

られる。県下
け ん か

、すべて

の市町村
しちょうそん

において、移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

が行
おこな

われているものの、福祉
ふ く し

バス
ば す

の貸出
かしだし

や通学支
つうがくし

援
えん

加算
か さ ん

を市
し

単独
たんどく

で行
おこな

っている市
し

があるなど、取組
とりくみ

内容
ないよう

に地域
ち い き

格差
か く さ

がある。医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

の通学
つうがく

支援
し え ん

など、移動
い ど う

に係
かか

る家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

する観点
かんてん

から、今後
こ ん ご

、移動
い ど う

支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

が増大
ぞうだい

することが見込
み こ

まれ、行政
ぎょうせい

は、介護
か い ご

分野
ぶ ん や

の移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施者
じっししゃ

と

連携
れんけい

を図
はか

り、そのノウハウ
の う は う

を活
い

かして、障
しょう

がい分野
ぶ ん や

においても移動
い ど う

支援
し え ん

への取組
と り く

み

を進
すす

めるべきである。 

 

〇 また、かながわ障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

に示
しめ

されている「公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

」 

や「企業
きぎょう

等
とう

における障
しょう

がい理解
り か い

等
とう

の促進
そくしん

」等
など

、誰
だれ

もが公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

しやすく

なるよう、県
けん

はより一層
いっそう

取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

（商工
しょうこう

分野
ぶ ん や

との連携
れんけい

） 

〇 本
ほん

委員会
いいんかい

においては、野球
やきゅう

観戦
かんせん

が楽
たの

しい、地域
ち い き

の商店
しょうてん

で買
か

い物
もの

をするときの会話
か い わ

が楽
たの

しい、美術館
びじゅつかん

やお城
しろ

に行
い

くのが好
す

き、などの発言
はつげん

があった。このように、障
しょう

が

い者
しゃ

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

をより豊
ゆた

かなものにしていくためには、様々
さまざま

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

を有
ゆう

す

る地域
ち い き

の企業者
きぎょうしゃ

等
とう

（商工会
しょうこうかい

、生協
せいきょう

、観光
かんこう

など）と、行政
ぎょうせい

や事業所
じぎょうしょ

等
とう

が連携
れんけい

を図
はか

り、

多
た

様
よう

な社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

や居場所
い ば し ょ

を創出
そうしゅつ

するべきである。 

 

〇 地域
ち い き

の企
き

業者
ぎょうしゃ

等
など

との連携
れんけい

については、「ごちゃまぜ」をキーワード
き ー わ ー ど

にした社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

による支援
し え ん

の例
れい

８がある。その事業所
じぎょうしょ

では、地域
ち い き

の人
ひと

が音楽
おんがく

を演
えん

奏
そう

していたり、

高齢者
こうれいしゃ

デイサービス
で い さ ー び す

や生活
せいかつ

介護
か い ご

の事業所
じぎょうしょ

の人
ひと

が地域
ち い き

の人
ひと

と一緒
いっしょ

に食事
しょくじ

をしたり温泉
おんせん

に入
はい

ったりする。人
ひと

と交
まじ

わることで健康
けんこう

になるという実践
じっせん

である。 

神奈川
か な が わ

においても、「ごちゃまぜ」でいくという方向性で、地域
ち い き

の企業者
きぎょうしゃ

等
など

の協 力
きょうりょく

を得
え

て、地域
ち い き

で生活
せいかつ

することが難
むずか

しいとされた障
しょう

がい者
しゃ

を含
ふく

め、障
しょう

がい者
しゃ

一人
ひ と り

ひ

とりの多様
た よ う

な日中
にっちゅう

活動
かつどう

を考
かんが

えていくということを、中期
ちゅうき

展望
てんぼう

として考
かんが

えていくべ

きである。 

 

〇 県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

が一体
いったい

となって障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えていくた
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めの情報
じょうほう

や課題
か だ い

を共有
きょうゆう

するとともに、生活
せいかつ

をより豊
ゆた

かにする方法
ほうほう

を提案
ていあん

し、ひいて

は地域
ち い き

の誰
だれ

もが安心
あんしん

していきいきと、いのち 輝
かがや

く暮
く

らしを形作
かたちづく

るための連絡
れんらく

協議体
きょうぎからだ

あるいは共同
きょうどう

企業体
きぎょうたい

の設置
せ っ ち

を進
すす

めるべきである。また、県
けん

は、障
しょう

がい者
しゃ

も

含
ふく

めた地域
ち い き

の人
ひと

たちの交流
こうりゅう

の場
ば

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を生
う

み出
だ

し、相互
そ う ご

に支
ささ

え合
あ

う関係
かんけい

を広
ひろ

げていくために、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

を総合
そうごう

調整
ちょうせい

するコーディネータ
こ ー で ぃ ね ー た

―
ー

の配置
は い ち

につい

て検討
けんとう

を行
おこな

うべきである。 

 

（全庁的
ぜんちょうてき

な推進
すいしん

体制
たいせい

等
とう

） 

〇 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

をゴールに据
す

えた当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の新
あたら

しい障
しょう

がい福祉
ふ く し

の推進
すいしん

については、福祉
ふ く し

部局
ぶきょく

だけではなく、関連
かんれん

する各部局
かくぶきょく

が一体
いったい

となって取組
と り く

みを進
すす

めて

いく必要
ひつよう

がある。このため、「（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

」、「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

」な

ど既存
き そ ん

の機関
き か ん

との役割
やくわり

分担
ぶんたん

について十分
じゅうぶん

に調整
ちょうせい

を図
はか

った上
うえ

で、県
けん

において、知事
ち じ

を

トップ
と っ ぷ

にした全庁的
ぜんちょうてき

な推進
すいしん

体制
たいせい

を組織
そ し き

すべきである。 

 

〇 さらに、こうした施策
し さ く

を、段階的
だんかいてき

、計画的
けいかくてき

に着実
ちゃくじつ

に実現
じつげん

していくために、県
けん

は、

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

と障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

を調和
ちょうわ

させた、新
あら

たな力強
ちからづよ

い実行
じっこう

プラン
ぷ ら ん

（新
あら

たな

計画
けいかく

）を策定
さくてい

すべきである。 

 

〇 現在
げんざい

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の市町村
しちょうそん

事業
じぎょう

は、地域
ち い き

生活
せいかつ

の中
なか

で極めて
きわ    

重要
じゅうよう

であるが、

が、市町村
しちょうそん

によっては地域
ち い き

格差
か く さ

のためもあり、事業
じぎょう

運営
うんえい

がとても難
むずか

しい状況にある。

小
ちい

さい市町村
しちょうそん

でも、小
ちい

さい事業所
じぎょうしょ

を増
ふ

やして、地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えていくことができるよ

う、市町村
しちょうそん

事業
じぎょう

のあり方
かた

について、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の採算性
さいさんせい

を確保
か く ほ

するという観点
かんてん

から、見直
み な お

すべきである。 

 

１）松村
まつむら

智史
さ と し

「生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

世帯
せ た い

の子
こ

どもの学習
がくしゅう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の成立
せいりつ

に関
かん

する一
いち

考察
こうさつ

」社会
しゃかい

福祉学
ふくしがく

第
だい

60巻
かん

第２号
だい  ごう

、2019 

２）「教育
きょういく

と福祉
ふ く し

の一層
いっそう

の連携
れんけい

等
とう

の推進
すいしん

について」（文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

連盟
れんめい

通知
つ う ち

）、2018 

３）市川
いちかわ

奈緒子
な お こ

・仲本
なかもと

美
み

央
お

「インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

保育
ほ い く

に向
む

けた個別
こ べ つ

指導
し ど う

計画
けいかく

の現状
げんじょう

と課題
か だ い

－保育
ほ い く

現場
げ ん ば

における実態
じったい

調査
ちょうさ

を踏
ふ

 

 まえて－」白
しら

梅
うめ

学園
がくえん

大学
だいがく

・白梅
しらうめ

学園
がくえん

短期
た ん き

大学
だいがく

紀要
き よ う

、2021 

４）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

実態
じったい

調査
ちょうさ

結果
け っ か

」、2019  

５）齋藤
さいとう

万比古
か ず ひ こ

（主任
しゅにん

研究者
けんきゅうしゃ

）「思春期
ししゅんき

のひきこもりをもたらす精神科
せいしんか

疾患
しっかん

の実態
じったい

把握
は あ く

と精神
せいしん

医学的
いがくてき

治療
ちりょう

・援助
えんじょ

システム
し す て む

 

の構築
こうちく

に関
かん

する研究
けんきゅう

」厚生
こうせい

労働
ろうどう

科学
か が く

研究費
けんきゅうひ

補助
ほ じ ょ

金
きん

 こころの健康
けんこう

科学
か が く

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

 平成
へいせい

21年度
ね ん ど

総括
そうかつ

・分担
ぶんたん

研究
けんきゅう

報告書
ほうこくしょ

、

2010 

６）「生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

自立
じ り つ

支援
し え ん

制度
せ い ど

と障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

との連携
れんけい

について」（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

社会
しゃかい

・援護局
えんごきょく

関係
かんけい

課長
かちょう

連名
れんめい

通知
つ う ち

）、

2015 

７）民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の活用
かつよう

については、「1 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

⑤居住
きょじゅう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

」（ｐ. ）参照
さんしょう

 

８）本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の第７回
だい  かい

で事例
じ れ い

紹介
しょうかい

のあった社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 佛子
ぶ っ し

園
えん

（石川県
いしかわけん

白山市
はくさんし

）の「Share金沢
かなざわ

」などの実践
じっせん
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② 福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

、育成
いくせい

 

 

ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 我
わ

が国
くに

の令和
れ い わ

２年
ねん

の労働力
ろうどうりょく

人口
じんこう

は、6,868万人
まんにん

であり、ベース
べ ー す

となる労働
ろうどう

参加
さ ん か

 

漸進
ぜんしん

シナリオ
し な り お

では2040年
ねん

には5,846万人
まんにん

と推計
すいけい

され、今
こん

後
ご

20年
ねん

で労働力
ろうどうりょく

人口
じんこう

はお

よそ1,000万人
まんにん

減少
げんしょう

すると予測
よ そ く

されている１。 

 

〇 国
くに

の調査
ちょうさ

によると、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

については、近年
きんねん

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の整備数増
せいびすうぞう

に伴
ともな

い、従事者数
じゅうじしゃすう

も増
ふ

えており、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の

従事者数
じゅうじしゃすう

は772,865人
にん

（常勤
じょうきん

換算
かんさん

）である２。障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の今後
こ ん ご

の必要
ひつよう

従事者
じゅうじしゃ

の推計
すいけい

は、国
くに

も明
あき

らかにしていないが、介護
か い ご

分野
ぶ ん や

の従事者
じゅうじしゃ

は2040年度
ね ん ど

には2019年度
ね ん ど

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

）から69万人
まんにん

増
ぞう

の280万人
まんにん

が必要
ひつよう

３とされており、この推計
すいけい

比率
ひ り つ

を単純
たんじゅん

に障
しょう

がい福祉
ふ く し

の分野
ぶ ん や

に当
あ

てはめると、2040年
ねん

にはおよそ102万人
まんにん

が必要
ひつよう

であり、約
やく

25万人
まんにん

が不足
ふ そ く

するものと考
かんが

えられる。 

 

〇 もとより、人口
じんこう

構造
こうぞう

の変化
へ ん か

は確度
か く ど

の高
たか

い推計
すいけい

が可能
か の う

であり、平成
へいせい

に入り、保健
ほ け ん

医療
いりょう

・

福祉
ふ く し

の需要
じゅよう

が増大
ぞうだい

する中
なか

、折
おり

しもバブル
ば ぶ る

期
き

の若年
じゃくねん

労働力
ろうどうりょく

を中心
ちゅうしん

とした人手
ひ と で

不足
ぶ そ く

が

生
しょう

じていたことから、平成
へいせい

３年
ねん

、当時
と う じ

の厚生省
こうせいしょう

は、「保健
ほ け ん

医療
いりょう

・福祉
ふ く し

マン
ま ん

パワー
ぱ わ ー

対策
たいさく

本部
ほ ん ぶ

中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

」を取
と

りまとめ、福祉
ふ く し

人材
じんざい

確保法
かくほほう

等
とう

の立法
りっぽう

措置
そ ち

も含
ふく

めて、中長期的
ちゅうちょうきてき

な

視点
し て ん

から人材
じんざい

確保
か く ほ

対策
たいさく

を講
こう

じることとした。 

 

〇 改正
かいせい

社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づき、国
くに

は、平成
へいせい

５年に「人材
じんざい

確保
か く ほ

指針
し し ん

」を告示
こ く じ

し、平成
へいせい

19 

年
ねん

には、新
あら

たに「新人材
しんじんざい

確保
か く ほ

指針
し し ん

」を告示
こ く じ

し、「労働
ろうどう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

」、

「キャリアアップ
き ゃ り あ あ っ ぷ

の仕組
し く

みの構築
こうちく

」、「福祉
ふ く し

・介護
か い ご

サービス
さ ー び す

の周知
しゅうち

・理解
り か い

」、「潜在的
せんざいてき

有
ゆう

資格者
しかくしゃ

等
とう

の参入
さんにゅう

の促進
そくしん

」、「多様
た よ う

な人材
じんざい

の参入
さんにゅう

・参画
さんかく

の促進
そくしん

」の５つの視点
し て ん

から、

人材
じんざい

確保
か く ほ

のために講
こう

ずべき措置
そ ち

を整理
せ い り

している。 

 

〇 若年
じゃくねん

労働者
ろうどうしゃ

の減少
げんしょう

が進
すす

む中
なか

、福祉
ふ く し

の人材
じんざい

確保
か く ほ

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

まなければ深刻
しんこく

な求人難
きゅうじんなん

になることが見込
み こ

まれることから、「職員
しょくいん

処遇
しょぐう

の充実
じゅうじつ

」として社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

福利
ふ く り

厚生
こうせい

センター
せ ん た ー

による福利
ふ く り

厚生
こうせい

事業
じぎょう

や、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

福祉
ふ く し

医療
いりょう

機構
き こ う

による

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

職員
しょくいん

退職
たいしょく

手当
て あ て

共済
きょうさい

制度
せ い ど

の運営
うんえい

などが 行
おこな

われており、さらには、

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

人材
じんざい

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

交付
こ う ふ

金
きん

などによる給与
きゅうよ

水準
すいじゅん

の改善
かいぜん

も行
おこな

われてきた。 

 

〇 加
くわ

えて、平成
へいせい

20年度
ね ん ど

から「ＥＰＡ
いーぴーえー

介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

候補者
こうほしゃ

」として、インド
い ん ど

ネシア
ね し あ

、

フィリピン
ふ ぃ り ぴ ん

、ベトナム
べ と な む

から介護
か い ご

福祉士
ふ く し し

候補者
こうほしゃ

を受け入
う  い

れたり（令和
れ い わ

３年
  ねん

12月
がつ

１日
  にち

現在
げんざい

、
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在留者
ざいりゅうしゃ

3,691名
めい

、うち資格
し か く

取得者
しゅとくしゃ

746名
めい

）４、平成
へいせい

29年
ねん

には在留
ざいりゅう

資格
し か く

に「介護
か い ご

」が

新設
しんせつ

されたほか、技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の対象
たいしょう

職種
しょくしゅ

に「介護
か い ご

」が追加
つ い か

されるなど、外国人
がいこくじん

に

よる介護
か い ご

・福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

も進
すす

められている。一方
いっぽう

で、アジア
あ じ あ

圏内
けんない

における労働力
ろうどうりょく

競争
きょうそう

の激化
げ き か

などを背景
はいけい

に、 働
はたら

く場所
ば し ょ

として魅力的
みりょくてき

でなければ今後
こ ん ご

日本
に ほ ん

を選
えら

ぶ

外国人
がいこくじん

は増
ふ

えていかないとの指摘
し て き

もある５。 

 

〇 全国
ぜんこく

の令和
れ い わ

３年
ねん

９月
がつ

の有効
ゆうこう

求人
きゅうじん

倍率
ばいりつ

は全産業
ぜんさんぎょう

で1.16倍
ばい

である一方
いっぽう

、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

は

4.21倍
ばい

であり、他
た

産業
さんぎょう

と比較
ひ か く

すると、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

は求
きゅう

人数
じんすう

が求職者数
きゅうしょくしゃすう

を大
おお

きく上回
うわまわ

っている。なお、同月
どうげつ

の本県
ほんけん

の全産業
ぜんさんぎょう

有効
ゆうこう

求人
きゅうじん

倍率
ばいりつ

0.83倍
ばい

に対
たい

して、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

は

8.95倍
ばい

となっており、全国
ぜんこく

と比
くら

べて全産業
ぜんさんぎょう

と福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の差
さ

が大
おお

きく（福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の

人手
ひ と で

不足感
ぶそくかん

が大
おお

きい）、この傾向
けいこう

は大都市圏
だ い と し け ん

で共通
きょうつう

したものである。 

 

〇 求 職
きゅうしょく

を希望
き ぼ う

する大
おお

きな要素
よ う そ

である給与
きゅうよ

について見
み

ると、平成
へいせい

30年
ねん

９月
がつ

の、きま

って支給
しきゅう

する給与
きゅうよ

（定期
て い き

給与
きゅうよ

）は、一般
いっぱん

労働者
ろうどうしゃ

全体
ぜんたい

が337,298円
えん

に対
たい

し、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

は312,681円
えん

である６。なお、同月
どうげつ

の「福祉
ふ く し

・介護
か い ご

職員
しょくいん

（常勤）」の平均
へいきん

給与
きゅうよ

額
がく

は

297,761円
えん

となっている７。 

 

