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③ 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 

 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

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

」の批准
ひじゅん

に向けて
む   

国
こく

内法
ないほう

を整備
せ い び

する中
なか

で、「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

」（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）の

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の規定
き て い

（第
だい

一
いち

条
じょう

の二
に

関係
かんけい

）に、障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

が、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

される旨
むね

が盛
も

り込まれるとともに、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

の設置者
せっちしゃ

の責務
せ き む

規定
き て い

（第
だい

四十二
よんじゅうに

条
じょう

関係
かんけい

）に、障
しょう

がい者
しゃ

の意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

に配慮
はいりょ

するよう努
つと

める旨
むね

が盛
も

り込
こ

まれた。 

 

〇 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

は、平成
へいせい

29年
ねん

３月
がつ

に｢障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

等
とう

にあたっての意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドライン
が い ど ら い ん

」１を策定
さくてい

し、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が障
しょう

がい者
しゃ

の意思
い し

を尊重
そんちょう

した質
しつ

の高
たか

いサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

に資
し

するための意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の枠組
わ く ぐ

みを示
しめ

した。 

そこでは、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

について、「 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

を抱える
かか    

障害者
しょうがいしゃ

が、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

に関
かん

して自
みずか

らの意思
い し

が反映
はんえい

された生活
せいかつ

を送
おく

ること

ができるよう、可能
か の う

な限り
かぎ  

本人
ほんにん

が自ら
みずか  

意思
い し

決定
けってい

できるよう支援
し え ん

し、本人
ほんにん

の意思
い し

の

確認
かくにん

や意思
い し

及
およ

び選好
せんこう

を推定
すいてい

し、支援
し え ん

を尽
つ

くしても本人
ほんにん

の意思
い し

及
およ

び選好
せんこう

の推定
すいてい

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

には、最後
さ い ご

の手段
しゅだん

として本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

を検討
けんとう

するために事
じ

業者
ぎょうしゃ

の職員
しょくいん

が行
おこな

う支援
し え ん

の行為
こ う い

及
およ

び仕組
し く

み」と定義
て い ぎ

している。 

 

〇 このガイドライン
が い ど ら い ん

によると、日頃
ひ ご ろ

から本人
ほんにん

の生活
せいかつ

に関
かかわ

わる事業所
じぎょうしょ

等
とう

の職員
しょくいん

が

場面
ば め ん

に応
おう

じて即応的
そうおうてき

に行
おこな

う直接
ちょくせつ

支援
し え ん

のすべてに意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の要素
よ う そ

が含
ふくま

まれて

いるとしており、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な場面
ば め ん

は、大
おお

きく、日常
にちじょう

生活
せいかつ

における場面
ば め ん

と

社会
しゃかい

生活
せいかつ

における場面
ば め ん

に分
わ

けられるとしている。 

  また、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の枠組
わ く ぐ

みとしては、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

責任者
せきにんしゃ

を配置
は い ち

の上、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

会議
か い ぎ

を開
かい

催
さい

し、意思
い し

決定
けってい

の結果
け っ か

を反映
はんえい

した意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

計画
けいかく

、すなわち、

サービス
さ ー び す

等
など

利用
り よ う

計画
けいかく

及
およ

び個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

を策定
さくてい

して実際
じっさい

にサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

を 行
おこな

い、

モニタリング
も に た り ん ぐ

、評価
ひょうか

・見直
み な お

しを行
おこな

っていく。こうして、日頃
ひ ご ろ

から本人
ほんにん

の生活
せいかつ

に関
かかわ

わる事業所
じぎょうしょ

等
とう

の職員
しょくいん

が、すべての生活
せいかつ

場面
ば め ん

の中
なか

で意思
い し

決定
けってい

に配慮
はいりょ

しながらサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

を行うものである旨
むね

、解説
かいせつ

している。 

 

〇 なお、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

によりガイドライン
が い ど ら い ん

が示
しめ

されるより以前
い ぜ ん

に、一部
い ち ぶ

地域
ち い き

では、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の具体的
ぐたいてき

な手法
しゅほう

について議論
ぎ ろ ん

が進
すす

められた例
れい

もある。例
たと

えば、福島県
ふくしまけん

知的
ち て き

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

では、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の定義
て い ぎ

・概念
がいねん

が不明確
ふめいかく

な状態
じょうたい

であっても、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
など

で実質的
じっしつてき

に日常
にちじょう

の生活
せいかつ

や活動
かつどう

の中
なか

で「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」を既
すで

に実践
じっせん

している実態
じったい

が
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あることから、失敗
しっぱい

実例
じつれい

も含
ふく

めて 92件
けん

（当初
とうしょ

）の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実例
じつれい

をまとめ、特徴
とくちょう

や共通点
きょうつうてん

を分析
ぶんせき

している。それによると、本人
ほんにん

主体
しゅたい

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

がなされている

所
ところ

に人権
じんけん

侵害
しんがい

つまり虐待
ぎゃくたい

はないという結果
け っ か

だった。すなわち、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

＝人権
じんけん

擁護
よ う ご

である、としている２。 

  また、この実例集
じつれいしゅう

では、「「 障
しょう

がい者
しゃ

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」と問
と

うと、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

の関係者
かんけいしゃ

であれば、大半
たいはん

が「以前
い ぜ ん

から取
と

り組
く

んでおり、日々
ひ び

実践
じっせん

し

ている」と答
こた

えるであろう。確
たし

かに、重
おも

い知的障
ちてきしょう

がいの人
ひと

などに対
たい

して、日常的
にちじょうてき

に

意思
い し

決定
けってい

の配慮
はいりょ

が行
おこな

われていると思
おも

われるが、そこで実施
じ っ し

されている「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」を明文化
めいぶんか

することは容易
よ う い

ではない」旨
むね

解説
かいせつ

されている。 

 

〇 他方
た ほ う

、優
すぐ

れた実践
じっせん

を行
おこな

っているとされる事業所
じぎょうしょ

等
とう

においては、それぞれの考
かんが

え

方や手法
しゅほう

により、適切
てきせつ

に「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」を行
おこな

いながら、全体
ぜんたい

の支援
し え ん

を組
く

み立
た

てて

いると考
かんが

えられる。このような実態
じったい

に照
て

らすと、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

で取
と

り組
く

んでき

た意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

は、利用者
りようしゃ

の望
のぞ

みや願
ねが

いに寄
よ

り添
そ

った適切
てきせつ

な支援
し え ん

が行
おこな

われているか、

支援
し え ん

内容
ないよう

を「可視化
か し か

」する取組
と り く

みであるともいえる。 

 

〇 県
けん

では、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

の翌
よく

年
ねん

（平成
へいせい

29年
ねん

）に策定
さくてい

した「津久井
つ く い

やまゆり

園
えん

再生
さいせい

基本
き ほ ん

構想
こうそう

」３に基
もと

づき、「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりには、それぞれ

尊重
そんちょう

されるべき意思
い し

がある」ことを前提
ぜんてい

に、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

のガイドライン
が い ど ら い ん

を踏
ふ

まえ

つつ、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に取
と

り組
く

んできた。 

その特色
とくしょく

は、①利用者
りようしゃ

ごとに、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

、支援員
しえんいん

、市町村
しちょうそん

及
およ

び県
けん

の職員
しょくいん

な

どで構成
こうせい

するチーム
ち ー む

を置
お

く、②支援
し え ん

の客観性
きゃっかんてき

、専門性
せんもんせい

を確保
か く ほ

するため、弁護士
べ ん ご し

、有識
ゆうしき

者
しゃ

等
とう

の助言
じょげん

を得
え

る、③すべての利用
り よ う

者
しゃ

のアセスメント
あ せ す め ん と

を実施
じ っ し

するとともに、本人
ほんにん

・

家族
か ぞ く

が加
くわ

わり、チーム
ち ー む

で情報
じょうほう

を共
きょう

有
ゆう

し、定期的
ていきてき

に意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

計画
けいかく

（サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

・個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

）のモニタリング
も に た り ん ぐ

を行
おこな

う、こととされている。この取組
と り く

み

により、本人
ほんにん

の願
ねが

いや希望
き ぼ う

に沿
そ

ったサービス
さ ー び す

等
など

利用
り よ う

計画
けいかく

と個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

を策定
さくてい

し、

本人
ほんにん

の望
のぞ

む暮
く

らしの実現
じつげん

を目指
め ざ

したサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

に取り組
と  く

むこととしている。 

 