〇 また、職場
しょくば

の魅力度
みりょくど

を反映
はんえい

すると思
おも

われる定着率
ていちゃくりつ

に関
かん

して見
み

ると、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

の

全産業
ぜんさんぎょう

労働者
ろうどうしゃ

の離職率
りしょくりつ

は15.6 ％
ぱーせんと

８、また、介護
か い ご

職員
しょくいん

の離職率
りしょくりつ

は15.4 ％
ぱーせんと

９であ

り、離職率
りしょくりつ

に大きな差
さ

はない。また、平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

卒業者
そつぎょうしゃ

の就 職
しゅうしょく

後
ご

３年
ねん

以内
い な い

の

離職率
りしょくりつ

で見
み

ると、新規
し ん き

高卒者
こうそつしゃ

が全産業
ぜんさんぎょう

では36.9 ％
ぱーせんと

に対
たい

し、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

は46.2

％
ぱーせんと

、新規
し ん き

大卒者
だいそつしゃ

が全産業
ぜんさんぎょう

では31.2 ％
ぱーせんと

に対
たい

し、医療
いりょう

・福祉
ふ く し

は38.6 ％
ぱーせんと

10とな

っており、全産業比
ぜんさんぎょうひ

ではやや高
たか

くなっているが有意
ゆ う い

な差
さ

があるとまでは言
い

えない。  

 

〇 加
くわ

えて、介護
か い ご

労働
ろうどう

安定
あんてい

センター
せ ん た ー

によると、介護職
かいごしょく

からの離職
りしょく

理由
り ゆ う

として最
もっと

も多
おお

い

のは「職場
しょくば

の人間
にんげん

関係
かんけい

に問題
もんだい

」（23.2 ％
ぱーせんと

）、次
つ

いで「結婚
けっこん

・出産
しゅっさん

・妊娠
にんしん

・育児
い く じ

」

（20.4 ％
ぱーせんと

）、「理念
り ね ん

や運営
うんえい

に不満
ふ ま ん

があった」（17.4 ％
ぱーせんと

）の順
じゅん

となっており11、

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

の職場
しょくば

環境
かんきょう

は、３Ｋ
けい

（きつい、汚
きたな

い、危険
き け ん

）職場
しょくば

であるとか、「給 料
きゅうりょう

が安
やす

い」も加
くわ

えると４Ｋ
けい

職場
しょくば

であると指摘
し て き

されることがあるが、この調査
ちょうさ

結果
け っ か

から

は、それら以外
い が い

の離職
りしょく

の要因
よういん

が多
おお

い結果
け っ か

となっている。 

 

〇 職場
しょくば

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

には、他
た

の産業
さんぎょう

分野
ぶ ん や

同様
どうよう

、ロボット
ろ ぼ っ と

・ＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

の積極的
せっきょくてき

な

導入
どうにゅう

が重要
じゅうよう

であり、介護
か い ご

分野
ぶ ん や

では、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が介護
か い ご

ロボット
ろ ぼ っ と

活用
かつよう

の重点
じゅうてん

分野
ぶ ん や

の

設定
せってい

、ロボット
ろ ぼ っ と

介護
か い ご

機器
き き

の開発
かいはつ

、導入
どうにゅう

に向
む

けた様々
さまざま

な施策
し さ く

が展開
てんかい

されているところ、

障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

では、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

に対
たい

する福祉
ふ く し

機器
き き

としての導入
どうにゅう

の関心
かんしん

は高
たか

い

ものの、職場
しょくば

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

のための導入
どうにゅう

は遅
おく

れがみられるとの指摘
し て き

がある12。 
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〇  国
くに

においては、平成
へいせい

29年
ねん

10月
がつ

に、社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

福祉
ふ く し

人材
じんざい

確保
か く ほ

専門
せんもん

委員会
いいんかい

が「介護
か い ご

人材
じんざい

に求
もと

められる機能
き の う

の明確化
めいかくか

とキャリアパス
き ゃ り あ ぱ す

の実現
じつげん

に向
む

けて」を取
と

りまとめ、「意欲
い よ く

や能力
のうりょく

に応
おう

じたキャリアアップ
き ゃ り あ あ っ ぷ

を図
はか

り、各人材
かくじんざい

が期待
き た い

される役割
やくわり

を担
にな

っていけるようにすべき」と指摘
し て き

している。 

 

〇 一方
いっぽう

で、民間
みんかん

通信
つうしん

教育
きょういく

会社
かいしゃ

が2014（平成
へいせい

26）年
ねん

に実施
じ っ し

したインターネット
い ん た ー ね っ と

調査
ちょうさ

 

によると、60代
だい

で取得
しゅとく

した資格
し か く

の１位
い

は、ホームヘルパー
ほ ー む へ る ぱ ー

２級
きゅう

（介護
か い ご

職員
しょくいん

初任者
しょにんしゃ

研修
けんしゅう

）や訪問
ほうもん

介護員
かいごいん

などの介護
か い ご

ヘルパー
へ る ぱ ー

に関
かん

する資格
し か く

であったとの結果
け っ か

13もあり、

健康
けんこう

な高齢者層
こうれいしゃそう

が福祉
ふ く し

・介護
か い ご

分野
ぶ ん や

に興味
きょうみ

を持
も

っている可能性
かのうせい

があることが示唆
し さ

され

ており、今後
こ ん ご

、「元気
げ ん き

高齢者
こうれいしゃ

」をどのようにして障
しょう

がい福祉
ふ く し

の分野
ぶ ん や

に引
ひ

き込
こ

んでい

くかが、重要
じゅうよう

な視点
し て ん

となっている。 

 

イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（処遇
しょぐう

改善
かいぜん

の推進
すいしん

） 

〇 福祉
ふ く し

・介護
か い ご

職員
しょくいん

の給与
きゅうよ

等
とう

の処遇
しょぐう

の改善
かいぜん

については、国
くに

による「福祉
ふ く し

・介護
か い ご

職員
しょくいん

 

処遇
しょぐう

改善
かいぜん

加算
か さ ん

」及
およ

び「福祉
ふ く し

・介護
か い ご

職員
しょくいん

処遇
しょぐう

改善
かいぜん

（特別
とくべつ

）加算
か さ ん

」により、福祉
ふ く し

・介護
か い ご

職員
しょくいん

の給与
きゅうよ

改善
かいぜん

が図
はか

られている。報酬
ほうしゅう

により手当
て あ

てされているが、その届出
とどけで

割合
わりあい

は

障
しょう

がい分野
ぶ ん や

では、令和
れ い わ

２年
ねん

５月
がつ

時点
じ て ん

で82.2 ％
ぱーせんと

であり、県
けん

は、各事業所
かくじぎょうしょ

等
とう

に報酬
ほうしゅう

請求
せいきゅう

を勧奨
かんしょう

するとともに、算定
さんてい

事業所
じぎょうしょ

等
とう

が、きちんと職員
しょくいん

の給与
きゅうよ

等
とう

に反映
はんえい

させて

いるのか、長期的
ちょうきてき

にフォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

を行
おこな

っていくことが必要
ひつよう

である。また、県
けん

は、

関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

を図
はか

り、職員
しょくいん

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

が人材
じんざい

確保
か く ほ

に与
あた

える影響
えいきょう

について、実態
じったい

を

把握
は あ く

し、明
あき

らかになった課題
か だ い

の解決
かいけつ

に向
む

けた取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

〇 事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、入
にゅう

職
しょく

を希望
き ぼ う

する転職者
てんしょくしゃ

等
など

が採用後
さいようご

の条件
じょうけん

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

した上
うえ

で

応募
お う ぼ

できるよう、求 人 票
きゅうじんひょう

には、キャリア
き ゃ り あ

に応
おう

じた給与
きゅうよ

等
とう

の内容
ないよう

、福利
ふ く り

厚生
こうせい

等
とう

をでき

る限
かぎ

り詳
くわ

しく表示
ひょうじ

し、透明性
とうめいせい

の高
たか

い採用
さいよう

に努
つと

めることとし、県
けん

は、統一的
とういつてき

な

フォーマット
ふ ぉ ー ま っ と

を示
しめ

すべきである。 

 

（職場
しょくば

環境
かんきょう

の整備
せ い び

） 

〇 支援者
しえんしゃ

の身体的
しんたいてき

・心理的
しんりてき

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

を図
はか

るために、ロボット
ろ ぼ っ と

・ＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

の導入
どうにゅう

は

有益
ゆうえき

であり、事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

を検討
けんとう

すべきである。そのため、県
けん

は、先進
せんしん

事例
じ れ い

についての情報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

等
とう

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うとともに、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が介護
か い ご

分野
ぶ ん や

で進
すす

めている「介護
か い ご

ロボット
ろ ぼ っ と

のニーズ
に ー ず

・シーズ
し ー ず

連携
れんけい

協 調 協
きょうちょうきょう

議会
ぎ か い

」

のような協議体
きょうぎたい

を組織
そ し き

し、先端
せんたん

技術
ぎじゅつ

を事業所
じぎょうしょ

等
とう

のニーズ
に ー ず

にどうマッチング
ま っ ち ん ぐ

させるか、
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ロボット
ろ ぼ っ と

・ＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

をどう円滑
えんかつ

に導入
どうにゅう

するかといった支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 支援者
しえんしゃ

の早期
そ う き

離職
りしょく

を防止
ぼ う し

するために、職場
しょくば

のメンタルヘルス
め ん た る へ る す

の確保
か く ほ

は極
きわ

めて重要
じゅうよう

である。事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、支援者
しえんしゃ

が業務
ぎょうむ

により受
う

けるストレス
す と れ す

を軽減
けいげん

できるよう、

ストレスマネジメント
す と れ す ま ね じ め ん と

の研修
けんしゅう

を受講
じゅこう

できる機会
き か い

を増
ふ

やすべきである。県
けん

や自治体
じ ち た い

は

その取組
と り く

みを支援
し え ん

するとともに、県
けん

は、求
もと

めに応
おう

じて、事業所
じぎょうしょ

等
とう

に産業
さんぎょう

カウンセラー
か う ん せ ら ー

を派遣
は け ん

する仕組
し く

みを整備
せ い び

すべきである。 

 

〇 やりがいと使命感
しめいかん

をもって真剣
しんけん

に支援
し え ん

に取
と

り組
く

む支援者
しえんしゃ

ほど、課題
か だ い

を抱
かか

え込
こ

んで

しまい、孤立感
こりつかん

を感
かん

じ、最後
さ い ご

は、いわゆる燃
も

え尽
つ

きてしまう危険性
きけんせい

があるとの指摘
し て き

が

ある。事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、支援者
しえんしゃ

の燃
も

え尽
つ

きの予防
よ ぼ う

に努
つと

めることとし、職員
しょくいん

同士
ど う し

の円滑
えんかつ

な

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を図
はか

るとともに、スーパーバイズ
す ー ぱ ー ば い ず

やコンサルテーション
こ ん さ る て ー し ょ ん

の機会
き か い

が確保
か く ほ

されるよう努
つと

めるべきである。また、県
けん

は、事業所
じぎょうしょ

等
とう

において、そうした対応
たいおう

が適切
てきせつ

に取
と

れるよう支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

（事業所間
じぎょうしょかん

連携
れんけい

による人材
じんざい

育成
いくせい

） 

〇 支援者
しえんしゃ

のキャリアラダー
き ゃ り あ ら だ ー

の設計
せっけい

、人材
じんざい

育成
いくせい

を図
はか

る上
うえ

で、事業
じぎょう

所内
しょない

の適切
てきせつ

な人事
じ ん じ

異動
い ど う

や他
た

事業所
じぎょうしょ

との人事
じ ん じ

交流
こうりゅう

は重要
じゅうよう

な要素
よ う そ

である。しかしながら、人数
にんずう

規模
き ぼ

が小
ちい

さい

事業所
じぎょうしょ

等
とう

では、こうした人事
じ ん じ

施策
し さ く

は困難
こんなん

なことが多
おお

い。事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、例
たと

えば地域
ち い き

の

複数
ふくすう

の事業所
じぎょうしょ

等
とう

が合同
ごうどう

で研修
けんしゅう

を行
おこな

ったり、人事
じ ん じ

交流
こうりゅう

を行
おこな

うなどの連携
れんけい

を行
おこな

うよ

う努
つと

めるべきである。また、県
けん

は、各事業所
かくじぎょうしょ

等
とう

の連携
れんけい

がさらに進
すす

むよう社会
しゃかい

福祉
ふ く し

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

の設立
せつりつ

支援
し え ん

なども含
ふく

め、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

（研修
けんしゅう

と学
まな

びの場
ば

の設定
せってい

） 

〇 研修
けんしゅう

や学
まな

びの機会
き か い

は、当事者
とうじしゃ

との関
かか

わり方
かた

を見直
み な お

すきっかけや支援
し え ん

の振
ふ

り返
かえ

りを

行
おこな

う契機
け い き

となることがある。事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、支援者
しえんしゃ

がキャリアパス
き ゃ り あ ぱ す

に基
もと

づいた

スキルアップ
す き る あ っ ぷ

を適切
てきせつ

に行
おこな

っていけるよう、階層
かいそう

ごとの研修
けんしゅう

に積極的
せっきょくてき

に支援者
しえんしゃ

を

参加
さ ん か

させることに取り組む
と  く  

べきである。県
けん

はそうした取組
と り く

みが着実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

されるよ

う、県
けん

が行
おこな

う研修受講枠
けんしゅうじゅこうわく

を拡大
かくだい

し参加
さ ん か

機会
き か い

の確保
か く ほ

を図
はか

るなどの支援
し え ん

を行う
おこな 

べきで

ある。 

 

〇 そうした取組
と り く

みを実施
じ っ し

するに当
あ

たっては、「現場
げ ん ば

の支援
し え ん

において、人手
ひ と で

不足感
ぶそくかん

があ

ると、研修
けんしゅう

の回数
かいすう

や場
ば

だけが増加
ぞ う か

しても、参加
さ ん か

の機会
き か い

を得
え

ることが難
むずか

しいのでは

ないか」といった意見
い け ん

や、「相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

研修
けんしゅう

、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

、

自閉症
じへいしょう

療育者
りょういくしゃ

のためのトレーニングセミナー
と れ ー に ん ぐ せ み な ー

、サービス
さ ー び す

管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

研修
けんしゅう

といった、

既存
き そ ん

の研修
けんしゅう

体系
たいけい

や研修
けんしゅう

内容
ないよう

の整理
せ い り

、再構
さいこう

成
せい

も含
ふく

めた検討
けんとう

をする必要
ひつよう

があるのでは
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ないか」との意見
い け ん

もあることに留意
りゅうい

する必要
ひつよう

がある。 

 

〇 支援者
しえんしゃ

が支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

を果
は

たしていくために、教育
きょういく

・研究
けんきゅう

機関
き か ん

において調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

の機会
き か い

を得
え

ることも重要
じゅうよう

である。その機会
き か い

を作
つく

るために、例
たと

えば公立
こうりつ

大学
だいがく

法人
ほうじん

神奈川
か な が わ

県立
けんりつ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

実践
じっせん

教育
きょういく

センター
せ ん た ー

で行
おこな

われているリカレント
り か れ ん と

教育
きょういく

（卒後
そ つ ご

の学
まな

びなおし）の活用
かつよう

は一
ひと

つの選択肢
せんたくし

であるが、一定
いってい

の費用
ひ よ う

がかかることや、受講
じゅこう

時間
じ か ん

の確保
か く ほ

が難
むずか

しいといった課題
か だ い

がある14。こうしたことから、県
けん

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

等
とう

が

連携
れんけい

して、支援者
しえんしゃ

がリカレント
り か れ ん と

教育
きょういく

を受
う

けやすくするような方策
ほうさく

を検討
けんとう

すべきであ

る。 

 

〇 障
しょう

がい福祉
ふ く し

に携
たずさ

わる支援者
しえんしゃ

は、当事者
とうじしゃ

にとって支
ささ

えとなるような、柱
はしら

のような

存在
そんざい

である必要
ひつよう

がある。県
けん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、夢
ゆめ

を持
も

って支援
し え ん

に当
あ

たり、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

と一緒
いっしょ

に成長
せいちょう

しあうといった思考
し こ う

に立
た

って、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の支
ささ

えとなれるような

人材
じんざい

を育成
いくせい

するために、必要
ひつよう

な内容
ないよう

や適切
てきせつ

な方法
ほうほう

の研修
けんしゅう

や、学
まな

びの場
ば

を設
もう

けるべき

ある。 

 

（実践
じっせん

報告
ほうこく

の場
ば

の活用
かつよう

） 

〇 神奈川県
か な が わ け ん

知的
ち て き

障害
しょうがい

施設
し せ つ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

が主催
しゅさい

し、現場
げ ん ば

の実践
じっせん

を報告
ほうこく

している「神奈川県
か な が わ け ん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

職員
しょくいん

実践
じっせん

報告会
ほうこくかい

」は、政令
せいれい

指定
し て い

都市
と し

に所在
しょざい

している施設
し せ つ

も含
ふく

め、県立
けんりつ

施設
し せ つ

、

民間
みんかん

施設
し せ つ

が参加
さ ん か

し、オール
お ー る

神奈川
か な が わ

で実施
じ っ し

している。これは、実践
じっせん

の場
ば

での好事例
こうじれい

を

共有
きょうゆう

することを通
とお

して、支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

につながる良
よ

い取組
と り く

みの一
ひと

つである。県
けん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、支援者
しえんしゃ

の実践
じっせん

発表
はっぴょう

に加
くわ

えて、例
たと

えば本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

にも発表
はっぴょう

をしてもら

うなど、実践
じっせん

報告
ほうこく

の場
ば

をさらに活用
かつよう

することで好事例
こうじれい

の共有
きょうゆう

を推
お

し進
すす

め、より質
しつ

の

高
たか

い福祉
ふ く し

人材
じんざい

の育成
いくせい

をすべきである。 

 