〇 県
けん

は、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

における意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みの成果
せ い か

は次
つぎ

のとおりとし

ている。 

① 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

利用者
りようしゃ

の生活
せいかつ

の場
ば

の選択
せんたく

ができたこと 

② 本人
ほんにん

の意思
い し

を尊重
そんちょう

し、本人
ほんにん

の可能性
かのうせい

を引
ひ

き出
だ

すアプローチ
あ ぷ ろ ー ち

により笑顔
え が お

や意思
い し

の表 出
ひょうしゅつ

が増
ふ

えるなど、本人
ほんにん

自身
じ し ん

の変化
へ ん か

が見
み

られたこと 

③ 支援者側
しえんしゃがわ

に当事
と う じ

者
しゃ

目線
め せ ん

の考
かんが

え方
かた

が浸透
しんとう

し、身体
しんたい

拘束
こうそく

や居室
きょしつ

施錠
せじょう

が減
へ

ったこと 

④ 利用者
りようしゃ

の嗜好
し こ う

が分
わ

かり、いろいろな支援
し え ん

を試
こころ

みるようになるなど、支援
し え ん

の質
しつ

が向上
こうじょう

したこと 
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〇 しかしながら、①再整備
さいせいび

する新
あらた

たな二
ふた

つの施設
し せ つ

が完成
かんせい

するまでに、住
す

む場所
ば し ょ

を決
き

める必要
ひつよう

があるという特別
とくべつ

な事情
じじょう

から、「居住
きょじゅう

の場
ば

」の選択
せんたく

についての意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が優先
ゆうせん

されたこと、②コロナ
こ ろ な

禍
か

で、十分
じゅうぶん

な体験
たいけん

や見学
けんがく

ができなかったこと、などの

課題
か だ い

が認識
にんしき

されており、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、引
ひ

き続
つづ

き、事件
じ け ん

当時
と う じ

入所
にゅうしょ

されていた利用者
りようしゃ

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を実施
じ っ し

していくこととしている。  

 

〇 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

利用者
りようしゃ

で、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

への入居
にゅうきょ

も含
ふく

めて地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

し

た人の数
かず

は少
すく

なく（令和
れ い わ

3年
ねん

2月
がつ

時点
じ て ん

で８名
めい

）、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の

ゴール
ご ー る

とするならば、うまくいかなかったのではないか、という見方
み か た

がある。 

 

〇 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

に本人
ほんにん

の意思
い し

で入所
にゅうしょ

した人は誰
だれ

一人
ひ と り

としていないことを考
かんが

え

ると、地域
ち い き

での生活
せいかつ

をどのように考
かんが

えてもらうか、その機会
き か い

をしっかりと作
つく

ること

が必要
ひつよう

である。本人
ほんにん

が言
い

わなかった、分
わ

からなかった、できなかったということを

理由
り ゆ う

に、その機会
き か い

が避
さ

けられてきたのであれば、その意思
い し

決定
けってい

の過程
か て い

には課題
か だ い

があ

ると言
い

わざるを得
え

ず、今後
こ ん ご

の取組
と り く

みが注目
ちゅうもく

される。 

 

〇 また、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

における意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みにより、身体
しんたい

拘束
こうそく

がなく

なったということであれば、一
ひと

つの成果
せ い か

であると考
かんが

えられるが、他
ほか

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

では

いまだ身体
しんたい

拘束
こうそく

が続
つづ

いており、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

も含
ふく

めて支援
し え ん

の改善
かいぜん

がこれからという

ことであれば、その取組
と り く

みの姿勢
し せ い

は謙虚
けんきょ

であるべきとの指摘
し て き

もある。 

 

〇 令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

の「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

」報告
ほうこく

書
しょ

では、「今後
こ ん ご

、県下
け ん か

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
など

において、既
すで

に入所
にゅうしょ

している人
ひと

はもと

より、新
あら

たに入所
にゅうしょ

する人
ひと

についても、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を実践
じっせん

していくことが重要
じゅうよう

」

とされたことも踏
ふ

まえ、県
けん

としては、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

において取
と

り組
く

んできた意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を県下
け ん か

の事業所
じぎょうしょ

等
とう

に展開
てんかい

する予定
よ て い

としている。 

 

〇 今年度
こんねんど

（令和３年度
ね ん ど

）、県
けん

は、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

での取組
と り く

みを基
もと

に、県内
けんない

の４事業所
じぎょうしょ

でモデル
も で る

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

しており、県
けん

所管域
しょかんいき

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を対象
たいしょう

にした実態
じったい

調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

するとともに、事業所
じぎょうしょ

等
とう

の職員
しょくいん

を対象
たいしょう

とした意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に関
かん

する研修
けんしゅう

を行
おこな

い、

さらには、各事業所
かくじぎょうしょ

等
とう

において、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みが進
すす

められるよう、「かなが

わ版
ばん

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドライン
が い ど ら い ん

（試行版
しこうばん

）」（仮称
かしょう

）を作成
さくせい

することとしている。 
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イ 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の普及
ふきゅう

） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の自己
じ こ

選択
せんたく

、自己
じ こ

決定
けってい

の尊重
そんちょう

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

の基本
き ほ ん

とな

るものであり、県
けん

は、引
ひ

き続
つづ

き、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の重要性
じゅうようせい

について、事業所
じぎょうしょ

等
とう

に普及
ふきゅう

・

啓発
けいはつ

を行
おこな

うとともに、どのようにすれば、適切
てきせつ

な意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を行
おこな

うことができ

るのか、懇切
こんせつ

丁寧
ていねい

に助言
じょげん

・指導
し ど う

を行
おこな

うことが重要
じゅうよう

である。そうした取組
と り く

みを重
かさ

ね、

行政
ぎょうせい

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、20年後
ね ん ご

、必要
ひつよう

な人
ひと

全
すべ

てに意思
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

とを目指
め ざ

すべきである。 

 

〇 神奈川
か な が わ

においては、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

を通
つう

じて、権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する研修
けんしゅう

及
およ

び

人材
じんざい

の育成
いくせい

も含
ふく

め、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の考
かんが

え方
かた

が徐々
じょじょ

に根
ね

づいてきた。このことは、す

べての個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

について、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の観点
かんてん

からどうなっているかを

チェック
ち ぇ っ く

していくことができる好機
こ う き

であると捉
とら

える必要
ひつよう

がある。 

 

（学齢前
がくれいまえ

からの意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の重要性
じゅうようせい

） 

〇 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が有効
ゆうこう

に機能
き の う

していく観点
かんてん

から、子
こ

どもの育
そだ

ちの中
なか

での経験
けいけん

、体験
たいけん

は非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

であって、そうした経験
けいけん

と体験
たいけん

が意思
い し

を表 出
ひょうしゅつ

していくことにつなが

っていく。本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の議論
ぎ ろ ん

においては、「小学校
しょうがっこう

２年
ねん

の時
とき

に、字
じ

が書
か

けなかっ

たため、「普通
ふ つ う

の学校
がっこう

より他
ほか

の学校
がっこう

に行
い

った方
ほう

がいいよ」と母
はは

から言
い

われたことが

非常
ひじょう

にショック
し ょ っ く

だったが、思
おも

い返
かえ

すと、その時
とき

から母
はは

は障
しょう

がいを感
かん

じて悩
なや

んでいた

んだと思
おも

う」という意見
い け ん

があった。 

子
こ

どもの頃
ころ

から自己
じ こ

決定
けってい

が尊重
そんちょう

された育
そだ

ちができるよう、家族
か ぞ く

を含めた
ふく    

養育者
よういくしゃ

を、

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で支
ささ

えていくという視点
し て ん

から障
しょう

がい福祉
ふ く し

等
とう

の施策
し さ く

を展開
てんかい

していくことが

重要
じゅうよう

であり、その取組
と り く

みの素地
そ じ

を作
つく

る観点
かんてん

から、行政
ぎょうせい

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、障
しょう

がいの

ある人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

（意思
い し

決定
けってい

）の大切
たいせつ

さを、すべての県民
けんみん

が共有
きょうゆう

できるよう、理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

めるべきである。 

 

〇 また、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、「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」に人
ひと

の支援
し え ん

について、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

することが必要
ひつよう

である。 

 

〇 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

において、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のガイドライン
が い ど ら い ん

を策定
さくてい

する際
さい

、保育所
ほいくじょ

から小
しょう

学校
がっこう

に進
すす

む時や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

から就労
しゅうろう

に移行
い こ う

する時
とき

などには、とりわけ本人
ほんにん

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が必要
ひつよう

であるが、専門家
せんもんか

としての支援者
しえんしゃ

や学校
がっこう

の先生
せんせい

、家族
か ぞ く

による意思
い し

決定
けってい
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は、本人
ほんにん

にとって「ウザイ
う ざ い

」もので、本当
ほんとう

は友だちの関係
かんけい

の中
なか

における意思
い し

決定
けってい

が

一番
いちばん

だ、という議論
ぎ ろ ん

があったとされる。 

神奈川
か な が わ

においては、施設
し せ つ

のことだけに集 中
しゅうちゅう

せず、学校期
がっこうき

、学齢期
がくれいき

、あるいは、も

っと小
しょう

さい子
こ

どもの時
とき

から意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に取
と

り組
く

み、特
とく

に困難
こんなん

を抱
かか

えている人
ひと

に対
たい

して注 力
ちゅうりょく

すべきである。 

 

（県立
けんりつ

施設
し せ つ

でのモデル
も で る

実施
じ っ し

と横
よこ

展開
てんかい

） 

〇 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

で取
と

り組
く

んできた意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

について、所期
し ょ き

の目的
もくてき

が果
は

たせ

たのか検証
けんしょう

すべき、との本
ほん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

でのこれまで意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、県下
け ん か

の事業所
じぎょうしょ

等
とう

に横
よこ

展開
てんかい

する前
まえ

に、県
けん

は、これまでの実践
じっせん

をしっかりと評価
ひょうか

・検証
けんしょう

する必要
ひつよう

がある。

その上
うえ

で、検証
けんしょう

で確認
かくにん

された課題
か だ い

に対応
たいおう

し、改善
かいぜん

された意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みを、

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

において進
すす

めるべきである。そ

の場合
ば あ い

、民間
みんかん

施設
し せ つ

のモデル
も で る

となるよう、他
ほか

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

が率先
そっせん

して試行
し こ う

すべきである。 

 

〇 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

等
など

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

には、対象
たいしょう

となる利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりに応
おう

じて、個別
こ べ つ

の支援
し え ん

チーム
ち ー む

を設定
せってい

することが有効
ゆうこう

であったことから、今後
こ ん ご

、県
けん

が意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の

取組
と り く

みを各事業所
かくじぎょうしょ

等
とう

に広
ひろ

げていく際
さい

は、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

や市町村
しちょうそん

などの協 力
きょうりょく

を得
え

て、多職種
たしょくしゅ

と連携
れんけい

しながら、チーム
ち ー む

による多様
た よ う

な視点
し て ん

からの取組
と り く

みを基本
き ほ ん

とすべき

である。また、その際
さい

、本人
ほんにん

以外
い が い

の障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

もチーム
ち ー む

に加
くわ

わることができない

か検討
けんとう

すべきである。 

 

〇 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
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、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

するとともに、県
けん

が事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

して一定
いってい

の財政
ざいせい

支援
し え ん

を行
おこな

うことを

検討
けんとう

すべきである。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
じっせん

的
てき

な研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

することも検討
けんとう

すべきである。 

 

（意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を広
ひろ

げていく際
さい

の留意点
りゅういてん

） 

〇 「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

会議
か い ぎ

では、たくさんの支援者
しえんしゃ

の中
なか

で本人
ほんにん

が話
はなし

をすることとされて

おり、想像
そうぞう

すると、緊張
きんちょう

してしまい、頭
あたま

が真
ま

っ白
しろ

になるのではないか」という意見
い け ん

「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の過
か

程
てい

で作
つく

られる紙
かみ

一枚
いちまい

で自分
じ ぶ ん

の人生
じんせい

を決
き

められたくない。私
わたし

の思
おも

いは変
か

わります。変
か

わった時
とき

に話
はなし

を聞
き

いてもらえるのでしょうか？それとも一度
い ち ど

言
い

ってしまったら、それが全
すべ

て自己
じ こ

責任
せきにん

になるのでしょうか？とても不安
ふ あ ん

だ」という

意見
い け ん

もあった。 

今後
こ ん ご

、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みを県下
け ん か

に広
ひろ

げていく際
さい

には、こうした意見
い け ん

に対
たい

して

も十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

し、丁寧
ていねい

な説明
せつめい

を行
おこな

っていくべきである。 
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〇 また、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に取
と

り組
く

み、本人
ほんにん

がどう変化
へ ん か

したかについて、映像
えいぞう

などを使
つか

った記録
き ろ く

にして、色々な当事者
とうじしゃ

や関係者
かんけいしゃ

に見
み

てもらい、客観性
きゃっかんせい

を高
たか

めていくことも

必要
ひつよう

である。 

 

〇 そもそも人
ひと

は悩
なや

む存在
そんざい

である。何
なに

か決定
けってい

した後
あと

も迷
まよ

う。失敗
しっぱい

する人
ひと

もいる、判断
はんだん

を間違
ま ち が

える人
ひと

もいるが、この領域
りょういき

の決定
けってい

は自己
じ こ

責任
せきにん

を追及
ついきゅう

しない決定
けってい

である。「ま

ずかったね」と言
い

って次
つぎ

も続
つづ

けていけば良
よ

く、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の本質
ほんしつ

はゴール
ご ー る

といっ

たものがないということである。意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の過程
か て い

における自己
じ こ

選択
せんたく

、自己
じ こ

決定
けってい

については、間違
ま ち が

ってもいい、失敗
しっぱい

してもいい、またやり直
なお

せばいい、という考
かんが

え

方
かた

をしっかりと広
ひろ

げていくべきである。 

 

〇 支援者
しえんしゃ

が「変
へん

な人
ひと

だから」、「もうどうしようもないので」と諦
あきら

めると「閉
と

じ込
こ

め

るしかない」となって、支援
し え ん

は何
なに

もできなくなる。本人
ほんにん

の意思
い し

があり、本人
ほんにん

が自分
じ ぶ ん

の

ことを自分
じ ぶ ん

で決
き

める過程
か て い

で、自己
じ こ

主張
しゅちょう

がなされたときにどういう支援
し え ん

をするのか。

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

という名
な

のもとに問
と

われている。 

 

 （「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」という言葉
こ と ば

について） 

〇 本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

においては、「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」という言葉
こ と ば

に関
かん

して、様々
さまざま

な意見
い け ん

が述
の

べられた。障
しょう

がい福祉
ふ く し

の分野
ぶ ん や

では、比較的
ひかくてき

近年
きんねん

に用
もち

いられるようになった用語
よ う ご

であ

り、捉
とら

え方
かた

も様々
さまざま

であった。 

「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

という言葉
こ と ば

は支援
し え ん

する側
がわ

の強
つよ

い言葉
こ と ば

に聞
き

こえてしまう」という

意見
い け ん

、「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

という言葉
こ と ば

は、意思
い し

がない、決定
けってい

ができないという考
かんが

えから

生
う

まれた言葉
こ と ば

と感
かん

じる」とする意見
い け ん

、さらに、「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

という言葉
こ と ば

が独
ひと

り歩
ある

き

をしているところがあって、なかなか浸透
しんとう

しきれてない。現場
げ ん ば

でも計画
けいかく

にどう反映
はんえい

したいのかというところが分
わ

からない」という意見
い け ん

もあった。また、（「（第
だい

９回
かい

委員会
いいんかい

で事例
じ れ い

紹介
しょうかい

を行
おこな

った）髙野
た か の

さんにとって、意思
い し

決定
けってい

はなんですか」という質問
しつもん

に

対し
たい  

、高野
た か の

氏
し

からは「（意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

とは、）心
こころ

の声
こえ

に従
したが

うこと」との発言
はつげん

もあっ

た。 

 

〇 「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

というのは、自分
じ ぶ ん

の意思
い し

でいろいろと決
き

めること。そういうこと

からまず説明
せつめい

していかないと難
むずか

しい。噛
か

み砕
くだ

いて言
い

うと、例
たと

えば、野球
やきゅう

でピッチャー
ぴ っ ち ゃ ー

やりたい、キャッチャー
き ゃ っ ち ゃ ー

やりたい、どっちをやりたいのか、そういうのも意思
い し

決定
けってい

になる。私
わたし

はそういうふうに仲間
な か ま

に伝
つた

えている。意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

については、多分
た ぶ ん

そ

ういうことを知
し

らない人
ひと

が多
おお

いし、噛
か

み砕
くだ

いた説明
せつめい

を聞
き

いて、やっと分
わ

かるぐらい

なので、分
わ

かりやすいパンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

を作
つく

ってほしい」という意見
い け ん

もあった。 

このような意見
い け ん

も踏
ふ

まえ、県
けん

は、今後
こ ん ご

、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

に対
たい

し、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に関
かん
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する分
わ

かりやすい情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めるべきである。 

 