（若年層
じゃくねんそう

へのアプローチ
あ ぷ ろ ー ち

） 

〇 福祉
ふ く し

人材
じんざい

を確保
か く ほ

するためには、様々
さまざま

な世代
せ だ い

に障
しょう

がい福祉
ふ く し

の社会的
しゃかいてき

意義
い ぎ

や必要性
ひつようせい

に

ついて理解
り か い

を深
ふか

めてもらい、一生
いっしょう

の職 業
しょくぎょう

としての魅力
みりょく

を感
かん

じてもらうことが肝要
かんよう

である。そのためには、まずは関心
かんしん

を持
も

ってもらうきっかけを作
つく

ることが重要
じゅうよう

であ

り、例
たと

えば愛知県
あいちけん

が発信
はっしん

しているインターネットサイト
い ん た ー ね っ と さ い と

「介護
か い ご

の魅力
みりょく

ネット
ね っ と

あいち」

は、見
み

ているものが思
おも

わずワクワク
わ く わ く

するような、コミック
こ み っ く

のキャラクター
き ゃ ら く た ー

ふうの

デザイン
で ざ い ん

で介護
か い ご

職
しょく

の仕事
し ご と

の魅力
みりょく

などについて解説
かいせつ

をしている。県
けん

は、こうした手法
しゅほう

も参考
さんこう

にしながら、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

の魅力
みりょく

を多
おお

くの人
ひと

に発信
はっしん

することに取
と

り組
く

む

べきである。 

 

〇 高校
こうこう

等
とう

が行
おこな

っている福祉
ふ く し

体験
たいけん

の学習
がくしゅう

では、保育
ほ い く

、高齢
こうれい

、障
しょう

がいといった分野
ぶ ん や

別
べつ
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に希望
き ぼ う

した分野
ぶ ん や

を体験
たいけん

する仕組
し く

みとなっていることが多
おお

く、「希望
き ぼ う

が保育
ほ い く

の分野
ぶ ん や

に

偏
かたよ

りがちであるが、実際
じっさい

に障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

を体験
たいけん

した生徒
せ い と

からはすごくよかった

という感想
かんそう

が得
え

られる」といった意見
い け ん

もあった。県
けん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、学生
がくせい

等
とう

が福祉
ふ く し

体験
たいけん

の学習
がくしゅう

を行
おこな

う際
さい

に、学生
がくせい

等
とう

が希望
き ぼ う

した分野
ぶ ん や

以外
い が い

の分野
ぶ ん や

を体験
たいけん

できる仕組
し く

みを作
つく

り、

興味
きょうみ

の幅
はば

を広
ひろ

げることができるような取組
と り く

みを推進
すいしん

すべきである。 

また、そうした福祉
ふ く し

体験
たいけん

の場
ば

を拡充
かくじゅう

し裾野
す そ の

を広
ひろ

げることで、障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

に

興味
きょうみ

を持
も

ってもらえるよう、県
けん

は、市町村
しちょうそん

や教育
きょういく

機関
き か ん

と連携
れんけい

して、福祉
ふ く し

体験
たいけん

の場
ば

の

拡充
かくじゅう

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 求 職 者
きゅうしょくしゃ

のボリュームゾーン
ぼ り ゅ ー む ぞ ー ん

の一
ひと

つである新規
し ん き

学卒者
がくそつしゃ

にどう 障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

に

関心
かんしん

を持
も

ってもらうかも重要
じゅうよう

である。そのために、県
けん

は、小学生
しょうがくせい

や中学生
ちゅうがくせい

、高校生
こうこうせい

などの若年層
じゃくねんそう

も対象
たいしょう

に含
ふく

め、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

で得
え

られるやりがいや、支援
し え ん

の難
むずか

しさがきちんと伝
つた

わるようなパンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

やリーフレット
り ー ふ れ っ と

、ＷＥＢ
う ぇ ぶ

サイト
さ い と

等
など

を作成
さくせい

し、進路
し ん ろ

の参考
さんこう

にしてもらうべきである。 

 

〇 高校生
こうこうせい

や大学生
だいがくせい

、あるいは、いわゆる第二
だ い に

学卒者
がくそつしゃ

などの若年層
じゃくねんそう

に、障
しょう

がい福祉
ふ く し

 

の仕事
し ご と

に興味
きょうみ

を持
も

ってもらうことが重要
じゅうよう

であることから、事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、積極的
せっきょくてき

に

有償
ゆうしょう

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

やアル
あ る

バイト
ば い と

として受
う

け入
い

れ、受入側
うけいれがわ

がしっかりとサポート
さ ぽ ー と

を

行
おこな

うことにより、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

のやりがいや魅力
みりょく

を感
かん

じてもらい、就 業
しゅうぎょう

につ

ながるように努
つと

めるべきである。また、県
けん

は、そうした取組
と り く

みが円滑
えんかつ

に進
すす

むよう、県
けん

全体
ぜんたい

での取組
と り く

みとして位置
い ち

付
づ

け、広報
こうほう

と相談
そうだん

に努
つと

めるべきである。 

 

〇 障
しょう

がい福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

に興味
きょうみ

のある学生
がくせい

等
とう

に対
たい

し、事業所
じぎょうしょ

等
とう

に就 職
しゅうしょく

した後
あと

に自身
じ し ん

の

希望
き ぼ う

とのミスマッチ
み す ま っ ち

が発生
はっせい

しないよう、事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、従前
じゅうぜん

から行
おこな

われている職場
しょくば

体験的
たいけんてき

な短期
た ん き

のインターン
い ん た ー ん

だけでなく、数週間
すうしゅうかん

から数
すう

か月
げつ

程度
て い ど

にわたる長期
ちょうき

の

インターン
い ん た ー ん

として仕事
し ご と

を経験
けいけん

できる機会
き か い

を提供
ていきょう

すべきである。また、県
けん

は、そうし

た取組
と り く

みが円滑
えんかつ

に進
すす

むよう、県
けん

全体
ぜんたい

の取組
と り く

みとして位置
い ち

付
づ

け、広報
こうほう

を充実
じゅうじつ

すべきで

ある。 

 

（元気
げ ん き

高齢者
こうれいしゃ

へのアプローチ
あ ぷ ろ ー ち

） 

〇 令和
れ い わ

３年
ねん

４月
がつ

１日
にち

に「高年齢者
こうねんれいしゃ

等
とう

の雇用
こ よ う

の安定
あんてい

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」が改正
かいせい

施行
し こ う

され、

65歳
さい

までの雇用
こ よ う

確保
か く ほ

義務
ぎ む

に加
くわ

え、70歳
さい

まで定年
ていねん

を引
ひ

き上
あ

げるといった高年齢者
こうねんれいしゃ

就 業
しゅうぎょう

確保
か く ほ

措置
そ ち

だけではなく、高年齢者
こうねんれいしゃ

が希望
き ぼ う

するときは、雇用
こ よ う

によらず、事業
じぎょう

主
ぬし

が

自
みずか

ら実施
じ っ し

する社会
しゃかい

貢献
こうけん

事業
じぎょう

や、事業
じぎょう

主
ぬし

が委託
い た く

・出資
しゅっし

・資金提供等
しきんていきょうなど

する団体
だんたい

が行
おこな

う

社会
しゃかい

貢献
こうけん

事業
じぎょう

などに従事
じゅうじ

できるよう、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じる努力
どりょく

義務
ぎ む

が課
か

せられた。県
けん

は、事業
じぎょう

主
ぬし

、委託
い た く

・出資
しゅっし

等
とう

を受ける団体
だんたい

、高年齢者
こうねんれいしゃ

といった関係者
かんけいしゃ

に対
たい

し、この制度
せ い ど
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（創業
そうぎょう

等
とう

支援
し え ん

措置
そ ち

）のメリット
め り っ と

について周知
しゅうち

を図
はか

り、同制度
どうせいど

の活用
かつよう

によって、障
しょう

が

い福祉
ふ く し

に関
かか

わる「元気
げ ん き

高齢者
こうれいしゃ

」を増
ふ

やすよう取
と

り組
く

むべきである。 

 

（その他
た

のアプローチ
あ ぷ ろ ー ち

） 

〇 どの事業所
じぎょうしょ

等
とう

に就 職
しゅうしょく

するかを決定
けってい

づける重要
じゅうよう

な要素
よ う そ

として、給与
きゅうよ

水準
すいじゅん

だけで

はなく、働
はたら

く場所
ば し ょ

と住
す

む場所
ば し ょ

の地域
ち い き

の魅力
みりょく

を挙
あ

げる求 職 者
きゅうしょくしゃ

が多
おお

いとの指摘
し て き

もある。

地域
ち い き

の魅力
みりょく

が高
たか

まることで移住者
いじゅうしゃ

を呼
よ

び込
こ

み、その人々
ひとびと

（移住者
いじゅうしゃ

）の仕事
し ご と

の選択肢
せんたくし

に

福祉
ふ く し

・介護
か い ご

職
しょく

があるといった事例
じ れ い

もあることから、県
けん

及
およ

び市町村
しちょうそん

は共同
きょうどう

して、

神奈川
か な が わ

の各地域
かくちいき

の魅力
みりょく

を高
たか

め、移
うつ

り住
す

みたい、住
す

み続
つづ

けたいと思
おも

わせる街
まち

づくりを

行
おこな

うことを進
すす

めていくための協働
きょうどう

組織
そ し き

を立
た

ち上
あ

げるとともに、動画
ど う が

配信
はいしん

等
とう

の様々
さまざま

なツール
つ ー る

を活用
かつよう

し、地域
ち い き

の魅力
みりょく

をアピール
あ ぴ ー る

することに努
つと

めるべきである。 

 

〇 外国人
がいこくじん

であるＥＰＡ
いーぴーえー

介護
か い ご

職員
しょくいん

は、特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

や介護
か い ご

老人
ろうじん

保健
ほ け ん

施設
し せ つ

を主
おも

な

職場
しょくば

としており、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の分野
ぶ ん や

では、決
けっ

して多
おお

くは活躍
かつやく

していない現状
げんじょう

である。

したがって、県
けん

は、その就 業
しゅうぎょう

の実態
じったい

を調査
ちょうさ

して課題
か だ い

を整理
せ い り

した上
うえ

で、国
くに

とも連携
れんけい

し、

課題
か だ い

解決
かいけつ

を図
はか

ることにより、障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

においても外国人
がいこくじん

が活躍
かつやく

できるような

環境
かんきょう

整備
せ い び

に努
つと

めることとすべきである。 

 

（人材
じんざい

確保
か く ほ

における視点
し て ん

の転換
てんかん

） 

〇 発達障
はったつしょう

がいのある子
こ

どもたちが、年長
ねんちょう

の頃
ころ

には加配
か は い

保育士
ほ い く し

がいなくても、クラス
く ら す

の中
なか

で過
す

ごしていける力
ちから

を育
そだ

てるということが重要
じゅうよう

な視点
し て ん

である。本当
ほんとう

に必要
ひつよう

な

ところだけ、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けることができる形
かたち

を作
つく

っていくことが必要
ひつよう

であり、

マンツーマン
ま ん つ ー ま ん

で支援者
しえんしゃ

が常
つね

に側
そば

についていなくても、しのげる力
ちから

や、本人
ほんにん

が心
こころ

動
うご

く

こと、頑張
が ん ば

れるものを見
み

つけるという視点
し て ん

が重要
じゅうよう

である。「手厚
て あ つ

い」支援
し え ん

を実現
じつげん

す

ることを目的
もくてき

として人材
じんざい

確保
か く ほ

のみを行
おこな

うのではなく、そうした視点
し て ん

に立
た

って「手厚
て あ つ

い」支援
し え ん

について、もう一度
い ち ど

考
かんが

える必要
ひつよう

がある。 

 

〇 また、本
ほん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

では、「『手厚
て あ つ

い』支援
し え ん

というのは、人手
ひ と で

が多
おお

いことのみでは

ない。身体
しんたい

拘束
こうそく

が行
おこな

われている県立
けんりつ

施設
し せ つ

に行
い

くと、『人手
ひ と で

が足
た

りなくて拘束
こうそく

せざる

を得
え

ない』という話
はなし

が出
で

るが、県立
けんりつ

施設
し せ つ

は人員的
じんいんてき

には『手厚
て あ つ

い』配置
は い ち

となっている。

人手
ひ と で

や予算
よ さ ん

の問題
もんだい

ではなく、暮
く

らし方
かた

の問題
もんだい

である」といった意見
い け ん

もあった。当事者
とうじしゃ

の暮
く

らし方
かた

には、環境
かんきょう

要因
よういん

や個人
こ じ ん

の要因
よういん

など、複合的
ふくごうてき

な要素
よ う そ

が組
く

み合
あ

わさっており、

それらのことをしっかりと捉
とら

える必要
ひつよう

がある。また、「人手
ひ と で

がないから構造化
こうぞうか

する、

という話
はなし

に陥
おちい

っていくことに危機感
き き か ん

を持
も

っている」との意見
い け ん

もあった。県
けん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、当事者
とうじしゃ

の暮
く

らし方
かた

の視点
し て ん

に立
た

ち、当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

った支援
し え ん

を進
すす

めていく

という視点
し て ん

に立
た

った人材
じんざい

配置
は い ち

に取
と

り組
く

むことが重要
じゅうよう

である。 
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〇 人材
じんざい

育成
いくせい

と施設
し せ つ

のあり方
かた

について関連
かんれん

させて 考
かんが

え、支援
し え ん

する 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の

状態像
じょうたいぞう

に応
おう

じて、支援者
しえんしゃ

にどのような研修
けんしゅう

に参加
さ ん か

させるのか、また、適切
てきせつ

な

カリキュラム
か り き ゅ ら む

が用意
よ う い

された研修
けんしゅう

を受講
じゅこう

することができるのかが重要
じゅうよう

である。それ

らを前提
ぜんてい

とした上
うえ

で、現在
げんざい

の事業所
じぎょうしょ

の状 況
じょうきょう

が、支援者
しえんしゃ

を増
ふ

やすことが必要
ひつよう

な段階
だんかい

で

あるのか、質
しつ

の高
たか

い支援者
しえんしゃ

が求
もと

められている段階
だんかい

であるのかということにより大
おお

き

く変
か

わってくる。県
けん

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が現在
げんざい

の状 況
じょうきょう

に合
あ

わせた人材
じんざい

確保
か く ほ

の適切
てきせつ

な対応
たいおう

が

取
と

れるよう支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

（県
けん

のリーダーシップ
り ー だ ー し っ ぷ

の発揮
は っ き

） 

〇 福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

は、今後
こ ん ご

、長期
ちょうき

にわたって続
つづ

くと考
かんが

えられる、極
きわ

めて厳
きび

し

い課題
か だ い

である。単独
たんどく

の自治体
じ ち た い

で解決
かいけつ

することが困難
こんなん

な課題
か だ い

であり、広域的
こういきてき

な対応
たいおう

が

必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であって、オール
お ー る

神奈川
か な が わ

で取組
と り く

みを進
すす

めることが重要
じゅうよう

である。こうした

ことから、県
けん

は、市町村
しちょうそん

、事業所
じぎょうしょ

等
とう

と緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

りながら、関連
かんれん

施策
し さ く

を着実
ちゃくじつ

に

講
こう

じることとし、重層的
じゅうそうてき

かつ広範
こうはん

な取組
と り く

みにつなげるため、市町村
しちょうそん

や事業所
じぎょうしょ

、教育
きょういく

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

、人材
じんざい

サービス
さ ー び す

業者
ぎょうしゃ

等
とう

による共同
きょうどう

事業体
じぎょうたい

を立
た

ち上
あ

げ、そのエンジン
え ん じ ん

とす

ることを検討
けんとう

すべきである。 

 

 