〇 もとより、「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」という言葉
こ と ば

を構成
こうせい

する「意思
い し

」、「決定
けってい

」、「支援
し え ん

」のそ

れぞれが分
わ

かりにくい文言
もんごん

であり、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

という言葉
こ と ば

の意味
い み

が非常
ひじょう

に分
わ

かり

にくいものとなっている。そうした中
なか

で、一番
いちばん

の大
おお

きなポイント
ぽ い ん と

は、今
いま

まで本人
ほんにん

の

「思
おも

い」というものを全
まった

く無視
む し

してきた支援
し え ん

環境
かんきょう

を変
か

えるという大
おお

きな動
うご

き、う

ねりとなりつつあることであり、神奈川
か な が わ

での取
と

り組
く

みが全国的
ぜんこくてき

に問
と

われていること

を強
つよ

く意識
い し き

すべきである。 

 

〇 意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

は、普段
ふ だ ん

の衣服
い る い

の選択
せんたく

や、何
なに

を食
た

べたいとか飲
の

みたいとかという

日常
にちじょう

生活
せいかつ

のものから、住
す

むところ、働
はたら

くこと、結婚
けっこん

、多額
た が く

の買
か

い物
もの

など、人生
じんせい

にお

ける重大
じゅうだい

事項
じ こ う

を決
き

めることなど、幅広
はばひろ

い。「自己
じ こ

決定
けってい

」、「自己
じ こ

選択
せんたく

」といった表現
ひょうげん

も含
ふく

めた用語
よ う ご

の議論
ぎ ろ ん

は、そういった支援
し え ん

の範囲
は ん い

の広
ひろ

さも踏
ふ

まえ、利用者
りようしゃ

主体
しゅたい

の支援
し え ん

にとって何
なに

が大事
だ い じ

なのかという視点
し て ん

から丁寧
ていねい

に議論
ぎ ろ ん

していくべきである。 

 

 （意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が目指
め ざ

すもの） 

〇 障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

に対
たい

して、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

での取
とり

組
く

みや意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に関
かん

しての

情報
じょうほう

提供
ていきょう

が十分
じゅうぶん

ではなく、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のゴール
ご ー る

をどう設定
せってい

すべきか不明
ふ め い

である、

あるいは、ゴール
ご ー る

が見
み

えない意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ならばそれはいらないのではないか、と

する意見
い け ん

があった。 

 

〇 「自分
じ ぶ ん

の思
おも

いは揺
ゆ

れています。この思
おも

いが揺
ゆ

れた時
とき

に話
はなし

を聞
き

いてもらいたい。思
おも

いが上手
じょうず

に出
だ

せない仲間
な か ま

たちの声
こえ

を真剣
しんけん

に引
ひ

き出
だ

そうとしてくれる職員
しょくいん

や、継続
けいぞく

し

て関
かかわ

わってくれる職員
しょくいん

が必要
ひつよう

である」「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

という言葉
こ と ば

が良
よ

いとか悪
わる

いと

かでなく、人
ひと

が人
ひと

を思
おも

うということを真剣
しんけん

に考
かんが

えたときに、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

という

言葉
こ と ば

が必要
ひつよう

なくなるんだと思
おも

う」という意見
い け ん

があった。 

 

〇 さらに、本人
ほんにん

（当事
と う じ

者
しゃ

）活動
かつどう

を通
つう

じて、最終的
さいしゅうてき

には、本人
ほんにん

自身
じ し ん

がサービス
さ ー び す

等
など

利用
り よ う

計画
けいかく

を作
つく

ることができて、自分
じ ぶ ん

で決
き

めたサービス
さ ー び す

の利用
り よ う

が毎
まい

月
がつ

できると良
よ

い、それ

が意思
い し

決定
けってい

につながると良
よ

い、自分
じ ぶ ん

の意思
い し

でサービス
さ ー び す

を変
か

えられると良
よ

い、とする

意見
い け ん

もあり、今後
こ ん ご

、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の対象
たいしょう

範囲
は ん い

についても議論
ぎ ろ ん

を深
ふか

めていく必要
ひつよう

があ

る。 

 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

は、必
かなら

ずしも本人
ほんにん

の意思
い し

で入所
にゅうしょ

した人
ひと

ばかりではなく、入所
にゅうしょ

時
じ

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

以外
い が い

の居住
きょじゅう

支援
し え ん

が選択
せんたく

できなかったという家族
か ぞ く

等
など

の事情
じじょう

もあったと

思
おも

われる。事業所
じぎょうしょ

等
とう

が意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいく際
さい

には、このような事情
じじょう

も勘案
かんあん
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しながら丁寧
ていねい

に進
すす

めていくことが重要
じゅうよう

である。 

 

  〇 また、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いの実現
じつげん

には、生活
せいかつ

の範囲
は ん い

を入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に限
かぎ

るのではなく、

施設
し せ つ

外
がい

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を様々
さまざま

体験
たいけん

することにより、地域
ち い き

へ目
め

を向
む

けてもらって生活
せいかつ

の選択
せんたく

の幅
はば

を広
ひろ

げることが肝要
かんよう

である。そうした生活
せいかつ

の広
ひろ

がりを基礎
き そ

に、本人
ほんにん

が地域
ち い き

生活
せいかつ

を望
のぞ

むときには、地域
ち い き

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

が本人
ほんにん

の暮
く

らしを受
う

け止
と

めていくよう、事業所
じぎょうしょ

等
とう

は地域
ち い き

にアプローチ
あ ぷ ろ ー ち

していくことが重要
じゅうよう

である。県
けん

は、こうした考
かんが

えを事業所
じぎょうしょ

等
とう

と共
きょう

有
ゆう

し、地域
ち い き

と関
かか

わりを持
も

ちながら意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みが進
すす

められるよう、

連絡
れんらく

協議体
きょうぎたい

を設
もう

け、情報
じょうほう

共有
きょうゆう

と意見
い け ん

交換
こうかん

の機会
き か い

を設
もう

けるべきである。 

 

 （津久井
つ く い

やまゆり園
えん

での意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の検証
けんしょう

） 

〇 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

における意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みは地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

とセット
せ っ と

で

考
かんが

えていく必要
ひつよう

がある。どれだけ本人
ほんにん

の願
ねが

いが叶
かな

えられたか、あるいはどれだけ

実現
じつげん

できたか、本人
ほんにん

の望
のぞ

む生活
せいかつ

がどこまで実現
じつげん

したかをきちんと評価
ひょうか

していく必要
ひつよう

がある。 

十分
じゅうぶん

に目標
もくひょう

が達成
たっせい

できない場合
ば あ い

であっても、補
おぎな

いながら次
つぎ

に続
つづ

けていくという

ことをやらないと発展
はってん

しない。津久井
つ く い

やまゆり園
えん

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

は、地域
ち い き

生活
せいかつ

への

移行
い こ う

をアウトカム
あ う と か む

（成果
せ い か

）とした場合
ば あ い

、決
けっ

して十分
じゅうぶん

な結果
け っ か

にはなっていないことか

ら、これまでの取組
と り く

みについて、引
ひ

き続
つづ

き検証
けんしょう

していく必要
ひつよう

がある。 

 

〇 重度
じゅうど

の障
しょう

がいの人
ひと

と軽度
け い ど

の障
しょう

がいの人
ひと

は一緒
いっしょ

に活動
かつどう

ができるし、一緒
いっしょ

に支
ささ

えあ

ってグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

で暮
く

らすことも可能
か の う

である。障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

は、行動
こうどう

に障
しょう

がい

があると言
い

われている人
ひと

たちや、うまく言葉
こ と ば

を出
だ

せない人
ひと

たちの良
よ

いところや頑張
が ん ば

るところに、しっかりと目
め

を向
む

け、一緒
いっしょ

に応援
おうえん

して乗
の

り越
こ

えていこうという気持
き も

ち

がある。そういう視点
し て ん

に立
た

って意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に取
と

り組
く

むことが重要
じゅうよう

であり、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

についてはもう一度
い ち ど

、検証
けんしょう

すべきである。 

  なお、県立
けんりつ

施設
し せ つ

においては、これまでの支援
し え ん

内容
ないよう

の検証
けんしょう

において、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が指摘
し て き

されており、そのことと意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のアウトカム
あ う と か む

（成果
せ い か

）の検証
けんしょう

とはきち

んと切
き

り離
はな

して考
かんが

える必要
ひつよう

がある。 

 

〇 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

での意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みにより、身体
しんたい

拘束
こうそく

の解消
かいしょう

や地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

といった、重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

の支援
し え ん

について様々
さまざま

な可能性
かのうせい

が見出
み い だ

せたという

検証
けんしょう

結果
け っ か

であれば、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の重要性
じゅうようせい

が確認
かくにん

できたのであり、これを全県
ぜんけん

に

広
ひろ

げていくという方針
ほうしん

は妥当
だ と う

なものであって、県下
け ん か

に広
ひろ

げていくべきである。 
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（適切
てきせつ

な意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を広
ひろ

げていくための仕組
し く

みづくり） 

〇 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みを広
ひろ

げていくに際
さい

し、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いに反
はん

するような

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が行
おこな

われないよう、県
けん

は、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の観点
かんてん

から、本人
ほんにん

が異議
い ぎ

を申
もう

し立
た

てることのできる、第三者的
だいさんしゃてき

な立場
た ち ば

で仲裁
ちゅうさい

あっせんを行
おこな

う機関
き か ん

を設定
せってい

するととも

に、各事業所
かくじぎょうしょ

等
とう

における意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みについて、客観的
きゃくかんてき

に効果
こ う か

測定
そくてい

を行
おこな

う仕組
し く

みを構築
こうちく

すべきである。 

 

〇 今日
こんにち

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

は、施設
し せ つ

から地域
ち い き

へという大
おお

きな前提
ぜんてい

がある。意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の

取組
と り く

みにより、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

が自ら
みずか  

地域
ち い き

生活
せいかつ

を選択
せんたく

する機会
き か い

を設
もう

けていくこと

は非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

である。県
けん

は、県立
けんりつ

施設
し せ つ

だけにとどまらず、すべての入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

にお

いても意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が実践
じっせん

されるよう注 力
ちゅうりょく

するとともに、在宅
ざいたく

の人
ひと

たちにも広
ひろ

げ

ていくことも視野
し や

に入
い

れて、施策
し さ く

の展開
てんかい

を図
はか

っていく必要
ひつよう

がある。 

 

〇 また、こうした意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みは、事業所
じぎょうしょ

によっては初
はじ

めての取組
と り く

みとな

る可能性
かのうせい

があるため、時間
じ か ん

をかけて丁寧
ていねい

に進
すす

めていく必要
ひつよう

がある一方
いっぽう

、だからとい

って、安易
あ ん い

に先
さき

延
の

ばしにしたり、「できない探
さが

し」を始
はじ

めることなく、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の

支援
し え ん

を推進
すいしん

していくために、できることから実践
じっせん

していくことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

での議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえて、県
けん

としては、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のあり方
かた

について、

次
つぎ

のような課題
か だ い

認識
にんしき

等
など

があるとして、報告
ほうこく

が行
おこな

われた。 

 

・ 一人
ひ と り

ひとりに尊重
そんちょう

されるべき意思
い し

があることを前提
ぜんてい

に、自
みずか

らの意思
い し

が反映
はんえい

さ

れた生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、①心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

け「本人
ほんにん

の望
のぞ

む暮
く

らし」

を一緒
いっしょ

に 考
かんが

えること、②意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

にゴール
ご ー る

はなく、様々
さまざま

な体験
たいけん

等
とう

で

トライアンドエラー
と ら い あ ん ど え ら ー

を繰
く

り返
かえ

しながら継続
けいぞく

して行
おこな

うこと、③支援
し え ん

を受
う

ける当事者
とうじしゃ

だけでなく、支援者
しえんしゃ

や周囲
しゅうい

の人
ひと

たちの喜
よろこ

びにもつながる双方
そうほう

向性
こうせい

を有
ゆう

すること、

を特色
とくしょく

として、他
ほか

の先駆的
せんくてき

な取組
とりくみ

事例
じ れ い

を盛
も

り込
こ

んだ県版
けんばん

ガイドライン
が い ど ら い ん

を作成
さくせい

し、

事
じ

業者
ぎょうしゃ

との対話
た い わ

などを通
つう

じて全県
ぜんけん

に普及
ふきゅう

させることとしたい。 

また「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」という言葉
こ と ば

については、当事者
とうじしゃ

の間
あいだ

でも一定
いってい

程度
て い ど

、定着
ていちゃく

していることから、今後
こ ん ご

、特色
とくしょく

を示
しめ

す部分
ぶ ぶ ん

には、サブタイトル
さ ぶ た い と る

を付
つ

けて表現
ひょうげん

す

ることとしたい。 

 

〇 この「かながわ版
ばん

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドライン
が い ど ら い ん

（試行版
しこうばん

）」（仮称
かしょう

）については、なぜ

今
いま

、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が必要
ひつよう

なのかという視点
し て ん

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

そのものが

目的化
もくてきか

し、その行為
こ う い

を行
おこな

っていればすべてがＯＫ
おーけー

ということではない。また、何
なに

か

会議
か い ぎ

を開
ひら

いて一
ひと

つのことを決
き

めれば終
お

わりではなく、こうだろうというところから
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始
はじ

まって、積
つ

み上
あ

げて、何度
な ん ど

も何度
な ん ど

も積
つ

み上
あ

げて議論
ぎ ろ ん

をしていくということが、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の過
か

程
てい

で重要
じゅうよう

な点
てん

である。意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を行
おこな

うに当
あ

たっては、まずこう

だろうという仮説
か せ つ

からスタート
す た ー と

して、仮説
か せ つ

を実証
じっしょう

していくというプロセス
ぷ ろ せ す

が大事
だ い じ

だ

ということを明示
め い じ

すべきである。 

 

〇 そもそも「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」という用語
よ う ご

は外国
がいこく

では聞
き

かない。本来的
ほんらいてき

には「自己
じ こ

決定
けってい

の支援
し え ん

」のことである。他者
ほかしゃ

に関
かか

わりのない決定
けってい

を本人
ほんにん

が行
おこな

う場合
ば あ い

は、いわば「勝手
か っ て

に」決
き

めれば良い
よ  

ことであるが、一人
ひ と り

で完結
かんけつ

する決定
けってい

ということは稀
まれ

であって、必
かなら

ず周
まわ

りで影響
えいきょう

を受
う

ける人
ひと

がいる。周
まわ

りの支援
し え ん

者
しゃ

等
とう

が影響
えいきょう

を受
う

ける自己
じ こ

決定
けってい

の場合
ば あ い

は、本人
ほんにん

の意思
い し

をどこまで尊重
そんちょう

するかという論点
ろんてん

につながる。 

自己
じ こ

決定
けってい

は、周
まわ

りで影響
えいきょう

を受
う

ける人たちが、その本人
ほんにん

の決定
けってい

をどこまで尊重
そんちょう

で

き、どこまで支援
し え ん

するのか。あるいはどこまで誘導
ゆうどう

するのか、といったことが常
つね

に

関
かか

わってくる。このことが「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」の抱
かか

える難
むずか

しさであり、支援者
しえんしゃ

のセンス
せ ん す

が非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

である。 

 

 

１）「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

等
とう

にあたっての意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドライン
が い ど ら い ん

について」（平成
へいせい

29年
ねん

３月
がつ

31日付
に ち づ

け厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

部長
ぶちょう

通知
つ う ち

） 

２）福島県
ふくしまけん

知的
ち て き

障害
しょうがい

施設
し せ つ

協会
きょうかい

人権
じんけん

・倫理
り ん り

委員会
いいんかい

「私
わたし

の事
こと

はあたりまえに自分
じ ぶ ん

で決
き

めたい。手伝
て つ だ

ってね！！「障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

・事業所
じぎょうしょ

における障
しょう

がいある利用者
りようしゃ

への意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

実例集
じつれいしゅう

」」福島県
ふくしまけん

知的
ち て き

障害
しょうがい

施設
し せ つ

協会
きょうかい

、2016（ v o l
ぼりゅーむ

.6

が令和
れ い わ

3年
ねん

（2021年
ねん

）3月
がつ

に発行
はっこう

されており、実例集
じつれいしゅう

作成
さくせい

にあたり福島
ふくしま

県内
けんない

の施設
し せ つ

・事業所
じぎょうしょ

から寄
よ

せられた意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実例
じつれい

がV e r
ばーじょん

.１から延
の

べ 1159件
けん

集
あつ

まっている。この実例集
じつれいしゅう

作成
さくせい

に当
あ

たっての調査
ちょうさ

目的
もくてき

には、「各事業所
かくじぎょうしょ

の職員
しょくいん

一人
ひ と り

ひとりが、日頃
ひ ご ろ

の支援
し え ん

を振
ふ

り返
かえ

り、実例
じつれい

の作成
さくせい

や実例
じつれい

をスタッフ間
す た っ ふ か ん

で協議
きょうぎ

することにより、今
いま

まで気
き

づかなかった「発見
はっけん

」

や、「改善
かいぜん

策
さく

（統一的
とういつてき

支援
し え ん

等
とう

）」が見出
み い だ

され、それにより、日常的
にちじょうてき

に意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実践
じっせん

が成
な

される人的
じんてき

・物理的
ぶつりてき

環境
かんきょう

がととのいます。この一連
いちれん

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のプロセス
ぷ ろ せ す

こそが虐待
ぎゃくたい

を未然
み ぜ ん

に防
ふせ

ぐ支援
し え ん

、並
なら

びに本人
ほんにん

主体
しゅたい

の積極的
せっきょくてき

な人権
じんけん

擁護
よ う ご

につながる良
よ

い機会
き か い

になることを期待
き た い

します」と記
しる

されている。） 

３）神奈川県
か な が わ け ん

「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

再生
さいせい

基本
き ほ ん

構想
こうそう

」（平成
へいせい

29年
ねん

10月
がつ

） 
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５ 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