１）独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

労働
ろうどう

政策
せいさく

研究
けんきゅう

・研修
けんしゅう

機構
き こ う

「労働力
ろうどうりょく

需給
じゅきゅう

の推計
すいけい

-労働力
ろうどうりょく

需給
じゅきゅう

モデル
も で る

（2018年度版
ねんどばん

）による将来
しょうらい

推計
すいけい

」、2019 

２）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「令和
れ い わ

元年
がんねん

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

調査
ちょうさ

（社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

センサス
せ ん さ す

）」、2019 

３）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「第
だい

８期
き

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

に基
もと

づく介護
か い ご

職員
しょくいん

の必要数
ひつようすう

について」、2021 

４）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「詳細
しょうさい

資料
しりょう

-社会
しゃかい

・援護局
えんごきょく

（社会
しゃかい

）」令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

全国
ぜんこく

厚生
こうせい

労働
ろうどう

関係
かんけい

部局
ぶきょく

長
ちょう

会議
か い ぎ

資料
しりょう

、2021 

５）パーソル
ぱ ー そ る

総合
そうごう

研究所
けんきゅうじょ

・中央
ちゅうおう

大学
だいがく

「労働
ろうどう

市場
しじょう

の未来
み ら い

推計
すいけい

2030」、2018 

６）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「毎月
まいつき

勤労
きんろう

調査
ちょうさ

 平成
へいせい

30年
ねん

９月分
がつぶん

結果
け っ か

確報
かくほう

」、2018 

７）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「平成
へいせい

30年度
ね ん ど

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

従事者
じゅうじしゃ

処遇
しょぐう

状 況
じょうきょう

等
とう

調査
ちょうさ

結果
け っ か

」、2018 

８）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「2019年
ねん

（令和
れ い わ

元年
がんねん

）雇用
こ よ う

動向
どうこう

調査
ちょうさ

結果
け っ か

の概況
がいきょう

」、2020 

９）公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

介護
か い ご

労働
ろうどう

安定
あんてい

センター
せ ん た ー

「令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

介護
か い ご

労働
ろうどう

実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

」、2020 

10）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「新規
し ん き

学卒者
がくそつしゃ

の離職
りしょく

状 況
じょうきょう

を公表
こうひょう

します」、2021 

11）公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

介護
か い ご

労働
ろうどう

安定
あんてい

センター
せ ん た ー

「令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

介護
か い ご

労働
ろうどう

実態
じったい

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

」、2020 

12）株式
かぶしき

会社
がいしゃ

浜
はま

銀
ぎん

総合
そうごう

研究所
けんきゅうじょ

「障害
しょうがい

分野
ぶ ん や

におけるロボット
ろ ぼ っ と

等
など

の導入
どうにゅう

促進
そくしん

に向
む

けた調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

 調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告書
ほうこくしょ

」

厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令和元
しょうれいわがん

年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

_成果物
せいかぶつ

、2020 

13）ユーキャン
ゆ ー き ゃ ん

「60代
だい

の資格
し か く

取得
しゅとく

に関
かん

する意識
い し き

調査
ちょうさ

」、2014 

14）イノベーション
い の べ ー し ょ ん

・デザイン
で ざ い ん

＆テクノロジーズ
て く の ろ ー ず

「社会人
しゃかいじん

の大学
だいがく

等
とう

における学
まな

び直
なお

しの実態
じったい

把握
は あ く

に関
かん

する調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

報告
ほうこく

書
しょ

」文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

平成
へいせい

27
 

年度先
ねんどせん

導的
どうてき

大学
だいがく

改革
かいかく

推進
すいしん

委託
い た く

事業
じぎょう

、2016 
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３ 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（県立
けんりつ

施設
し せ つ

を含
ふく

む）のあり方
かた

 

 

ア 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の住まい
す   

をめぐる諸施策
しょしさく

に関して
かん    

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、「全て
すべ  

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

し合いながら
 あ     

共生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

する」ため、実施
じ っ し

する国
くに

や自治体
じ ち た い

等
とう

の関係
かんけい

施策
し さ く

の

基本
き ほ ん

原則
げんそく

を定
さだ

めており（第
だい

1 条
じょう

関係
かんけい

）、その施策
し さ く

は、「全
すべ

て障害者
しょうがいしゃ

は、可能
か の う

な限
かぎ

り、

どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかについての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

において他
た

の

人々
ひとびと

と共生
きょうせい

することを妨
さまた

げられない」こと等
など

を旨
むね

として図
はか

られることとされてい

る（第３条
だい３じょう

関係
かんけい

）。これは、長年
ながねん

の当事者
とうじしゃ

運動
うんどう

の成果
せ い か

等
とう

により、ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の理念
り ね ん

が実体化
じったいか

されてきたものである。 

 

〇 このため、今日
こんにち

、障
しょう

がい者
しゃ

の居住
きょじゅう

の場
ば

は、旧来
きゅうらい

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

だけではなく、一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

において、重度
じゅうど

の障
しょう

がいがあっても地域
ち い き

で生活
せいかつ

すること

が当
あ

たり前
まえ

であることが、障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の計画
けいかく

目標
もくひょう

の射程
しゃてい

に入
はい

ってきている。

とりわけ、地域
ち い き

との関
かか

わりが希薄
き は く

になりやすい入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

については、国
くに

が定
さだ

める障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

基本
き ほ ん

計画
けいかく

１において、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

の地域
ち い き

の受
う

け皿
さら

を整備
せ い び

しながら、

段階的
だんかいてき

・計画
けいかく

的
てき

にその入所
にゅうしょ

者
しゃ

数
すう

を減少
げんしょう

させていく方針
ほうしん

としている。 

 

〇 このような我
わ

が国
くに

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の大きな
おお    

方向
ほうこう

を踏
ふ

まえると、各自治体
か く じ ち た い

は、

今後
こ ん ご

、新
あら

たに入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を整備
せ い び

することを障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

に盛り込
も  こ

むことは考
かんが

えに

くく、したがって、現在
げんざい

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

にあっては、入所
にゅうしょ

者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

や高齢化
こうれいか

に 伴
ともな

う介護
か い ご

施設
し せ つ

や病院
びょういん

への移行
い こ う

等
など

に 伴
ともな

って、入所
にゅうしょ

者
しゃ

数
すう

が漸減
ぜんげん

していくことが

予想
よ そ う

される。 

 

〇  実際
じっさい

、各自治体
か く じ ち か い

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

の下
もと

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の受
う

け皿
さら

としての

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

の整備
せ い び

が進
すす

められ、各地
か く ち

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、入所
にゅうしょ

者
しゃ

数が減少
げんしょう

傾向
けいこう

に

あり、神奈川
か な が わ

においても、平成
へいせい

22年度
ね ん ど

に、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の利用
り よ う

者
しゃ

数
すう

が入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の

入所
にゅうしょ

者
しゃ

数
すう

を逆転
ぎゃくてん

している２。 

 

  〇 一方
いっぽう

で、「親
おや

亡
な

き後
あと

」の恒久的
こうきゅうてき

な居住
きょじゅう

の場
ば

として、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に「安心感
あんしんかん

」を持
も

つ

親
おや

もおり、障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

（平成
へいせい

22年
ねん

）での議論
ぎ ろ ん

のように、

当事者
とうじしゃ

と意見
い け ん

がぶつかる場面
ば め ん

もあった３。「本当
ほんとう

に、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
など

で看取
み と

りまで

対応
たいおう

できるのか」、「行動
こうどう

に課題
か だ い

のある人
ひと

や医療的
いりょうてき

なケア
け あ

が必要
ひつよう

な人
ひと

など、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の重厚
じゅうこう

な設備
せ つ び

や職員
しょくいん

配置
は い ち

でなければ対応
たいおう

が困難
こんなん

なのではないか」、「『施設
し せ つ

解体
かいたい

』と
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唱
とな

えたところで、高齢
こうれい

の障
しょう

がい者
しゃ

など、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

できない人
ひと

、できたとしても

戻
もど

ってくる人
ひと

がいるではないか」とする意見
い け ん

は根強
ね づ よ

く存在
そんざい

する。 

 

  〇 今日
き ょ う

、高齢化
こうれいか

や重度化
じゅうどか

、医療的ケア
いりょうてきけあ

の必要
ひつよう

な障
しょう

がい者
しゃ

の増加
ぞ う か

など、障
しょう

がい福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く新
あら

たな課題
か だ い

も生
しょう

じており、こうした課題
か だ い

を踏
ふ

まえ、その望
のぞ

みや願
ねが

いに応

じて、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が地域
ち い き

で当
あ

たり前
まえ

に生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

な支援
し え ん

をどう組
く

み立
た

て

ていくのか、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

はその役割
やくわり

を担
にな

うことができるのか、あるいは、その役割
やくわり

を

担
にな

うべきなのか、具体的
ぐたいてき

に考
かんが

えていく必要
ひつよう

がある。 

 

  〇 また、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の成
な

り立
た

ちとして、戦後間
せ ん ご ま

もない時期
じ き

、地域
ち い き

に障
しょう

がい福祉
ふ く し

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

がほとんどなかったときに、在宅
ざいたく

の障
しょう

がい児
じ

・者
しゃ

を受け止
う  と

めてきたのが、先駆的
せんくてき

な実践家
じっせんか

らによる障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

であったという歴史
れ き し

も踏
ふ

まえておくことが重要
じゅうよう

で

ある。 

 

〇 本
ほん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

の議論
ぎ ろ ん

では、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の機能
き の う

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

もあるという意見
い け ん

もあっ

た。具体的
ぐたいてき

には、本人
ほんにん

の心
こころ

も身体
か ら だ

も傷
きず

ついている状態
じょうたい

であって、ただ入所
にゅうしょ

させて

管理
か ん り

するのではなく、プライバシー
ぷ ら い ば し ー

が守られ、心
こころ

と身体
か ら だ

の傷
きず

を癒
いや

せる環境
かんきょう

でなけ

ればならない、そうした機能
き の う

がなければない方
ほう

が良
よ

い、とする意見
い け ん

である。 

 

〇 県立
けんりつ

施設
し せ つ

については、次期
じ き

指定
し て い

管理
か ん り

期間
き か ん

が令和
れ い わ

５年
ねん

４月から 5年
ねん

間で開始される

ことから、その指定
し て い

管理
か ん り

者
しゃ

の選定
せんてい

基準
きじゅん

４に反映
はんえい

させるための当面
とうめん

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり

方
かた

を、本
ほん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

の中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

に盛
も

り込
こ

んだとおりであるが、報告書
ほうこくしょ

の取りまとめ
と     

に向けて
む   

、その必要性
ひつようせい

も含めた
ふ く め た

将来
しょうらい

のあるべき姿
すがた

については、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

に含めて
ふく    

検討
けんとう

を行った
おこな    

。 

 

○ 県立
けんりつ

施設
し せ つ

がおかれている状 況
じょうきょう

は、神奈川
か な が わ

の地域
ち い き

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

を反映
はんえい

している。した

がって、そのあり方
かた

を考
かんが

えるときには、県立
けんりつ

施設
し せ つ

だけでなく、地域
ち い き

全体
ぜんたい

を見
み

ていく

必要
ひつよう

がある。例
たと

えば「日中
にっちゅう

活動
かつどう

は施設
し せ つ

の外
そと

に出
で

ていく」と言
い

っても出
で

ていく先
さき

がな

ければ絵空事
えそらごと

になる。その場所
ば し ょ

づくりは福祉
ふ く し

関係
かんけい

者
しゃ

だけが担
にな

う必要
ひつよう

はなく、長期的
ちょうきてき

というより、むしろ中期的
ちゅうきてき

な展望
てんぼう

として、例
たと

えば温泉
おんせん

を経営
けいえい

している人
ひと

たちにも、

地域
ち い き

の福祉
ふ く し

資源
し げ ん

として加
くわ

わってもらうという視点
し て ん

が必要
ひつよう

である。 

 

〇 また、県立
けんりつ

施設
し せ つ

は民間
みんかん

に比
くら

べて人員
じんいん

配置
は い ち

が圧倒的
あっとうてき

に厚
あつ

く、県立
けんりつ

施設
し せ つ

が抱
かか

える課題
か だ い

は、人員
じんいん

や運営費
うんえいひ

といった制度
せ い ど

の問題
もんだい

ではなくて、暮
く

らし方
かた

の問題
もんだい

だと捉
とら

えるべき

である、とする意見
い け ん

もあった。 
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〇 こうしたことから、神奈川
か な が わ

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

のおよそ 20年
ねん

後
ご

の姿
すがた

を展望
てんぼう

するに際
さい

して

は、 

① 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

でしか担
にな

えない役割
やくわり

は本当
ほんとう

にないのか（入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を解
かい

消
しょう

して不都合
ふ つ ご う

はないか）【施設
し せ つ

機能
き の う

の代替
だいたい

可能性
かのうせい

】 

② 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の「待機
た い き

者
しゃ

」にみられる新
あら

たな入所
にゅうしょ

需要
じゅよう

をどう考
かんが

えるのか【ニーズ
に ー ず

の緊急性
きんきゅうせい

】 

③ 現在
げんざい

の入所
にゅうしょ

者
しゃ

の生活
せいかつ

の質
しつ

をどう確保
か く ほ

していくのか【現
げん

入所
にゅうしょ

者
しゃ

の保護
ほ ご

】 

 といった論点
ろんてん

を十分
じゅうぶん

に検討
けんとう

した上
うえ

で、「20年
ねん

後
ご

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

はどうなっているか」に

ついて考
かんが

えていく必要
ひつよう

がある５。 

 

 

イ 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（基本
き ほ ん

となる考
かんが

え方
かた

） 

〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の施設
し せ つ

での暮
く

らし、地域
ち い き

での暮
く

らしに関
かん

する考
かんが

えは、立場
た ち ば

によっ

ても異
こと

なり、様々
さまざま

な意見
い け ん

があるが、地域
ち い き

で障
しょう

がい者
しゃ

が安
あん

心
しん

していきいきと生活
せいかつ

でき

るための 条
じょう

件
けん

が 整
ととの

い、家族
か ぞ く

だけに過重
かじゅう

な負
ふ

担
たん

が課せられる
か     

ことがなければ、

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の理念
り ね ん

に基づき
もと    

、地域
ち い き

における本人
ほんにん

中
ちゅう

心
しん

の当
あ

たり前
まえ

の暮
く

らし

を可能
か の う

とすべきである。 

 

（必要
ひつよう

な支援
し え ん

の組
く

み立
た

ての議論
ぎ ろ ん

） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、構造的
こうぞうてき

に 24時間
じ か ん

完結型
かんけつがた

で管理的
かんりてき

な運営
うんえい

に陥
おちい

りやすい上
うえ

、入所
にゅうしょ

者
しゃ

が地域
ち い き

と関
かか

わる機会
き か い

に乏
とぼ

しいという課題
か だ い

があることから、当事者
とうじしゃ

ができる限
かぎ

り地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるように、今後
こ ん ご

、神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

で、必要
ひつよう

な支援
し え ん

の組
く

み立
た

てを議論
ぎ ろ ん

した上
うえ

で、

その役割
やくわり

と機能
き の う

を見直
み な お

し、20年
ねん

後
ご

には、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の役割
やくわり

の転換
てんかん

が図
はか

られることを

目指
め ざ

すべきである。 

 

〇 県
けん

はその議論
ぎ ろ ん

の過
か

程
てい

にしっかりと関与
か ん よ

し、広域
こういき

の（自立支援
じ り つ し え ん

）協議会
きょうぎかい

等
など

において

議論
ぎ ろ ん

を重ね
か さ  

、県
けん

下
か

の各事業
かくじぎょう

者
しゃ

の理解
り か い

、合意
ご う い

の下
もと

で、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

などの仕組み
し く  

、制度
せ い ど

を活用
かつよう

しながら、神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

で、必要
ひつよう

な支援
し え ん

の組
く

み立
た

て

を行
おこな

っていくことが必要
ひつよう

である。 

 

〇 その議論
ぎ ろ ん

の過程
か て い

においては、地域
ち い き

の人
ひと

が気軽
き が る

に行
い

き来
き

できるなど、風
かぜ

通
とお

しがよく、

地域
ち い き

とのつながりのある施設
し せ つ

になることが重要
じゅうよう

である。また、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用
り よ う

者
しゃ

には、その施設
し せ つ

だけが暮
く

らしの選択
せんたく

肢
し

ではないことを知
し

ってもらうことが必要
ひつよう

であ

る。また、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の役割
やくわり

・機能
き の う

が縮 小
しゅくしょう

するとするならば、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

で暮
く

らす



92 

 

利用
り よ う

者
しゃ

たちが夢
ゆめ

を持
も

てるような行
い

き場所
ば し ょ

を作
つく

っていくことが同時
ど う じ

進行
しんこう

していかねば

ならない。入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用
り よ う

者
しゃ

には、誰
だれ

とどんなところで暮
く

らしたいのか、適切
てきせつ

に自己
じ こ

選択
せんたく

・自己
じ こ

決定
けってい

の機会
き か い

が用意
よ う い

されるべきである。 

 

〇 神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

での必要
ひつよう

な支援
し え ん

の組
くみ

立
た

てについて、具体的
ぐたいてき

には、①相談
そうだん

、②住
す

まい、

③日中
にっちゅう

活動
かつどう

、④居宅
きょたく

支援
し え ん

、⑤移動
い ど う

、⑥集
つど

いの場
ば

、⑦地域
ち い き

のつながり、について充実
じゅうじつ

させ、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の機能
き の う

の地域
ち い き

への分散化
ぶんさんか

を図
はか

っていくことが重要
じゅうよう

である。 

 

（県立
けんりつ

施設
し せ つ

の置
お

かれている課題
か だ い

への当面
とうめん

の対応
たいおう

） 

〇 とりわけ県立
けんりつ

施設
し せ つ

に関
かん

しては、相談
そうだん

支援
し え ん

が届いて
とど    

おらず、当面
とうめん

の対応
たいおう

として、計画
けいかく

相談
そうだん

がどのように実施
じ っ し

されているかを明
あき

らかにし、外部
が い ぶ

の目
め

で支援
し え ん

内容
ないよう

を見
み

て、社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

しないように改善
かいぜん

していく必要
ひつよう

がある。 

 

  〇 さらに、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の支援
し え ん

内容
ないよう

について、これまでの、障
しょう

がいの程度
て い ど

が最重度
さいじゅうど

の人
ひと

を中心
ちゅうしん

に受
う

け入
い

れて、当該
とうがい

県立
けんりつ

施設
し せ つ

だけで支援
し え ん

内容
ないよう

を組
く

み立
た

てるというやり方
かた

を

改
あらた

め、当面
とうめん

の対応
たいおう

として、地域
ち い き

の障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

者
しゃ

と連携
れんけい

した支援
し え ん

体制
たいせい

づ

くりに取
と

り組
く

む必要
ひつよう

がある。 

 

（中
ちゅう

長期的
ちょうきてき

な入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

のあるべき姿
すがた

） 

〇 このような施設
し せ つ

機能
き の う

の地域
ち い き

への分散化
ぶんさんか

等
とう

を図
はか

りながら、本
ほん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

として想定
そうてい

することのできる、中
ちゅう

長期的
ちょうきてき

な入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

のあるべき姿
すがた

としては、以下
い か

のことが考
かんが

えられる。 

 