 

④ 地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケア
け あ

システム
し す て む

の対象
たいしょう

拡大
かくだい

 

 

ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が推進
すいしん

する「地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

」は、「2025年
ねん

を目途
め ど

に、高齢者
こうれいしゃ

の尊厳
そんげん

の保持
ほ じ

と自立
じ り つ

生活
せいかつ

の支援
し え ん

の目的
もくてき

のもとで、可能
か の う

な限
かぎ

り住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしを人生
じんせい

の最期
さ い ご

まで続ける
つづ    

ことができる、地域
ち い き

の包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

・サービ
さ ー び

ス
す

提供
ていきょう

体制
たいせい

」である。これまで、国
くに

は、住
す

まい・医療
いりょう

・介護
か い ご

・予防
よ ぼ う

・生活
せいかつ

支援
し え ん

を一体的
いったいてき

に提供
ていきょう

する支援
し え ん

体制
たいせい

の考え方
かんが  かた

や市町村
しちょうそん

における地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

の

プロセス
ぷ ろ せ す

の提示
て い じ

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

モデル例
も で る れ い

の公表
こうひょう

などを通
つう

じて、その

構築
こうちく

を後押
あ と お

ししてきた。 

〇 県
けん

においても、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の機能
き の う

強化
きょうか

、医療
いりょう

と介護
か い ご

の連携
れんけい

強化
きょうか

、地域
ち い き

での支え合い
さ さ え あ い

の推進
すいしん

、ＮＰＯ
えぬぴーおー

・ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

との協働
きょうどう

、ケアラー
け あ ら ー

への支援
し え ん

、多様
た よ う

な

住まい
す ま い

の確保
か く ほ

など、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

に向けた
む け た

取組み
と り く  

の支援
し え ん

を進め
す す  

てき

た。今後
こ ん ご

、在宅
ざいたく

医療
いりょう

や介護
か い ご

サービス
さ ー び す

の需要
じゅよう

がさらに高まる
たか    

ことが見込まれて
み こ    

おり、

高齢者
こうれいしゃ

が住み慣れた
す  な   

地域
ち い き

で自分
じ ぶ ん

らしい暮らし
く   

を続けて
つ づ   

いくため、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の推進
すいしん

を一層
いっそう

進めて
す す   

いく必要
ひつよう

がある。 

〇 近年
きんねん

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

と障
しょう

がい施策
し さ く

との関連
かんれん

付
づ

けが議論
ぎ ろ ん

されるようになり、

国
くに

の「これからの精神
せいしん

保健
ほ け ん

医療
いりょう

福祉
ふ く し

のあり方
かた

に関する
か ん   

検討会
けんとうかい

」が平成
へいせい

29年
ねん

２月
がつ

に取
と

りまとめた報告書
ほうこくしょ

において、「精神
せいしん

障害
しょうがい

の有無
う む

や程度
て い ど

にかかわらず、誰
だれ

もが地域
ち い き

の

一員
いちいん

として安心
あんしん

して自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしをすることができるよう、医療
いりょう

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

介護
か い ご

、住
す

まい、社会
しゃかい

参加
さ ん か

（就労
しゅうろう

）、地域
ち い き

の助け合い
た す け あ い

、教育
きょういく

が包括的
ほうかつてき

に確保
か く ほ

された「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

」を構築
こうちく

する」ことが提言
ていげん

された。 

〇 これを受
う

け、国
くに

は第５期
だ い  き

（平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から平成
へいせい

32年度
ね ん ど

）障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

において、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

移行
い こ う

を進
すす

めるため「精神
せいしん

障害
しょうがい

にも対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

」を成果
せ い か

目標
もくひょう

と定
さだ

め、令和
れ い わ

２年度
  ねんど

末
まつ

までに、精神
せいしん

障
しょう

がいに対応
たいおう

した地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

構築
こうちく

に向
む

けた協議
きょうぎ

の場
ば

を市町村
しちょうそん

単位
た ん い

で設置
せ っ ち

することとさ

れた。 

〇 県
けん

においても、平成
へいせい

30年
ねん

３月
がつ

改定
かいてい

の第
だい

５期障
きしょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

の成果
せ い か

目標
もくひょう

の１つに、

保健所
ほけんしょ

等
とう

11 か所
しょ

に保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、市町村
しちょうそん

などの関係者
かんけいしゃ

で精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

、地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える課題
か だ い

を協議
きょうぎ

する場
ば

を設置
せ っ ち

することとした（政令
せいれい

市
し

を除
のぞ

く）。 

〇 これまで、長期
ちょうき

に入院
にゅういん

している精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

の促進
そくしん

や、地域
ち い き

定着
ていちゃく

の
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支援
し え ん

等
など

については、県
けん

の障
しょう

がい施策
し さ く

関係
かんけい

会議
か い ぎ

で協議
きょうぎ

されることが少
すく

なく、精神科
せいしんか

病院
びょういん

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

、介護
か い ご

サービス
さ ー び す

、行政
ぎょうせい

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

が一同
いちどう

に会
かい

する機会
き か い

も少
すく

なか

った。県
けん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

へ、精神障
せいしんしょう

がい関係者
かんけいしゃ

の協議
きょうぎ

の場
ば

の開設
かいせつ

が位置付
い ち づ

けら

れ、事例
じ れ い

を通した
と お

課題
か だ い

の検討
けんとう

などが始
はじ

められ、精神障
せいしんしょう

がいの関係者
かんけいしゃ

で、「地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

」の考
かんが

え方
え か た

が共有
きょうゆう

されてきている。 

〇 地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

は、地域
ち い き

で暮らす
く   

ための支援
し え ん

の包括化
ほうかつか

、地域
ち い き

における連携
れんけい

・

ネットワーク
ね っ と わ ー く

づくり、と言
い

い表
あらわ

すことができる。また、新
あたら

しい「まちづくり」、「地域
ち い き

づくり」への取組
と り く

みでもある。このような発想
はっそう

は、高齢者
こうれいしゃ

だけではなく、生活上
せいかつじょう

の

困難
こんなん

を抱
かか

える障
しょう

がい者
しゃ

や子ども
こ   

などが、住
す

み慣れた
 な   

地域
ち い き

において、安心
あんしん

していきい

きと生活
せいかつ

できるようにしていくための普遍的
ふへんてき

な考
かんが

え方
かた

であるとの意識
い し き

が定着
ていちゃく

して

きた。 

〇 平成
へいせい

29（2017）年
ねん

の「我
わ

が事
ごと

・丸
まる

ごと」地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

本部
ほ ん ぶ

決定
けってい

では、地域
ち い き

住民
じゅうみん

による支
ささ

え合
あ

いと公的
こうてき

支援
し え ん

が連動
れんどう

し、地域
ち い き

を「丸
まる

ごと」支
ささ

える包括的
ほ う か つ

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

し、切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を実現
じつげん

していく重要性
じゅうようせい

が唱
とな

えられ、今日
こんにち

、一部
い ち ぶ

の自治体
じ ち た い

や地域
ち い き

では、対象
たいしょう

を高齢者
こうれいしゃ

に限定
げんてい

しない独自
ど く じ

の取組
と り く

みも見
み

られる。 

〇 障
しょう

がい分野
ぶ ん や

のあるべき社会
しゃかい

として、内閣府
ないかくふ

などが唱
とな

えてきた「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」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

である。一方
いっぽう

、「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」は、人々
ひとびと

の暮
く

らしの変化
へ ん か

等
とう

を踏
ふ

まえ、制度
せ い ど

の「縦割
た て わ

り」や「支
ささ

え手
て

」、「受
う

け手
て

」という関係
かんけい

を超
こ

え

て、地域
ち い き

の様々
さまざま

な人
ひと

達
たち

が主体
しゅたい

となって、世代
せ だ い

や分野
ぶ ん や

を超
こ

えてつながり、一人
ひ と り

ひとり

の暮
く

らしと生
い

きがい、地域
ち い き

をともに創
つく

っていく社会
しゃかい

である。これは、地域
ち い き

において、

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を具体的
ぐたいてき

に実現
じつげん

していくものであると言
い

える。 

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

を進
すす

める施策
し さ く

として、介護
か い ご

と障
しょう

がい分野
ぶ ん や

の連携
れんけい

を一層
いっそう

進
すす

め

る観点
かんてん

から、平成
へいせい

30（2018）年
ねん

４月
がつ

、「共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

」（生活
せいかつ

介護
か い ご

・短期
た ん き

入所
にゅうしょ

・

居宅
きょたく

介護
か い ご

に、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

と介護
か い ご

サービス
さ ー び す

が相互
そ う ご

乗入
の り い

れする仕組
し く

み）や、

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

との連携
れんけい

の推進
すいしん

、障
しょう

がい者
しゃ

が介護
か い ご

支援
し え ん

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

する際
さい

に、利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

を大幅
おおはば

に軽減
けいげん

する仕組
し く

みの導入
どうにゅう

などが始
はじ

ま

った。 

〇 また、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の複合化
ふくごうか

・複雑化
ふくざつか

した支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

する市町村
しちょうそん

における

包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

を推進
すいしん

するため、対象
たいしょう

を限定
げんてい

しない「重層的
じゅうそうてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

」が創設
そうせつ

され、令和
れ い わ

３年
ねん

４月
 が つ

から施行
せ こ う

された。 

〇 これまで、社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

は、高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

、子
こ

ども、生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

など、対象
たいしょう

や生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な機能
き の う

に分
わ

けて、公的
こうてき

な支援
し え ん

が考
かんが

えられてきたが、今日
こんにち

、家族
か ぞ く

機能
き の う

が
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縮 小
しゅくしょう

し、地域
ち い き

の支え合
さ さ え あ

いの力
ちから

の低下
て い か

も手伝
て つ だ

って、いわゆるケアラー
け あ ら ー

・ヤングケア
や ん ぐ け あ

ラー
ら ー

・ダブルケア
だ ぶ る け あ

や老々
ろうろう

介護
か い ご

、8 0 5 0
はちまるごーまる

問題
もんだい

といった複雑化
ふくざつか

・複合化
ふくごうか

した生活
せいかつ

課題
か だ い

に

ついては、制度
せ い ど

の狭間
は ざ ま

に追
お

いやられ、必要
ひつよう

な支援
し え ん

が届
とど

かない状 況
じょうきょう

も懸念
け ね ん

される。 

〇 人口
じんこう

減少
げんしょう

社会
しゃかい

に突入
とつにゅう

し、今後
こ ん ご

、ますますの高齢化
こうれいか

が進む
す す  

我
わ

が国
くに

において、いわ

ゆる 2040年
ねん

問題
もんだい

が意識
い し き

されているが、こうした課題
か だ い

を乗り越
の  こ

えるため、長期的
ちょうきてき

な

政策
せいさく

目標
もくひょう

として、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

が掲げられて
か か      

いる。 

 

 

イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（対象
たいしょう

を広
ひろ

げた地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

） 

〇 地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

は、いわば、地域
ち い き

の再生
さいせい

につながる取組
と り く

みであり、高齢者
こうれいしゃ

だけではなく、障
しょう

がい者や子
こ

ども、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

なども含
ふく

め、その人
ひと

の人生
じんせい

がその

場所
ば し ょ

で広が
ひ ろ  

っていくという実感
じっかん

が持
も

てるような暮
く

らしや地域
ち い き

づくりにつながるもの

である。これは、決
けっ

して行政
ぎょうせい

だけの取組
と り く

みで完結
かんけつ

するものではなく、住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひ

とりが自
みずか

らの課題
か だ い

として捉
とら

えてもらうことが重要
じゅうよう

である。こうした考
かんが

え方
かた

につい

て、行政
ぎょうせい

は、より一層
いっそう

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

していく必要
ひつよう

がある。 

 

（地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の対象
たいしょう

拡大
かくだい

に向けた
む   

取組
と り く

み） 

〇 地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の対象
たいしょう

は、高齢者
こうれいしゃ

だけではなく、障
しょう

がい者
しゃ

や子
こ

ども、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

にも広
ひろ

げていくことが求
もと

められている。しかしながら、各地域
かくちいき

の人口
じんこう

構成
こうせい

や

社会
しゃかい

資源
し げ ん

の状 況
じょうきょう

等
とう

はそれぞれ異
こと

なることから、県
けん

は、各地
か く ち

の取組
と り く

みの実態
じったい

を把握
は あ く

し、好事例
こうじれい

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

を行
おこな

い、継続
けいぞく

して検討
けんとう

することや、実施
じ っ し

態勢
たいせい

が脆弱
ぜいじゃく

な場合
ば あ い

は、複数
ふくすう

の市町村
しちょうそん

が協働
きょうどう

して取り組む
と  く  

ように調整
ちょうせい

を行
おこな

うなどの支援
し え ん

に取
と

り組
く

むべ

きである。 

〇 地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の推進役
すいしんやく

となっている地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

は、市町村
しちょうそん

が

設置
せ っ ち

主体
しゅたい

となって、保健師
ほ け ん し

、主任
しゅにん

ケアマネジャー
け あ ま ね じ ゃ ー

、社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

等
など

を配置
は い ち

しており、

地域
ち い き

の保健
ほ け ん

医療
いりょう

の向
こう

上
じょう

と福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

に取
と

り組む
く  

役割
やくわり

を担
にな

っている。こうした専門
せんもん

職
しょく

が各地域
かくちいき

に配置
は い ち

されていること自体
じ た い

、大きな社会
しゃかい

資源
し げ ん

であり、先進
せんしん

自治体
じ ち た い

におい

ては、国
くに

の「重層的
じゅうそうてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

」を活用
かつよう

し、介護
か い ご

に関
かん

する相談
そうだん

に留
とど

まらず、

障
しょう

がい分野
ぶ ん や

の相談
そうだん

についても対応
たいおう

できる態勢
たいせい

を整備
せ い び

する取組
と り く

みも見
み

られる１。県
けん

は、

協
きょう

議会
ぎ か い

等
など

を通
つう

じて県内
けんない

の取組
と り く

み情報
じょうほう

を把握
は あ く

・整理
せ い り

し、県内外
けんないがい

の好事例
こうじれい

と併
あわ

せて、

各市町村
かくしちょうそん

や協
きょう

議会
ぎ か い

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

し、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の対象
たいしょう

の拡大
かくあい

を進
すす

める

べきである。 
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（ネットワーク
ね っ と わ ー く

づくり） 

〇 包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

となると、多職種
たしょくしゅ

連携
れんけい

とか超 職 種
ちょうしょくしゅ

連携
れんけい

とか様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

の協
きょう

議会
ぎ か い

がさらに連携
れんけい

し合
あ

っていくという話
はなし

になるが、それぞれの分野
ぶ ん や

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

を構築
こうちく

しておくことが重要
じゅうよう

である。その成果
せ い か

がなければ、包括
ほうかつ

という

カテゴリー
か て ご り ー

の中
なか

で対象者
たいしょうしゃ

を拡大
かくだい

しても、結果的
けっかてき

には形骸化
けいがいか

してしまう。 

 障
しょう

がい分野
ぶ ん や

においては、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

の整備
せ い び

など、県
けん

は各市町村
かくしちょうそん

の整備
せ い び

状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ他
た

都道府県
と ど う ふ け ん

を含
ふく

めた好事例
こうじれい

などの情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

うとともに、

単独
たんどく

での機能
き の う

整備
せ い び

が困難
こんなん

な市町村
しちょうそん

に対
たい

しては、市町村間
しちょうそんかん

での必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

を検討
けんとう

す

るための協議
きょうぎ

の場
ば

を設置
せ っ ち

するべきである。 

  〇 「一緒
いっしょ

に外出したり、おいしいものを食
た

べたり、話
はなし

をしたい」、「地域
ち い き

の中
なか

で人
ひと

と

話
はな

したり、叱
しか

られたり、認
みと

められたりする時間
じ か ん

や居場所
い ば し ょ

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

であり、施設
し せ つ

で暮らす
く   

仲間
な か ま

の居場所づ
い ば し ょ   

くりや友達
ともだち

作
づく

りにつなげてほしい」との意見
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

ひとりに対
たい

して、現在
げんざい

のサービス
さ ー び す

内容
ないよう

を振り返
ふ り か え

りながら、

インフォーマル
い ん ふ ぉ ー ま る

なサービス
さ ー び す

（公的
こうてき

機関
き か ん

や専門
せんもん

職
しょく

による制度
せ い ど

に基づく
もと    

サービス
さ ー び す

以外
い が い

の

支援
し え ん

等
など

）も含
ふく

めて、重層的
じゅうそうてき

、多職種
たしょくしゅ

連携的
れんけいてき

なつながりをつくる必要
ひつよう

がある。 

 〇 また、地域
ち い き

のネットワーク
ね っ と わ ー く

があっても利用
り よ う

できなければ意味
い み

がない。中
なか

には、人
ひと

に

話
はな

すことが苦手
に が て

で自信
じ し ん

を持
も

てず、必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を利用
り よ う

できない人
ひと

もいるため、必要
ひつよう

なときにサービス
さ ー び す

に結
むす

びつけてくれたり、相談
そうだん

に乗って
の   

くれる存在
そんざい

が必要
ひつよう

である。

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

やピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

に限
かぎ

らず、近所
きんじょ

の人
ひと

や友達
ともだち

など身近
み ぢ か

に相談
そうだん

できる

人がいることが重要
じゅうよう

であり、そうした視点
し て ん

も考慮
こうりょ

してネットワーク
ね っ と わ ー く

を作
つく

る必要
ひつよう

があ

る。 

 