・  旧来
きゅうらい

の保護
ほ ご

収容型
しゅうようがた

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は解消
かいしょう

を目指
め ざ

す。新規
し ん き

入所
にゅうしょ

は、緊急
きんきゅう

時
じ

対応
たいおう

を除
のぞ

き、原則
げんそく

として有期
ゆ う き

の自立
じ り つ

訓練
くんれん

のみ（通過型
つうかかた

）とし、地域
ち い き

生活
せいかつ

が困難
こんなん

となっ

た障
しょう

がい者
しゃ

がまた地域
ち い き

生活
せいかつ

を送れる
おく    

ようにするための一時的
いちじてき

な受入
う け い

れに注 力
ちゅうりょく

する。併
あわ

せて、実
じつ

質
しつ

的
てき

な「昼夜
ちゅうや

分離
ぶ ん り

」を進
すす

め、施設
し せ つ

の機能
き の う

は、居住
きょじゅう

支援
し え ん

（夜間
や か ん

の

支援
し え ん

）に特化
と っ か

させるものとする（ただし、地域
ち い き

に対する日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

等
など

の

提供
ていきょう

は妨
さまた

げない）。 

 

・  うち、県立
けんりつ

施設
し せ つ

については、機能
き の う

（市町村
しちょうそん

支援
し え ん

、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

、研修
けんしゅう

機能
き の う

）の

移転
い て ん

を進
すす

め、規模
き ぼ

を縮 小
しゅくしょう

の上
うえ

、民間
みんかん

移譲
いじょう

も視野
し や

に入
い

れた検討
けんとう

を行
おこな

う（ただし、

県
けん

として求
もと

められる臨床
りんしょう

研究的
けんきゅうてき

役割
やくわり

、人材
じんざい

育成
いくせい

は別途
べ っ と

検討
けんとう

を進
すす

める）。 

 

   ・ なお、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、日中
にっちゅう

活動
かつどう

（生活
せいかつ

介護
か い ご

等
とう

）と居住
きょじゅう

（施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

）の報酬
ほうしゅう

収 入
しゅうにゅう

セット
せ っ と

で制度
せ い ど

設計
せっけい

されているため、居住
きょじゅう

部分
ぶ ぶ ん

だけで運営
うんえい

を維持
い じ

できるかが
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課題
か だ い

であることから、国
くに

に対
たい

して制度
せ い ど

改善
かいぜん

要望
ようぼう

を行
おこな

うことも検討
けんとう

すべきである。 

 

〇 こうしたオール
お ー る

神奈川
か な が わ

での取組
と り く

みを進
すす

めることにより、神奈川
か な が わ

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

につい

ては、その役割
やくわり

の 縮 小
しゅくしょう

と転換
てんかん

を図
はか

り、緊急
きんきゅう

時
じ

対応
たいおう

と通過型
つうかかた

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

に

重点化
じゅうてんか

することを、2040年
ねん

頃
ごろ

のあるべき姿
すがた

として目標
もくひょう

とすべきである。 

 

（その他
た

の重要
じゅうよう

な指摘
し て き

） 

〇 なお、本
ほん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

において、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

には様々
さまざま

な立場
た ち ば

の人々
ひとびと

が関
かか

わることから、

前述
ぜんじゅつ

のことを、本当
ほんとう

に 20年
ねん

後
ご

の姿
すがた

として目標
もくひょう

にできるのか危惧
き ぐ

する、という意見
い け ん

もあった。他
た

県
けん

では、コロニー
こ ろ に ー

と呼
よ

ばれる県立
けんりつ

の大規模
だ い き ぼ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

について、「施設
し せ つ

解体
かいたい

宣言
せんげん

」を打ち出す
う  だ  

も、結局
けっきょく

は同規模
ど う き ぼ

の新
あら

たな入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に建て替えられた
た  か     

とい

う事案
じ あ ん

があることも紹介
しょうかい

された。 

国
くに

においても、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を政策
せいさく

として進
すす

めているものの、

障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

や高齢化
こうれいか

を主因
しゅいん

として、近
きん

年
ねん

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用
り よ う

者
しゃ

数
すう

の減少幅
げんしょうはば

は

少なく
すく    

なっている。いまだ約
やく

12万人
まんにん

が入所
にゅうしょ

しているという事実
じ じ つ

は重
おも

たく、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用
り よ う

者
しゃ

をゼロ
ぜ ろ

にすることは相当
そうとう

な時間
じ か ん

を経
へ

ても困難
こんなん

であるとする意見
い け ん

もあっ

た。 

 

〇 一方
いっぽう

で、20年
ねん

後
ご

の目標
もくひょう

を、「入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に頼
たよ

るような障
しょう

がい福祉
ふ く し

からの脱却
だっきゃく

」と

いった強い
つ よ  

表現
ひょうげん

にすべきという意見
い け ん

もあった。「施設
し せ つ

と地域
ち い き

は対立
たいりつ

しない」、「二
に

者
しゃ

択一
たくいつ

ではない」という理念
り ね ん

の下
もと

、地域
ち い き

のサービス
さ ー び す

をだんだん増
ふ

やしていけば、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用
り よ う

者
しゃ

数
すう

が減
へ

っていくという想定
そうてい

で、訪問
ほうもん

系
けい

・日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

のサ
さ

ー
ー

ビス
び す

を制度
せ い ど

発足
ほっそく

時
じ

から大幅
おおはば

に整備
せ い び

してきたが、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用
り よ う

者
しゃ

数
すう

はそれほど減少
げんしょう

していな

い。 

 

〇 歴史
れ き し

的
てき

な経緯
け い い

はあるにせよ、旧来
きゅうらい

の保護
ほ ご

収容型
しゅうようがた

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、構造的
こうぞうてき

に障
しょう

が

い者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を阻む
はば  

ものだという認識
にんしき

を強く
つよ  

持たない
も    

と、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の役割
やくわり

・機能
き の う

の転換
てんかん

はうまく進まず
すす    

、規模
き ぼ

の縮 小
しゅくしょう

も実現
じつげん

できずに地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

も進
すす

んでいかな

い状態
じょうたい

が続
つづ

くのではないか、と懸念
け ね ん

する意見
い け ん

もあった。 

 

  〇 また、7 か所
しょ

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

のうち、新
あたら

しい津久井
つ く い

やまゆり園
えん

と芹
せり

が谷
や

やまゆり園
えん

は、

60名
めい

程度
て い ど

の定員
ていいん

規模
き ぼ

に縮 小
しゅくしょう

し、全個室化
ぜ ん こ し つ か

とした上
うえ

で、ユニットケア
ゆ に っ と け あ

にも取
と

り組
く

み

始
はじ

め、今後
こ ん ご

、通過型
つうかがた

施設
し せ つ

への機能
き の う

の転換
てんかん

も期待
き た い

されるところである。他
た

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

は、前述
ぜんじゅつ

の役割
やくわり

の転換
てんかん

に向
む

けたプロセス
ぷ ろ せ す

の設計
せっけい

はこれからであるが、外部
が い ぶ

の事業所
じぎょうしょ

に出向く
で む く

日中
にっちゅう

活動
かつどう

の提供
ていきょう

という方法
ほうほう

だけではなく、居住
きょじゅう

サービス
さ ー び す

を「外出
そ と だ

し」し、

本体
ほんたい

施設
し せ つ

は、民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

のノウハウ
の う は う

も活用
かつよう

し、魅力的
みりょくてき

な就労
しゅうろう

の場
ば

、日中
にっちゅう

活動
かつどう

、余暇
よ か
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活動
かつどう

等
など

を提供
ていきょう

できるようにし、利用者
りようしゃ

は本体
ほんたい

施設
し せ つ

の外
そと

の住
す

まいから通
かよ

えるようにす

るという方法
ほうほう

も検討
けんとう

すべきである。 

 

（県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

） 

〇 折
おり

しも、本年
ほんねん

（令和
れ い わ

４年
ねん

）３月
がつ

、県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

における利用者
りようしゃ

支援
し え ん

外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

が設置
せ っ ち

された。これは、令和
れ い わ

元年
がんねん

７月
がつ

に発生
はっせい

した骨折
こっせつ

事案
じ あ ん

における再調査
さいちょうさ

を

進
すす

める中
なか

で、別
べつ

の不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

に関
かん

する情報
じょうほう

を把握
は あ く

したことから、徹底的
てっていてき

に調査
ちょうさ

を

行
おこな

うためのものである。 

 

〇 これまで、県
けん

は、中井
な か い

やまゆり園
えん

の支援
し え ん

改善
かいぜん

に向
む

け、外部
が い ぶ

有識者
ゆうしきしゃ

による「中井
な か い

や

まゆり園
えん

の当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチーム
ぷ ろ じ ぇ く と ち ー む

」を設置
せ っ ち

し、検討
けんとう

を行
おこな

ってき

たが、プロジェクト
ぷ ろ じ ぇ く と

を進
すす

めていく中
なか

で、骨折
こっせつ

事案
じ あ ん

に関
かん

する職員
しょくいん

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

を実施
じ っ し

し

たところ、別
べつ

の不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

に関
かん

する情報
じょうほう

を把握
は あ く

した。このため、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が

他
ほか

にもないか確認
かくにん

するため、同園
どうえん

の職員
しょくいん

等
とう

を対象
たいしょう

に匿名
とくめい

アンケート
あ ん け ー と

を実施
じ っ し

したと

ころ、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

に関
かん

する情報
じょうほう

が複数
ふくすう

把握
は あ く

された。こうしたことから、その把握
は あ く

した情報
じょうほう

を徹底的
てっていてき

に調査
ちょうさ

するため、同改革
どうかいかく

プロジェクトチーム
ぷ ろ じ ぇ く と ち ー む

の構成員
こうせいいん

による外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

が新
あら

たに設置
せ っ ち

されたのである。 

 

  〇 中井
な か い

やまゆり園
えん

における不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

に関
かん

する報道
ほうどう

をきっかけにした対応
たいおう

につい

ては、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

においても言及
げんきゅう

したところである。本件
ほんけん

に関
かん

して

は、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

としても、早期
そ う き

の真相
しんそう

の解明
かいめい

を期待
き た い

するとともに、入所者
にゅうしょしゃ

に対
たい

す

る適切
てきせつ

な支援
し え ん

の確保
か く ほ

及び
お よ  

支援者の就労
しゅうろう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を望
のぞ

むものである。 
 

 

１）障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 11 条
だい   じょう

に基づき
も と づ き

策定
さくてい

される「政府
せ い ふ

が講
こう

ずる障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の最も
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

Ｈ Ｐ
ホームページ

）であ

り、現行
げんこう

の第
だい

４次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

は平成
へいせい

30(2018)年度
ね ん ど

からの５年間
ねんかん

とされている。 

２）神奈川
か な が わ

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の入所者数
にゅうしょしゃすう

は平成
へいせい

22年度
ね ん ど

実績
じっせき

で 3,915人
にん

（86か所
か し ょ

）、同じく
お な   

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

入居者数
にゅうきょしゃすう

は 5,136

人
にん

（362 か所
しょ

）である。 

３）平
へい

成
せい

22年
ねん

８月
  がつ

31日
にち

の障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

（第６回
だい  かい

）では、「他
ほか

のものとの平等
びょうどう

や自己
じ こ

実現
じつげん

のた

めには、いのちを守る
ま も  

ことが平等
びょうどう

の基本
き ほ ん

基盤
き ば ん

であり、権利
け ん り

条約
じょうやく

第 10 条
だい   じょう

には、生命
せいめい

に対する
たい    

権利
け ん り

を規定
き て い

している。重
じゅう

症児
しょうじ

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

は、この権利
け ん り

を守る
ま も  

ために契約
けいやく

で選択
せんたく

したものである。入 所 中
にゅうしょちゅう

の生活
せいかつ

支援
し え ん

方法
ほうほう

が問題
もんだい

であるというの

であれば、そのあり方
かた

を改善
かいぜん

すればよいのであり、命
いのち

を守る
ま も  

ための必須
ひ っ す

な選択肢
せんたくし

である施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

を全面的
ぜんめんてき

に否定
ひ て い

して

はならないので、地域
ち い き

移行
い こ う

の法定化
ほうていか

をするとしても、施設
し せ つ

は、選択肢
せんたくし

として残
のこ

すべきである」との意見
い け ん

がある一方
いっぽう

、「ど

んなに障害
しょうがい

が重くて
おも    

も、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受けて
う    

地域
ち い き

で当たり前
あ   ま え

に自立
じ り つ

して暮らせる
く    

ように、資源
し げ ん

を整備
せ い び

することが課題
か だ い

。

必要
ひつよう

とされる入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

があるなら、目的
もくてき

と期限
き げ ん

を明確
めいかく

にする。居住
きょじゅう

サービス
さ ー び す

のあり方
    かた

が一変
いっぺん

したら、現行
げんこう

の施設
し せ つ

から

の移行
い こ う

を法定化
ほうていか

して進
すす

められることになる。これには国
くに

も自治体
じ ち た い

も、財政的
ざいせいてき

な保障
ほしょう

を確立
かくりつ

していくことが前提
ぜんてい

となる。

わが国
くに

では、多く
おお  

の障害者
しょうがいしゃ

が施設
し せ つ

や病院
びょういん

での暮らし
く   

を余儀なく
よ ぎ   

されてきた歴史
れ き し

があり、いまなおこの重要
じゅうよう

な課題
か だ い

を

残
のこ

している」とする意見
い け ん

などがみられた。 

４）県
けん

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dn6/r5_shiteikanri_bosyu.html）において、さがみ

緑風
りょくふう

園
えん

、芹
せり

が谷
や

やまゆり園
えん

、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

及び
およ  

三浦
み う ら

しらとり園
えん

の指定
し て い

管理者
かんりしゃ

（令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

9年度
ね ん ど

）の募集
ぼしゅう

要項
ようこう

が公開
こうかい

されている。 

５）木
きの

下
した

真
まこと

「知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の施設
し せ つ

をめぐって」N H K
えぬえちけー

福祉
ふ く し

情報
じょうほう

サイトハートネット
さ い と は ー と ね っ と

、2020 などを参考
さんこう

とした 
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４ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の徹底
てってい

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

① 本人
ほんにん

活動
かつどう

の推進
すいしん

、政策
せいさく

決定
けってい

過程
か て い

への参加
さ ん か

 

 

 ア 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 「本人
ほんにん

活動
かつどう

」とは、障
しょう

がい者
しゃ

同士
ど う し

が様々
さまざま

な自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

を行
おこな

うグループ
ぐ る ー ぷ

を中心
ちゅうしん

とした活動
かつどう

である。我
わ

が国
くに

では、特
とく

に知的
ち て き

障
しょう

がいをもつ当事者
とうじしゃ

たちの自主的
じしゅてき

活動
かつどう

を

指
さ

してこの用語
よ う ご

を使
つか

っている。基本的
きほんてき

にはあくまでも当事者
とうじしゃ

が運営
うんえい

の中心
ちゅうしん

を担
にな

って

いるが、活動
かつどう

を進
すす

めていくためには支援者
しえんしゃ

の存在
そんざい

が不可欠
ふ か け つ

で、親
おや

の会
かい

や行政
ぎょうせい

機関
き か ん

、

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などがバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

している場合
ば あ い

もある。 

 

〇 我
わ

が国
くに

の本人
ほんにん

活動
かつどう

のグループ
ぐ る ー ぷ

の数
かず

は、2005年
ねん

（平成
へいせい

17年
ねん

）の全日本手
ぜんにっぽんて

をつなぐ

育成会
いくせいかい

（当時
と う じ

）の調査
ちょうさ

によると全国
ぜんこく

で 239団体
だんたい

である。グループ
ぐ る ー ぷ

の構成員
こうせいいん

は、10人
にん

前後
ぜ ん ご

のところが多
おお

いが、数人
すうにん

から数十人
すうじゅうにん

まで様々
さまざま

である。親
おや

の会
かい

のバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

か

ら生
う

まれたもの、行政
ぎょうせい

・社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などの支援
し え ん

を受
う

けているもの、カナダ
か な だ

を

発祥地
はっしょうち

とする世界
せ か い

組織
そ し き

であるピープルファースト
ぴ ー ぷ る ふ ぁ ー す と

の流
なが

れを組
く

むもの、など性格
せいかく

が異
こと

なるグループ
ぐ る ー ぷ

が混在
こんざい

している。上記
じょうき

の調査
ちょうさ

を最後
さ い ご

に本人
ほんにん

活動
かつどう

についての本格的
ほんかくてき

な

実態
じったい

調査
ちょうさ

は行
おこな

われていない。 

 

〇 神奈川
か な が わ

の本人
ほんにん

活動
かつどう

のグループ数
ぐ る ー ぷ す う

は、上記
じょうき

の調査
ちょうさ

で15団体
だんたい

である。本
ほん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

の

当事者
とうじしゃ

委員
い い ん

が所属
しょぞく

する本人
ほんにん

活動
かつどう

グループ
ぐ る ー ぷ

は、「ピープルファースト
ぴ ー ぷ る ふ ぁ ー す と

横浜
よこはま

」、「ブルース
ぶ る ー す

カイクラブ
か い く ら ぶ

」、「にじいろでGO
ご ー

!」である。本格的
ほんかくてき

な調査
ちょうさ

が途切
と ぎ

れたままで実態
じったい

が把握
は あ く

されておらず、各
かく

グループ
ぐ る ー ぷ

がつながる機会
き か い

がないので県内
けんない

の本人
ほんにん

活動
かつどう

グループ
ぐ る ー ぷ

の

ネットワーク
ね っ と わ ー く

組織化
そ し き か

が当事者
とうじしゃ

の間
あいだ

で議論
ぎ ろ ん

されている。 

 

〇 本人
ほんにん

活動
かつどう

の具体的
ぐたいてき

な活動
かつどう

内容
ないよう

は、当初
とうしょ

はカラオケ
か ら お け

、外出
がいしゅつ

、ボウリング
ぼ う り ん ぐ

などのレク
れ く

レーション
れ ー し ょ ん

活動
かつどう

が主軸
しゅじく

であったが、近年
きんねん

は当事者
とうじしゃ

の権利
け ん り

意識
い し き

が急速
きゅうそく

に高
たか

まり、

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

制度
せ い ど

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

、自分
じ ぶ ん

たちの住
す

む場所
ば し ょ

をどう選
えら

ぶか、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

などについての勉強会
べんきょうかい

・学習会
がくしゅうかい

も盛
さか

んに行
おこな

われるようになっ

ている。 

 

  〇 本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

において本人
ほんにん

活動
かつどう

の実際
じっさい

について、当事者
とうじしゃ

委員
い い ん

から次
つぎ

のように紹介
しょうかい

があった。 

［本人
ほんにん

活動
かつどう

の会
かい

でやっていること］ 

・ 同
おな

じ仲間
な か ま

と障
しょう

がい者
しゃ

のことをよく知
し

っている人
ひと

や関係
かんけい

する人
ひと

たちと一緒
いっしょ

にな
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って話
はな

し合
あ

いを行
おこな

う 

・ 全国
ぜんこく

大会
たいかい

への参加
さ ん か

 

・ いろんな仲間
な か ま

たちと交流
こうりゅう

や情報
じょうほう

交換
こうかん

ができる場所
ば し ょ

になっている 

・ 自分
じ ぶ ん

たちに関係
かんけい

する福祉
ふ く し

の制度
せ い ど

について勉強
べんきょう

している 

   ［良
よ

かったこと］ 

・ いろいろな人
ひと

たちと話
はな

し合
あ

いを行
おこな

うことが楽
たの

しい 

・ 学校
がっこう

を卒業
そつぎょう

したら友
とも

だちができなかったけど本人
ほんにん

活動
かつどう

の会
かい

をやったら友
とも

だち

ができていろんな体験
たいけん

できることが良
よ

かった 

［大変
たいへん

なこと］ 

・ いろんな同
おな

じ仲間
な か ま

と友
とも

だちができたけど時々
ときどき

トラブル
と ら ぶ る

に巻
ま

き込
こ

まれることが

あるので辛
つら

い 

［まとめ］ 

・ 本人
ほんにん

活動
かつどう

の会
かい

をやっていて今
いま

までは一人
ひ と り

でいろんなことを悩
なや

むことがあるけ

ど仲間
な か ま

がいるだけで力
ちから

になる。人
ひと

に優
やさ

しくなれる 

 

〇 また、近年
きんねん

注目
ちゅうもく

されているピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

とは、一般
いっぱん

に同じ
おな  

課題
か だ い

や環境
かんきょう

を体験
たいけん

する

人
ひと

が、その体験
たいけん

から来る
く  

感情
かんじょう

を共有
きょうゆう

することで専門
せんもん

職
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

を得られる
え    

ことを言
い

い、歴史的
れきしてき

には、身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

による自立
じ り つ

生活
せいかつ

運動
うんどう

により始
はじ

まり、後
あと

に、知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいの分野
ぶ ん や

にも広
ひろ

がって、今日
き ょ う

、

広く
ひろ  

定着
ていちゃく

し始めて
  はじ    

いる。 

 

〇 近年
きんねん

の動向
どうこう

をみると、国
くに

の社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

が平成
へいせい

27年
ねん

に取
と

りまとめた、

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

施行
し こ う

３年後
ね ん ご

の見直
み な お

しについて」1 において、「地域
ち い き

移行
い こ う

や地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

に有効
ゆうこう

なピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

について、その質
しつ

を確保
か く ほ

するため、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

を

担
にな

う人材
じんざい

を養成
ようせい

する研修
けんしゅう

を含
ふく

め、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うべき」とされ、平成
へいせい

28年
ねん

成立
せいりつ

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

の附帯
ふ た い

決議
け つ ぎ

においても、「ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の活用
かつよう

等
とう

の取組
とりくみ

を

一層
いっそう

推進
すいしん

すること」とされた。 

国
くに

は、厚生
こうせい

労働
ろうどう

科学
か が く

研究
けんきゅう

等
など

における検討
けんとう

を踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の養成
ようせい

や管理者
かんりしゃ

等
など

がピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

への配慮
はいりょ

や活用
かつよう

方法
ほうほう

を 習
しゅう

得
とく

する「障害者
しょうがいしゃ

ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

」を創設
そうせつ

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業費
じぎょうひ

等
など

補助
ほ じ ょ

金
きん

の補助
ほ じ ょ

対象
たいしょう

とした。 

 

〇 県
けん

では、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

移行
い こ う

･地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

において、精神障
せいしんしょう

がいの当事者
とうじしゃ

であるピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

を養成
ようせい

し、長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を促進
そくしん

するための

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

による精神科
せいしんか

病院
びょういん

への訪問
ほうもん

活動
かつどう

等
など

を支援
し え ん

している。ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

は平成
へいせい

30年度
ね ん ど

に 47人
にん

、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

に 49人
にん

、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に 51人
にん

が登
とう

録
ろく

しており、

入院
にゅういん

患者
かんじゃ

や病院
びょういん

職員
しょくいん

を対象
たいしょう

とした地域
ち い き

生活
せいかつ

の体験談
たいけんだん

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うとと
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もに退院
たいいん

意欲
い よ く

を喚
かん

起
き

し、退院
たいいん

したい意向
い こ う

を示
しめ

した患者
かんじゃ

の個別
こ べ つ

支援
し え ん

を行
おこな

っている。 

 

〇 また、神奈川県
か な が わ け ん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

は、地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

により県内
けんない

の当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

や広域的
こういきてき

なボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

、市町村域
しちょうそんいき

の福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

からなるネットワーク
ね っ と わ ー く

を組織
そ し き

し、地域
ち い き

の課題
か だ い

解決
かいけつ

やいきいきとした地域
ち い き

づくりに取
と

り組む
く  

活動
かつどう

に必要
ひつよう

な費用
ひ よ う

の

一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

している。 

 

〇 こうしたピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の活動
かつどう

の推進
すいしん

のための課題
か だ い

としては、平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

に国
くに

が

まとめた「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

状 況
じょうきょう

等
など

調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

」2によると、「活用
かつよう

資金
し き ん

の不足
ふ そ く

」

（回答
かいとう

件数
けんすう

72件
けん

のうち９件
けん

）や「ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

活動
かつどう

の幅
はば

の拡大
かくだい

」（同
どう

８件
けん

）、

「ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

活動
かつどう

従事者
じゅうじしゃ

の孤立化
こ り つ か

」（同
どう

６件
けん

）、「活躍
かつやく

する場
ば

の不足
ふ そ く

」（同
どう

６件
けん

）が

比較的
ひかくてき

多
おお

かった。 

 

〇 加
くわ

えて、当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

の活動
かつどう

の課題
か だ い

を調査
ちょうさ

した例
れい

として、平成
へいせい

28年度
ね ん ど

に「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

の活動
かつどう

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

に関
かん

する調査
ちょうさ

報告書
ほうこくしょ

」3 がとりまとめられており、

「運営
うんえい

で苦労
く ろ う

している点
てん

」の回答
かいとう

では「利用者
りようしゃ

の対人
たいじん

関係
かんけい

」、「スタッフ
す た っ ふ

の確保
か く ほ

」、「運営
うんえい

資金
し き ん

」の割合
わりあい

が大
おお

きかった。 

 

 

 イ 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（本人
ほんにん

活動
かつどう

の重要性
じゅうようせい

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

） 

〇 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の新
あたら

しい障
しょう

がい福祉
ふ く し

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が生活
せいかつ

の困難さ
こんなん  

にぶつかった

時
とき

に、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を得
え

ながら、本人
ほんにん

が中心
ちゅうしん

となってその課題
か だ い

を解
かい

決
けつ

していくことを

旨
むね

とすべきである。県
けん

は、そうした本人
ほんにん

を中心
ちゅうしん

とした活動
かつどう

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

える仕組
し く

みを構築
こうちく

するために、本人
ほんにん

活動
かつどう

の重要性
じゅうようせい

について、広
ひろ

く県民
けんみん

に周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

していく

べきである。 

 

（当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

の活性化
かっせいか

） 

〇 地域
ち い き

生活
せいかつ

で生
しょう

じる様々
さまざま

な生活
せいかつ

課題
か だ い

を抱
かか

えていて、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

の交友
こうゆう

関係
かんけい

を持
も

てない人
ひと

がいるとの指摘
し て き

がある。県
けん

は、当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

が支
ささ

え合
あ

う活動
かつどう

を活性化
かっせいか

させ

る観点
かんてん

から、当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

のつながりや居場所
い ば し ょ

を作
つく

っている当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

等
など

の活動
かつどう

事例
じ れ い

を、広
ひろ

く紹
しょう

介
かい

すべきである。 

 

（当事者
とうじしゃ

の役割
やくわり

の拡充
かくじゅう

）  

 〇 県
けん

が実施
じ っ し

する障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

関係
かんけい

の研修
けんしゅう

について、受講者
じゅこうしゃ

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

が
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い福祉
ふ く し

についての理解
り か い

を深
ふか

めるため、研修
けんしゅう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

には、当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を聞
き

いたり、

当事者
とうじしゃ

にグループワーク
ぐ る ー ぷ わ ー く

に参加
さ ん か

してもらうことなどを取
と

り入
い

れるべきである。また、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の研修
けんしゅう

において、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

も含
ふく

め、当事者
とうじしゃ

に登壇
とうだん

してもらうなど、当事者
とうじしゃ

の話
はなし

を聞
き

く機会
き か い

などを増
ふ

やすべきである。 

 

〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
など

を進めて
すす    

いくに当
あ

たっては、当事者
とうじしゃ

が関
かか

わることが

重要
じゅうよう

であり、県
けん

が設置
せ っ ち

する、 障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関連
かんれん

する各種
かくしゅ

調査
ちょうさ

検討
けんとう

委員会
いいんかい

や自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に、当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

を必須
ひ っ す

とし、既
すで

に導入
どうにゅう

している場合
ば あ い

には、さらなる拡大
かくだい

を検討
けんとう

すべきである。 

 

 

（分
わ

かりやすい情報
じょうほう

提供
ていきょう

の配慮
はいりょ

） 

〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

から、県
けん

が設置
せ っ ち

する各種
かくしゅ

検討
けんとう

会議
か い ぎ

の報告書
ほうこくしょ

等
とう

の資料
しりょう

は、難
むずか

しくて

理解
り か い

しにくい、との声
こえ

が多
おお

い。県
けん

は、こうした報告書
ほうこくしょ

等
とう

の取
と

りまとめに当
あ

たっては、

当事者
とうじしゃ

に目
め

を通
とお

してもらって意見
い け ん

を聞
き

き、難
むずか

しい単語
た ん ご

や言
い

い回
まわ

しを使
つか

わずに、でき

る限
かぎ

り優
やさ

しい文章
ぶんしょう

にするとともに、イラスト
い ら す と

や図
ず

、写真
しゃしん

、映像
えいぞう

なども使
つか

う工夫
く ふ う

が必要
ひつよう

である。また、理解
り か い

しやすい簡易版
かんいばん

を作成
さくせい

するなど、情報
じょうほう

提供
ていきょう

の方法
ほうほう

について配慮
はいりょ

すべきである。 

 

（企業
きぎょう

活動
かつどう

への参画
さんかく

） 

〇 企業者
きぎょうしゃ

の 商 業
しょうぎょう

サービス
さ ー び す

について、 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が、 障
しょう

がい者
しゃ

の立場
た ち ば

から

チェック
ち ぇ っ く

して意見
い け ん

を出す
だ  

などして、当該
とうがい

商 業
しょうぎょう

サービス
さ ー び す

がより多
おお

くの販売
はんばい

につなが

った事例
じ れ い

がある。県
けん

は、ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

な社会
しゃかい

を目指して
め ざ   

、こうした企業
きぎょう

活動
かつどう

への障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の参画
さんかく

事例
じ れ い

を広
ひろ

く共有
ゆう

し、啓発
けいはつ

すべきである。 
 

（支援者
しえんしゃ

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

） 

〇 本人
ほんにん

（当事者
とうじしゃ

）活動
かつどう

が続
つづ

いていくためには、本人
ほんにん

の主体性
しゅたいせい

を最優先
さいゆうせん

とした上
うえ

で、そ

の活動
かつどう

を適
てき

切
せつ

に支援
し え ん

する人
ひと

の存在
そんざい

も重要
じゅうよう

である。本人
ほんにん

活動
かつどう

として、支援者
しえんしゃ

の

サポート
さ ぽ ー と

を受
う

けながら相談
そうだん

支援
し え ん

計画
けいかく

を作成
さくせい

している事例
じ れ い

もある。県
けん

は、適格
てきかく

な支援者
しえんしゃ

を確保
か く ほ

、養成
ようせい

していく観点
かんてん

から、現
げん

に、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

をサポート
さ ぽ ー と

している支援者
しえんしゃ

の活動
かつどう

実態
じったい

を調査
ちょうさ

、把握
は あ く

することにより、支援
し え ん

の活動
かつどう

を続
つづ

ける上
うえ

での課題
か だ い

を明らか
あき    

に

し、その課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けての取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 
 

（意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

への本人
ほんにん

以外
い が い

の当事者
とうじしゃ

の関与
か ん よ

） 

〇 県
けん

においては、現在
げんざい

、サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

や個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

が、真
しん

に当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

 

で策定
さくてい

されるよう、その策定
さくてい

過程
か て い

について、サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

しようとする当事者
とうじしゃ

及
およ

び
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家族
か ぞ く

を含
ふく

めた多職種
たしょくしゅ

によるチーム
ち ー む

を編成
へんせい

し、本人
ほんにん

の心
こころ

の声
こえ

にしっかり耳
みみ

を傾ける
かたむ   

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の仕組
し く

みを導入
どうにゅう

することとしている。今後
こ ん ご

、県
けん

は、この多職種
たしょくしゅ

チーム
ち ー む

に、できる限
かぎ

り、本人
ほんにん

以外
い が い

の当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

が得
え

られるよう奨励
しょうれい

すべきである。 
 

（ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活躍
かつやく

の機会
き か い

の創出
そうしゅつ

） 

〇 現在
げんざい

、県
けん

は、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

のピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

を養成
ようせい

しているが、その活動
かつどう

範囲
は ん い

は、

精神科
せいしんか

病院
びょういん

の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

が中心
ちゅうしん

とされている。ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活動
かつどう

は、同
おな

じ課題
か だ い

や環境
かんきょう

を体験
たいけん

する人
ひと

が、その体験
たいけん

から来
く

る感情
かんじょう

を共有
きょうゆう

するこ

とで専門
せんもん

職
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

られるものとされて

おり、知的障
ちてきしょう

がいや身体障
しんたいしょう

がいの分野
ぶ ん や

においても必要
ひつよう

な活動
かつどう

であると考
かんが

えられる。 

このため、県
けん

は、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活動
かつどう

範囲
は ん い

についての研究
けんきゅう

・検討
けんとう

を進
すす

めるとと

もに、国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

である「障害者
しょうがいしゃ

ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

」を活用
かつよう

し、ピアサポー
ぴ あ さ ぽ ー

ター
た ー

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の分野
ぶ ん や

全体
ぜんたい

でピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

が活躍
かつやく

で

きる基盤
き ば ん

を作
つく

るべきである。 

 

〇 また、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活動
かつどう

は、現状
げんじょう

では事業所
じぎょうしょ

内部
な い ぶ

での募集
ぼしゅう

などに限
かぎ

られてお

り、多
おお

くの当事者
とうじしゃ

がピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

になることを希望
き ぼ う

しているにも関
かか

わらず、

事業所側
じぎょうしょがわ

がそれに応
おう

じられない 状態
じょうたい

が続
つづ

いているとの指摘
し て き

がある。県
けん

は

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の存在
そんざい

や効果
こ う か

などを事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

して周知
しゅうち

するなどし、

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活躍
かつやく

の機会
き か い

を作
つく

り出
だ

すよう努
つと

めるべきである。 

さらに、県
けん

は、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

を養成
ようせい

した後
ご

も、しっかりとフォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

するこ

ととし、その活動
かつどう

が孤立化
こ り つ か

しないよう、また、よりピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の技術
ぎじゅつ

が向上
こうじょう

する

よう、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

の機会
き か い

やスキルアップ
す き る あ っ ぷ

研修
けんしゅう

の機会
き か い

を設
もう

けるべきで

ある。 

 

（当事者
とうじしゃ

の活動
かつどう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

とその支援
し え ん

） 

〇 「お花見
は な み

やバーベキュー
ば ー べ き ゅ ー

、交流会
こうりゅうかい

といったイベント
い べ ん と

を企画
き か く

し実施
じ っ し

することは大変
たいへん

だが、やってよかったという達成感
たっせいかん

を感
かん

じられる」という意見
い け ん

や、「話
はな

す内容
ないよう

が虐待
ぎゃくたい

や差別
さ べ つ

のことばかりで落
お

ち込
こ

むことや、信頼
しんらい

する職員
しょくいん

が突然
とつぜん

辞
や

めてしまい困
こま

ってし

まい、話
はなし

がうまく進
すす

まないこともある」といった意見
い け ん

があった。 

「当事者
とうじしゃ

の近
ちか

くにいる職員
しょくいん

が、当事者
とうじしゃ

と一緒
いっしょ

に乗
の

り越
こ

えようとする思
おも

いがあれば、

絆
きずな

が深
ふか

まるので、当事者
とうじしゃ

も支援
し え ん

者
しゃ

もお互
たが

い努力
どりょく

して、もがき続
つづ

けることが大切
たいせつ

」、

「施設
し せ つ

で暮
く

らす当事者
とうじしゃ

たちにも、そういう経験
けいけん

ができる機会
き か い

があるとよいと考
かんが

えら

れる」とする意見
い け ん

もあった。 

県
けん

は、当事者
とうじしゃ

が、たくさんの選択肢
せんたくし

と経験
けいけん

を得
え

て、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

られるよう、

当事者
とうじしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

を支援
し え ん

するとともに、そうした活動
かつどう

を支援
し え ん

できる支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

を
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図
はか

るべきである。 

 

（本人
ほんにん

活動
かつどう

への財政
ざいせい

支援
し え ん

） 

〇 本人
ほんにん

活動
かつどう

は、障
しょう

がいのある当事者
とうじしゃ

と支援者
しえんしゃ

が集
あつ

まって活動
かつどう

しているが、活動
かつどう

資金
し き ん

はすべてその参加者
さんかしゃ

たちでお金
かね

を出
だ

し合
あ

っている。そのため、調査
ちょうさ

をするなど活動
かつどう

を

広
ひろ

げていくためのお金
かね

がまったくない状 況
じょうきょう

にある。活動
かつどう

を広
ひろ

げ、活発
かっぱつ

にしていくた

めに、行政
ぎょうせい

からの財政的
ざいせいてき

支援
し え ん

が必要
ひつよう

である。 

 

 

１）社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ 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

施行
し こ う

３年後
ね ん ご

の見直
み な お

しについて～社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

 障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

 報告
ほうこく

書
しょ

～」厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

、2015 

２）みずほ情報
じょうほう

総研
そうけん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

におけるピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

活動
かつどう

状 況
じょうきょう

調査
ちょうさ

」厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

平成
へいせい

27 

年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

状 況
じょうきょう

等
とう

調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

、2016 

３）一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

発達
はったつ

・精神
せいしん

サポートネットワーク
さ ぽ ー と ね っ と わ ー く

「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

の活動
かつどう

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

に関
かん

する調査
ちょうさ

報告書
ほうこくしょ

」

平成
へいせい

28年度
ね ん ど

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

指定
し て い

課題
か だ い

15、2017 
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② 虐待
ぎゃくたい

ゼロ
ぜ ろ

の実現
じつげん

に向
む

けて 

 

ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 障
しょう

がい者に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

は、障
しょう

がい者
しゃ

の尊厳
そんげん

を害
がい

するものであり、重大
じゅうだい

な人権
じんけん

侵害
しんがい

である。平成
へいせい

24年
ねん

10月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

等
など

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（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

）が施行
し こ う

され、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の禁止
き ん し

や虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の体制
たいせい

整備
せ い び

、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

を発見
はっけん

した者
もの

は、市町村
しちょうそん

等
とう

に通報
つうほう

することが義務
ぎ む

づけられた。 

 

〇 また、我
わ

が国
くに

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

」（障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

）批准後
ひじゅんご

、初
はじ

めて策定
さくてい

された国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

４次
じ

）では、条約
じょうやく

の理念
り ね ん

を尊重
そんちょう

し、「差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

」が障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

の一
ひと

つ

に位置
い ち

付
づ

けられた。 

 

〇 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が実施
じ っ し

する障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

に基
もと

づく対応
たいおう

状 況
じょうきょう

調査
ちょうさ

では、養護者
ようごしゃ

虐待
ぎゃくたい

は警察
けいさつ

からの通報
つうほう

の増加
ぞ う か

、施設
し せ つ

従事者
じゅうじしゃ

虐待
ぎゃくたい

は管理者
かんりしゃ

等
など

からの通報
つうほう

の増加
ぞ う か

を

背景
はいけい

に、相談
そうだん

・通報
つうほう

件数
けんすう

が増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあるが、虐待
ぎゃくたい

判断
はんだん

件数
けんすう

は横
よこ

ばいの傾向
けいこう

にある。

虐待
ぎゃくたい

行為
こ う い

の類型
るいけい

は身体的
しんたいてき

虐待
ぎゃくたい

が最
もっと

も多
おお

く、被
ひ

虐待者
ぎゃくたいしゃ

の障
しょう

がい種別
しゅべつ

は知的障
ちてきしょう

がい

が 最
もっと

も多
おお

い。また、被
ひ

虐待者
ぎゃくたいしゃ

の内訳
うちわけ

では、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

５及
およ

び６である人
ひと

、

「行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

が多い傾向
けいこう

にあり、県
けん

においても、同様
どうよう

の傾向
けいこう

が見
み

られる。 

 

〇 また、国
くに

の研究
けんきゅう

等
とう

において、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
など

での虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

するためは、組織
そ し き

マネジメント
ま ね じ め ん と

を考
かんが

える必要
ひつよう

があり、社会人
しゃかいじん

教育
きょういく

を基礎
き そ

とした上
うえ

での職員
しょくいん

のスキル
す き る

養成
ようせい

、理事長
りじちょう

を筆頭
ひっとう

にした管理
か ん り

職
しょく

の公正
こうせい

な姿勢
し せ い

、風
かぜ

通
とお

しの良
よ

い組織
そ し き

風土
ふ う ど

の醸成
じょうせい

等
など

が重要
じゅうよう

である、と指摘
し て き

している。 

 

〇 今日
こんにち

、事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

しては、組織的
そしきてき

な虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

策
さく

として虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

することが求
もと

められる。この場合
ば あ い

、支援
し え ん

現場
げ ん ば

以外
い が い

の職員
しょくいん

や組織外
そしきがい

の第三者性
だいさんしゃせい

のある

委員
い い ん

の参加
さ ん か

による客観性
きゃっかんせい

の確保
か く ほ

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

の心得
こころえ

の作成
さくせい

などにより、事案
じ あ ん

を隠さない
かく      

基本
き ほ ん

原則
げんそく

の確立
かくりつ

がポイント
ぽ い ん と

となる。また、虐待
ぎゃくたい

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

は、

虐待者
ぎゃくたいしゃ

の責任
せきにん

追及
ついきゅう

ではなく、虐待
ぎゃくたい

が起きた環境
かんきょう

要因
よういん

に焦点
しょうてん

を当てた原因
げんいん

分析
ぶんせき

を

行
おこな

い、改善
かいぜん

につなげることが重要
じゅうよう

とされている。 

 

〇 県立
けんりつ

施設
し せ つ

については、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

利用者
りようしゃ

支援
し え ん

検証
けんしょう

委員会
いいんかい

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

）、

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

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

）において、



102 

 

利用者
りようしゃ

支援
し え ん

の内容
ないよう

について検証
けんしょう

が行
おこな

われたが、利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

の確保
か く ほ

を優先
ゆうせん

するこ

とや障
しょう

がい特性
とくせい

等
とう

を理由
り ゆ う

に身体
しんたい

拘束
こうそく

が常態化
じょうたいか

している事案
じ あ ん

が複数
ふくすう

確認
かくにん

され、虐待
ぎゃくたい

が 疑
うたが

われる事例
じ れ い

も確認
かくにん

された。同検討
どうけんとう

部会
ぶ か い

においては、大規模
だ い き ぼ

施設
し せ つ

は構造的
こうぞうてき

に

閉鎖的
へいさてき

、管理的
かんりてき

な運営
うんえい

に陥
おちい

りやすく、様々
さまざま

な課題
か だ い

が発生
はっせい

し易
やす

いことが指摘
し て き

され、

職員
しょくいん

の意識
い し き

改革
かいかく

や組織
そ し き

マネジメント
ま ね じ め ん と

の改革
かいかく

の必要性
ひつようせい

とともに、運営
うんえい

指導
し ど う

する県
けん

につ

いても、正確
せいかく

な知識
ち し き

に乏
とぼ

しい上
うえ

、本来
ほんらい

の役割
やくわり

を果
は

たしておらず、課題
か だ い

があると指摘
し て き

されている。 

 

〇 県
けん

は、検証
けんしょう

委員会
いいんかい

及
およ

び検討
けんとう

部会
ぶ か い

等
など

の指摘
し て き

を踏
ふ

まえ、現在
げんざい

、県立
けんりつ

施設
し せ つ

での身体
しんたい

拘束
こうそく

ゼロ
ぜ ろ

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、一人
ひ と り

ひとりの身体
しんたい

拘束
こうそく

の状 況
じょうきょう

を見直
み な お

すとともに、

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

をホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

で公表
こうひょう

し、「見
み

える化
か

」を図
はか

っている。ま

た、定期
て い き

モニタリング
も に た り ん ぐ

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

、施設
し せ つ

職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

、多職種
たしょくしゅ

での検討
けんとう

・

研究
けんきゅう

する場
ば

の設置
せ っ ち

などを進
すす

めている。 

 

〇 とりわけ、現状
げんじょう

、長時
ちょうじ

間
かん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

の件数
けんすう

が多い
おお  

、県
けん

立
りつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

につい

ては、令和
れ い わ

３年
３ ね ん

２月
がつ

、関係
かんけい

市町村
しちょうそん

に対
たい

し、居室
きょしつ

施錠
せじょう

等
など

の身体
しんたい

拘束
こうそく

の実態
じったい

について

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うとともに、意見
い け ん

交換
こうかん

を実施
じ っ し

し、不適切
ふてきせつ

支援
し え ん

をなくす取組
と り く

みを進
すす

めてきた。しかし、同
どう

園
えん

での不適切
ふてきせつ

支援
し え ん

について新聞
しんぶん

報道
ほうどう

がなされたことをきっか

けに、支援
し え ん

の改善
かいぜん

を加速
か そ く

する取組み
とりく   

が求められ
も と     

、令和
れ い わ

3年
ねん

９月
  がつ

に、外部
が い ぶ

有識者
ゆうしきしゃ

によ

る「県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチーム
ぷ ろ じ ぇ く と ち ー む

」を設置
せ っ ち

し１、

支援
し え ん

内容
ないよう

の改善
かいぜん

の取組み
とりく   

を進める
すす    

態勢
たいせい

を強化
きょうか

している。 

 

〇 また、県
けん

は、令和
れ い わ

３年
ねん

５月
がつ

、市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

担当者
たんとうしゃ

会議
か い ぎ

を開
かい

催
さい

し、市町村
しちょうそん

の虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

についての情報
じょうほう

交換
こうかん

の機会
き か い

を設
もう

けている。この会議
か い ぎ

において、虐待
ぎゃくたい

を疑
うたが

われる案件
あんけん

の取扱
とりあつか

いについて、「相談
そうだん

・通報
つうほう

をきっかけに、

より良
よ

い支援
し え ん

につなげ、身体
しんたい

拘束
こうそく

を行
おこな

わずに支援
し え ん

する方法
ほうほう

を一緒
いっしょ

に検討
けんとう

していけ

るとよい」、「身体
しんたい

拘束
こうそく

の３要件
ようけん

の見解
けんかい

について、市町村
しちょうそん

ごとに見解
けんかい

が異
こと

なるのはよ

くない」、「これを虐待
ぎゃくたい

と認定
にんてい

すると、重度
じゅうど

の人
ひと

を県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

で受
う

けても

らえなくなるといった懸念
け ね ん

がある」、「市町村
しちょうそん

の統一的
いつてき

な対応
たいおう

を県
けん

が示
しめ

すべき」とい

った意見
い け ん

が挙
あ

げられた。こうした意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、今後
こ ん ご

、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と県
けん

が共通
きょうつう

の認識
にんしき

を持
も

つための「虐待
ぎゃくたい

調査
ちょうさ

認定
にんてい

ガイドライン
が い ど ら い ん

」（仮称
かしょう

）を作成
さくせい

していくことと

している。 

 

〇 さらに、県
けん

は、年
ねん

に１回
かい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

をはじめ広
ひろ

く県民
けんみん

に対
たい

し、虐待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

や

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関する意識
い し き

啓発
けいはつ

のための講演会
こうえんかい

を実施
じ っ し

している。加
くわ

えて、

平
へい

成
せい

23年度
ね ん ど

から、障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

の研修会
けんしゅうかい

を、市町村
しちょうそん

担当
たんとう
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職員
しょくいん

、施設
し せ つ

設置者
せっちしゃ

・管理者
かんりしゃ

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

マネージャー
ま ね ー じ ゃ ー

に分
わ

けて実施
じ っ し

しており、合計
ごうけい

で毎年度
まいねんど

100名
めい

程度
て い ど

の受講
じゅこう

がある。平成
へいせい

28年度
ね ん ど

からは、研修
けんしゅう

修 了 者
しゅうりょうしゃ

が地域
ち い き

や

施設
し せ つ

にどのように還元
かんげん

しているかを確認
かくにん

するために、受講
じゅこう

要件
ようけん

に伝達
でんたつ

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

することを加
くわ

え、伝達
でんたつ

研修
けんしゅう

実施後
じ っ し ご

の報告
ほうこく

を求
もと

めることとした。 

 

 

 イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

 （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

等
など

の周知
しゅうち

） 

〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の中
なか

には、虐待
ぎゃくたい

されたのか、セクハラ
せ く は ら

されたのか、いじめられた

のか区別
く べ つ

ができない人
ひと

もいるが、まず、本人
ほんにん

が虐待
ぎゃくたい

等
など

をされたことに気
き

づくことが

大切
たいせつ

である。障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

に対
たい

しても、虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

の研修
けんしゅう

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

で

ある。事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

に対
たい

して、基本的
きほんてき

な「権利
け ん り

」や「虐待
ぎゃくたい

」とは何
なに

か

を知
し

ってもらうための研修
けんしゅう

や、 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

と支援者
しえんしゃ

等
など

がお互
たが

いに話
はな

し合
あ

える

環境
かんきょう

を整
ととの

えることとし、県
けん

は、その実現
じつげん

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 また、県
けん

は、県民
けんみん

等
など

に対
たい

して、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

の周知
しゅうち

、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

についての啓発
けいはつ

、障
しょう

がいや障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する正
ただ

しい理解
り か い

の普及
ふきゅう

について強化
きょうか

を図
はか

るべきである。 

 

〇 「入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
など

での虐待
ぎゃくたい

報道
ほうどう

には不安
ふ あ ん

しか覚
おぼ

えない。いつ自分
じ ぶ ん

が虐待
ぎゃくたい

を受
う

けるか

分
わ

からないという不安
ふ あ ん

を抱
かか

えながら暮
く

らしている人もいる」、「虐待
ぎゃくたい

という言葉
こ と ば

は多
おお

くの人
ひと

に不安
ふ あ ん

を与
あた

えていることを知
し

ってもらいたい」との意見
い け ん

があった。県
けん

は、県民
けんみん

に対して、施設
し せ つ

で暮
く

らしている当事者
とうじしゃ

から話
はなし

を聞
き

く場
ば

を設
もう

け、身体
しんたい

拘束
こうそく

廃止
は い し

に向
む

け

て、一人
ひ と り

ひとりに何
なに

ができるのか等
など

を考
かんが

える機会
き か い

を提供
きょう

する必要
ひつよう

がある。 

 

（当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

の徹底
てってい

） 

〇 「身体
しんたい

拘束
こうそく

をされ、一生
いっしょう

自由
じ ゆ う

を奪
うば

われていく環境
かんきょう

があることを知
し

った。自分
じ ぶ ん

の

気
き

持
も

ちを伝
つた

えて、分
わ

かり合えない
あ    

結果
け っ か

、身体
しんたい

拘束
こうそく

されてしまうことに大
おお

きな不安
ふ あ ん

が

ある」、「望
のぞ

む暮
く

らしや、目指
め ざ

したいことを上手
じょうず

に言
い

えないときもあり、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

は悩
なや

みもがきながら暮
く

らしているときもある。そんなときに話
はなし

を聞
き

き、一緒
いっしょ

に悩
なや

み

もがいてくれる存在
そんざい

が必要
ひつよう

である」とする意見
い け ん

があった。支援者
しえんしゃ

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

一人
ひ と り

ひとりの目線
め せ ん

に立
た

って、その人
ひと

の人生
じんせい

や思
おも

いを想像
そうぞう

する力
ちから

を磨
みが

くことが大切
たいせつ

で

あり、当事者
とうじしゃ

の話
はなし

をしっかりと聞
き

き、様々
さまざま

な活動
かつどう

等
など

を通して、お互
たが

いの信頼
しんらい

関係
かんけい

を

積み重
つ み か さ

ねていくべきである。 
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〇 法令
ほうれい

等
とう

に基
もと

づいた手続
て つ づ

きを経
へ

てやむを得
え

ず身体
しんたい

拘束
こうそく

等
など

を行
おこな

った場合
ば あ い

でも、支援者
しえんしゃ

は、身体
しんたい

拘束
こうそく

はその人
ひと

の自由
じ ゆ う

を奪
うば

う行為
こ う い

であることを忘
わす

れず、常
つね

に支援
し え ん

内容
ないよう

を検
けん

証
しょう

しなければならない。身体
しんたい

拘束
こうそく

に頼
たよ

らない支援
し え ん

を検討し、その人
ひと

らしく生
い

き生
い

きと

暮
く

らすことができるよう、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の幸
しあわ

せを追求
ついきゅう

していくことに対
たい

して責任
せきにん

を果
は

たすべきである 

 

（意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

との関係
かんけい

） 

〇 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の観点
かんてん

から、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が適
てき

切
せつ

に行
おこな

われることが重要
じゅうよう

である。意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の考
かんが

え方
かた

や取組
と り く

みを着実
ちゃくじつ

に県下
け ん か

に広
ひろ

げていくために、県
けん

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
など

に

普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うとともに、しっかりとした推進
すいしん

体制
たいせい

を構築
こうちく

するべきである。また、

県
けん

は、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、必要
ひつよう

な実践的
じっせんてき

な研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

すべきで

ある。 

 

〇 県
けん

は、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の普及
ふきゅう

について、まずは、支援者
しえんしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

に陥
おちい

りがちな

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から取
と

り組
く

むこととしている。意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

は、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の基礎
き そ

となるこ

とから、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

以外
い が い

の事業所
じぎょうしょ

も主体的
しゅたいてき

に意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいくこととし、

県
けん

は、その実現
じつげん

に向けてサポート
さ ぽ ー と

すべきである。 

 

（支援
し え ん

の質の向上
こうじょう

に向
む

けた取組
と り く

み） 

〇 権利
け ん り

の主体者
しゅたいしゃ

である福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

利者用
りようしゃ

の人権
じんけん

を守り
まも  

、絶
た

えず質
しつ

の高
たか

いサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

に努める
つと    

ことが、虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

につながる。事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

の

ために、管理者
かんりしゃ

、中堅
ちゅうけん

職員
しょくいん

、新規
し ん き

採用
さいよう

職員
しょくいん

など、それぞれの役職
やくしょく

や階層
かいそう

、経験
けいけん

年数
ねんすう

やスキル
す き る

に応
おう

じた研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

を図
はか

るべきである。また、単独
たんどく

で研修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

することが難
むずか

しい小規模
しょうきぼ

な法人
ほうじん

などの場合
ば あ い

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

制度
せ い ど

２など

も活用
かつよう

し、法人
ほうじん

等
とう

の枠
わく

を超
こ

えて連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

して実施
じ っ し

できるよう努
つと

めることとし、

県
けん

は、その実現
じつげん

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

するためには、身体
しんたい

拘束
こうそく

に頼
たよ

らない支援
し え ん

を確立
かくりつ

していくことが重要
じゅうよう

である。行動障
こうどうしょう

がいのある人
ひと

など、一人
ひ と り

ひとりの状態像
じょうたいぞう

が異
こと

なることから、身体
しんたい

拘束
こうそく

を行
おこな

わない支援
し え ん

の方法
ほうほう

を組
く

み立
た

てるには、適切
てきせつ

にアセスメント
あ せ す め ん と

を行
おこな

うことが

必要
ひつよう

である。 

事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、管理者
かんりしゃ

、支援者
しえんしゃ

、各種
かくしゅ

専門
せんもん

職
しょく

が参加
さ ん か

し、本人
ほんにん

の好きなこと、得意
と く い

な

こと、苦手
に が て

なことなどに注目
ちゅうもく

しながら、きめ細
こま

かな分析が 行
おこな

われるよう、

アセスメント
あ せ す め ん と

の手法
しゅほう

の確立
かくりつ

及
およ

び向上を目指
め ざ

すことが重要
じゅうよう

であり、県
けん

は、その実現
じつげん

に

向けた
む   

支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 
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〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

は障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

、あるいは支援
し え ん

の現場
げ ん ば

を変えて
か   

いく力
ちから

を持
も

っ

ている。事業所
じぎょうしょ

等
など

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

に支援
し え ん

内容
ないよう

を直接
ちょくせつ

見て
み  

もらい、職員
しょくいん

との意見
い け ん

交換
こうかん

を行う
おこな 

などにより、職員
しょくいん

の意識
い し き

改革
かいかく

や支援
し え ん

の改善
かいぜん

に取り組
と  く

むべきである。 

 

（虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

のための具体的
ぐたいてき

な手法
しゅほう

） 

〇 不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が虐待
ぎゃくたい

につながることを防
ふせ

ぐためには、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

を侵害
がい

す 

る小さな
ちい    

出来事
で き ご と

やヒヤリハット
ひ や り は っ と

事例
じ れ い

を素早
す ば や

く把握
は あ く

し、職員間
しょくいんかん

で共有
きょうゆう

することが

重要
じゅうよう

である。事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、支援
し え ん

内容
ないよう

について職員間
しょくいんかん

で迅速
じんそく

かつ緊密
きんみつ

に情報
じょうほう

交換
こうかん

で

きる環境
かんきょう

を整
ととの

えるとともに、ヒヤリハット
ひ や り は っ と

事例
じ れ い

の分析
ぶんせき

と再発
さいはつ

防止
ぼ う し

を行
おこな

い、日
ひ

ごろ

から、適切
てきせつ

な支援
し え ん

につなげる仕組
し く

みづくりに取
と

り組
く

むこととし、県
けん

は、その実現
じつげん

に

向けた
む   

支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

において、事
じ

業者
ぎょうしゃ

団体
だんたい

の取組み
と り く  

として、ヒヤリハット
ひ や り は っ と

とは異
こと

なり、

日々
ひ び

の支援
し え ん

の場
ば

で支援者
しえんしゃ

が思わず
おも    

「ニッコリ
に っ こ り

」と笑顔
え が お

になった出来事
で き ご と

や、「ほっ」と

心
こころ

が温まる
あたた    

瞬間
しゅんかん

がを「にこりほっと」として共有
きょうゆう

し、支援
し え ん

される人
ひと

のプラス
ぷ ら す

の

面
めん

に着目
ちゃくもく

することで、今
いま

まで気付かなかった
き づ      

新た
あ ら  

な一面
いちめん

が見える
み   

という報告
ほうこく

３もな

された。こうした取組み
と り く  

も広
ひろ

げていくべきである。 

 

〇 県立
けんりつ

施設
し せ つ

を含
ふく

む事業所
じぎょうしょ

等
など

は、支援
し え ん

内容
ないよう

や取組
とりくみ

事例
じ れ い

等
など

について積極的
せっきょくてき

に情報
じょうほう

発信
はっしん

し、第三者
だいさんしゃ

から支援
し え ん

を評価
ひょうか

される、支援
し え ん

の「見
み

える化
か

」を図
はか

る取組
と り く

みを進
すす

めること

とし、県
けん

は、その取組
と り く

みが円滑
えんかつ

に進む
す す  

よう支援
し え ん

を行う
おこな  

べきである。 

 

〇 虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

は、事業所
じぎょうしょ

等
とう

における組織的
そしきてき

な取組
と り く

みが重要
じゅうよう

である。研修
けんしゅう

計画
けいかく

の策定
さくてい

、

職員
しょくいん

のストレスマネジメント
す と れ す ま ね じ め ん と

、苦情
くじょう

解決
かいけつ

、チェックリスト
ち ぇ っ く り す と

の集計
しゅうけい

・分析
ぶんせき

と防止
ぼ う し

の取
とり

組み
く み

、事故
じ こ

対応
たいおう

の総括
そうかつ

、他施設
し せ つ

との連携
れんけい

等
など

の役割
やくわり

を担
にな

う虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

等
など

、

必要
ひつよう

な体制
たいせい

整備
せ い び

が求められる。虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

は、これを設置
せ っ ち

しただけでは十分
じゅうぶん

ではなく、いかに機能
き の う

させるかが重要
じゅうよう

である。こうしたことから、事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、外部
が い ぶ

の視点
し て ん

として、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

、家族会
かぞくかい

等
など

の代表者
だいひょうしゃ

、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

、外部
が い ぶ

コンサル
こ ん さ る

タント
た ん と

、他
た

法人
ほうじん

の虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員
い い ん

等
など

を積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

するよう取組
と り く

むこととし、県
けん

は、

その取組
と り く

みが着実
ちゃくじつ

に進む
す す  

よう支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

また、事業所
じぎょうしょ

等
とう

が、単独
たんどく

での虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

することが難
むずか

しい場合
ば あ い

、近隣
きんりん

の事業者
ぎょうしゃ

等
など

と連携
れんけい

して設置
せ っ ち

し、報告
ほうこく

や事例
じ れ い

検討
けんとう

等
など

を行
おこな

うこととし、県
けん

は、その実現
じつげん

に向
む

けた支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

〇 虐待
ぎゃくたい

が発生
はっせい

してからの対応
たいおう

よりも、虐待
ぎゃくたい

を未然
み ぜ ん

に防止
ぼ う し

することが最
もっと

も重要
じゅうよう

で

ある。虐待
ぎゃくたい

行為
こ う い

が軽微
け い び

な段階
だんかい

で適切
てきせつ

に通報
つうほう

することができれば、被害
ひ が い

は最小限
さいしょうげん

で
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留
とど

められる。事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、虐待
ぎゃくたい

や疑わしい
うたが     

事例
じ れ い

が生
しょう

じた場合
ば あ い

、虐待
ぎゃくたい

として通報
つうほう

す

るかしないかを判断
はんだん

するのではなく、自分
じ ぶ ん

たちの組織
そ し き

を変えて
か   

いく機会
き か い

と捉
とら

え、ま

ず相談
そうだん

・通報
つうほう

し、行政
ぎょうせい

の事実
じ じ つ

確認
かくにん

を踏
ふ

まえ、事業所
じぎょうしょ

等
とう

の設置
せ っ ち

・運営
うんえい

の責任者
せきにんしゃ

として、

虐待
ぎゃくたい

発生
はっせい

の経緯
け い い

と原因
げんいん

を分析
ぶんせき

・検証
けんしょう

し、再発
さいはつ

防止
ぼ う し

策
さく

を検討
けんとう

することが当然
とうぜん

のこと

として行
おこな

われなければならない。県
けん

は、事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

する集団
しゅうだん

指導
し ど う

など様々
さまざま

な場
ば

を活用
かつよう

して、このような虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

や権利
け ん り

擁護
よ う ご

の取組
と り く

みを周知
しゅうち

・徹底
てってい

するべきである。 

 

 （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

を減
へ

らす取組
と り く

み） 

〇 県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

の不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

について、県立
けんりつ

施設
し せ つ

がどういう状態
じょうたい

になって

いるか、実際
じっさい

にそこで暮らして
く    

いる当事者
とうじしゃ

はどのように過
す

ごしているのかというこ

とを、外部
が い ぶ

から見る
み  

人
ひと

がほとんどいない状態
じょうたい

になっていることが、一番
いちばん

の問題
もんだい

であ

る。県
けん

は、市町村
しちょうそん

や相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

はもちろんのこと、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

や第三者
だいさんしゃ

など

が積極的
せっきょくてき

に出入り
で い  

できる環境
かんきょう

を作
つく

るべきである。 

 

  〇 県立
けんりつ

施設
し せ つ

は、これまで重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

に対応
たいおう

するためとして、民間
みんかん

施設
し せ つ

よりも職
しょく

員数
いんすう

を多
おお

く配置
は い ち

するといった「手厚
て あ つ

い」体制
たいせい

を取
と

ってきた。県
けん

は、そのような体制
たいせい

の中
なか

で身体
しんたい

拘束
こうそく

が行
おこな

われている実態
じったい

を把握
は あ く

し、支援
し え ん

内容
ないよう

について振
ふ

り返
かえ

る必要
ひつよう

があ

る。加えて県は、当事者
とうじしゃ

一人
ひ と り

ひとりの人生
じんせい

や暮らし方
く ら し か た

について、当事者
とうじしゃ

の願
ねが

いや思
おも

いに耳
みみ

を傾
かたむ

けながら一緒
いっしょ

に考
かんが

えていくという、職員
しょくいん

の意識
い し き

改革
かいかく

を行
おこな

うべきであ

る。 

 

〇 県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

の不適切
ふてきせつ

支援
し え ん

の改善
かいぜん

については、本来
ほんらい

は、園
えん

自
みずか

らが主導
しゅどう

して

しっかりと進
すす

めるべきものである。また、県立
けんりつ

施設
し せ つ

であることから、県
けん

本庁
ほんちょう

も、支援
し え ん

の現場
げ ん ば

でどういう状 況
じょうきょう

が起
お

きているのかということを把握
は あ く

すべきである。県
けん

は、

これまでの本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

での議論
ぎ ろ ん

も踏
ふ

まえ、速
すみ

やかに、身体
しんたい

拘束
こうそく

をされている利用者
りようしゃ

の暮
く

らしの改善
かいぜん

に着手
ちゃくしゅ

すべきである。 

 

（行政
ぎょうせい

の対応
たいおう

の底上
そ こ あ

げ） 

〇 行政
ぎょうせい

は、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

から事故
じ こ

報告書
ほうこくしょ

が提
てい

出
しゅつ

さ

れた場合
ば あ い

は、その内容
ないよう

が虐待
ぎゃくたい

に当
あ

たらないかという視点
し て ん

を忘れ
わ す  

ずに対応
たいおう

するととも

に、特別
とくべつ

監査
か ん さ

による虐待
ぎゃくたい

認定
にんてい

に基
もと

づく指導
し ど う

、処分
しょぶん

にとどまらず、事
じ

業者
ぎょうしゃ

を

コンサルテーション
こ ん さ る て ー し ょ ん

に結
むす

び付ける
つ   

など、改善
かいぜん

に向けた
む   

サポート
さ ぽ ー と

を行
おこな

うべきである。 

また、行政
ぎょうせい

は、県立
けんりつ

施設
し せ つ

を含む
ふく  

事業所
じぎょうしょ

同士
ど う し

が意見
い け ん

交換
こうかん

する場
ば

を設置
せ っ ち

し、身体
しんたい

拘束
こうそく

の状 況
じょうきょう

把握
は あ く

や身体
しんたい

拘束
こうそく

に頼らない
たよ      

支援
し え ん

等
など

を検討
けんとう

することも必要
ひつよう

である。 
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〇 市町村
しちょうそん

が虐待
ぎゃくたい

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

を受けた
う   

際
さい

、当該
とうがい

市町村
しちょうそん

が適
てき

切
せつ

に対応
たいおう

できるよ

う、県
けん

は、令和
れ い わ

３年度中
ねんどちゅう

に「虐待
ぎゃくたい

調査
ちょうさ

認定
にんてい

ガイドライン
が い ど ら い ん

」（仮称
かしょう

）を作成
さくせい

する予定
よ て い

で

あるが、県
けん

は、定期的
ていきてき

に市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

担当者
たんとうしゃ

会議
か い ぎ

を開
かい

催
さい

し、

虐待
ぎゃくたい

等
など

不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

の事案
じ あ ん

についての事例
じ れ い

検討
けんとう

、身体
しんたい

拘束
こうそく

に頼
たよ

らない支援
し え ん

など好事
こ う じ

例
れい

の共有
きょうゆう

などを行
おこな

い、市町村
しちょうそん

の虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関する
かん    

知見
ち け ん

の蓄積
ちくせき

を支援
し え ん

するとともに、

同
どう

ガイドライン
が い ど ら い ん

について、最新
さいしん

の情報
じょうほう

が登載
とうさい

されるよう、随時
ず い じ

、改定
かいてい

を行
おこな

うべき

である。 

 

〇 行政
ぎょうせい

や相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

等
など

は、積極的
せっきょくてき

に施設
し せ つ

を訪問
ほうもん

し、身体
しんたい

拘束
こうそく

をされている障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の話
はなし

を聞き
き  

、本人
ほんにん

の気持ち
き も  

や現状
げんじょう

を理解
り か い

する必要
ひつよう

がある。その上
うえ

で、

身
しん

体
たい

拘束に頼らない
た よ     

支援
し え ん

や今後
こ ん ご

の暮らし方
く    か た

について関係者
かんけいしゃ

と意見
い け ん

交換
こうかん

を行
おこな

うべき

である。話
はな

し合
あ

った結果
け っ か

を、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

やサービス
さ ー び す

管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

はサービス
さ ー び す

等
とう

利
り

用
よう

計画
けいかく

や個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

に着実
ちゃくじつ

に反映
はんえい

させ、市町村
しちょうそん

は計画
けいかく

に反映
はんえい

されているか確認
かくにん

し

ていく必要
ひつよう

がある。 

 

 

１）令和
れ い わ

3年
ねん

9月
がつ

27日
にち

に同チーム
ど う ち ー む

が立ち上げ
た  あ  

られ、個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに検討
けんとう

を行い
おこな 

、改革
かいかく

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を作成
さくせい

することとして

いる（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dn6/prs/r9560675.html）。県
けん

は、同チーム
ど う ち ー む

において、骨折
こっせつ

事案
じ あ ん

におけ

る再調査
さいちょうさ

を進める
すす    

中
なか

で、別
べつ

の不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

に関する
かん    

情報
じょうほう

を把握
は あ く

したことから、徹底的
てっていてき

に調査
ちょうさ

を行
おこな

うために、令和
れ い わ

４年
ねん

３月
がつ

３日
み っ か

、外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

することとした（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dn6/prs/n220303.html）。 

２）令和
れ い わ

２年
  ねん

６月
  がつ

公布
こ う ふ

の「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

のための社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

等
とう

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」に基づき
も と づ き

、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

か

ら施行
し こ う

される「社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

等
とう

が社員
しゃいん

となり、福祉
ふ く し

サービス事
さ ー び す じ

業者間
ぎょうしゃかん

の連携
れんけい

・協働
きょうどう

を図
はか

るための取組
とりくみ

等
とう

を行う
おこな  

新
あら

たな

法人
ほうじん

制度
せ い ど

」（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

H P
ホームページ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html）） 

３）「さぽーと 知的
ち て き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

研究
けんきゅう

〈
「

特集
とくしゅう

〉ヒヤリハット
ひ や り は っ と

からにこりほっとへ」日本
に ほ ん

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

、2020 など

に詳
くわ

しい。 

 

 