（地域
ち い き

における医療
いりょう

との連携
れんけい

の促進
そくしん

） 

〇 これまでの地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の構築
こうちく

に向
む

けた取組
と り く

みで、地域
ち い き

の人々
ひとびと

による

互助
ご じ ょ

の仕組
し く

みづくりは、各地
か く ち

で優
すぐ

れた取組
と り く

みが見
み

られるが、市町村
しちょうそん

からは、医療
いりょう

関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

との連携
れんけい

は敷居
し き い

が高い
た か  

との声
こえ

がある２。こうしたことから、障
しょう

がい者も

対象
たいしょう

とした地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

を考
かんが

える際
さい

には、県
けん

が中心
ちゅうしん

となって、医療
いりょう

機関
き か ん

・

団体
だんたい

との協 力
きょうりょく

体制
たいせい

づくりに注 力
ちゅうりょく

するべきである。 

 

（「新
あら

たな地域
ち い き

のつながり」に向
む

けた議論
ぎ ろ ん

と具体的
ぐたいてき

な行動
こうどう

） 

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

には「新
あら

たな地域
ち い き

のつながり」を作
つく

っていくことが重要
じゅうよう

で

ある。旧農
きゅうのう

漁村型
ぎょそんがた

のコミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

へ戻
もど

ることは難
むずか

しいことから、行政
ぎょうせい

は、今
いま

の時代
じ だ い

に合
あ

った地域
ち い き

社会
しゃかい

を提
てい

示
じ

し、地域
ち い き

の関係者
かんけいしゃ

で議論
ぎ ろ ん

を広
ひろ

げていくことが重要
じゅうよう

である。 

〇 「新
あら

たな地域
ち い き

のつながり」を作
つく

っていくためには、「支援
し え ん

する」、「支援
し え ん

される」と

いう関係
かんけい

が固定
こ て い

されるのではなく、日
ひ

ごろは支援
し え ん

を受
う

ける人も、場面
ば め ん

に応
おう

じて地域
ち い き
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に不可欠
ふ か け つ

な存在
そんざい

として、出番
で ば ん

を作
つく

っていく視点
し て ん

が大切
たいせつ

である。そのためには、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

においても、支援
し え ん

を受ける
う   

利用者
りようしゃ

が持
も

っている力
ちから

、可能性
かのうせい

を

引
ひ

き出し
き だ し

、地域
ち い き

の様々
さまざま

な課題
か だ い

を解
かい

決
けつ

するための役割
やくわり

を果
は

たすことができないか、そ

ういう観点
かんてん

から事業
じぎょう

を創造
そうぞう

していくことが重要
じゅうよう

である。 

行政
ぎょうせい

も、このような取組
と り く

みが進
すす

むよう、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

や助言
じょげん

を行
おこな

うととも

に、関係者
かんけいしゃ

が相互
そ う ご

に連携
れんけい

しながら、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

に向
む

けての具体的
ぐたいてき

な行動
こうどう

につなが

っていくよう、意見
い け ん

交換
こうかん

などを行
おこな

う場
ば

を作
つく

るべきである。 

 

（障
しょう

がい者
しゃ

が取
と

り組
く

む地域
ち い き

づくり） 

〇 全国
ぜんこく

では、障
しょう

がいのある人
ひと

を地域
ち い き

の大切
たいせつ

な「担
にな

い手」と位置
い ち

付
づ

け、障
しょう

がい者
しゃ

を

含
ふく

めた地域
ち い き

における包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を作って
つ く っ て

いこうとする先進的
せんしんてき

な取組
と り く

みも始
はじ

ま

っている。例
たと

えば、耕作
こうさく

放棄地
ほ う き ち

を抱
かか

える農家
の う か

で農地
の う ち

再整備
さいせいび

を担
にな

い出荷
しゅっか

品目
ひんもく

を増
ふ

やし

た事例
じ れ い

、地域
ち い き

の畜産業
ちくさんぎょう

をサポート
さ ぽ ー と

する「畜産
ちくさん

ヘルパー
へ る ぱ ー

」を展開
てんかい

した事例、高齢
こうれい

でお

墓
はか

の管理
か ん り

が難
むずか

しくなった人向
ひ と む

けの「お墓参
はかまい

り代行」を展開
てんかい

した事例
じ れ い

、近隣
きんりん

のスーパー
す ー ぱ ー

などが撤退
てったい

した地域向け
ち い き む  

の「移動
い ど う

商店街
しょうてんがい

」を展開
てんかい

した事例
じ れ い

、個人
こ じ ん

経営
けいえい

のクリーニ
く り ー に

ング
ん ぐ

店
てん

やパン屋
ぱ ん や

の後継者
こうけいしゃ

不足
ぶ そ く

対策
たいさく

として福祉
ふ く し

事業
じぎょう

所化
ところか

して事業
じぎょう

継承
けいしょう

した事例
じ れ い

、役場
や く ば

から

の道路
ど う ろ

空地用
あきちよう

植栽
しょくさい

の栽培
さいばい

を請け負
う け お

い経費
け い ひ

縮減
しゅくげん

につなげた事例
じ れ い

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

の「新
あたら

し

い総合
そうごう

事業
じぎょう

」を受託
じゅたく

して地域
ち い き

支援
し え ん

を展開
てんかい

した事例
じ れ い

などである３。 

〇 こうしたことから、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

し、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた

取組
と り く

みとして、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の対象
たいしょう

を障
しょう

がい者
しゃ

にも広
ひろ

げていくことを

念頭
ねんとう

に置
お

き、高齢者
こうれいしゃ

が地域
ち い き

でいきいきと安心
あんしん

して暮
く

らしていくための福祉
ふ く し

インフラ
い ん ふ ら

となっている地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と、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

などの障
しょう

がい

分野
ぶ ん や

の関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

がより連携
れんけい

しやすい仕組みづくり
し く     

に取
と

り組
く

むべきである。 

 

（行政
ぎょうせい

内部
な い ぶ

の縦割
た て わ

りの打破
だ は

） 

〇 いわゆる「縦割
た て わ

り行政
ぎょうせい

」は、責任
せきにん

の所在
しょざい

を明確
めいかく

にする仕組
し く

みと裏腹
うらはら

のデメリット
で め り っ と

として挙
あ

げられる。新
あら

たな福
ふく

祉
し

課題
か だ い

には、行政
ぎょうせい

内部
な い ぶ

においても、これまでの所掌
しょしょう

に囚
とら

われず、横断的
おうだんてき

な対応
たいおう

組織
そ し き

を臨機
り ん き

に設
もう

けるなど、柔軟
じゅうなん

かつ積極的
せっきょくてき

に対応
たいおう

する

ことが大切
たいせつ

である。 

 
 

 

１）本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の第 8 回
だい  かい

での逗子市
ず し し

による事例
じ れ い

紹介
しょうかい

、「重層的
じゅうそうてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

について～包
ほう

括
かつ

的支援
し え ん

体制
たいせい

の

構築
こうちく

を目指して
め ざ    

～」は県域
けんいき

で最初
さいしょ

の取組
と り く

みである。 

２）野村
の む ら

晋
すすむ

「「自分
じ ぶ ん

らしく生きて
い   

死ぬ
し  

」ことがなぜ、難しい
むずか   

のか」光文社
こうぶんしゃ

新書
しんしょ

、2020 

３）又
また

村
むら

あおい「地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

 地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

と障害
しょうがい

のある人
ひと

の暮
く

らし」(2019年
ねん

７月
  がつ

４日
  にち

 鎌倉市
かまくらし

基幹
き か ん

相談
そうだん

支
し

援
えん

センター
せ ん た ー

研修会
けんしゅうかい

資料
しりょう

)から 



123 
 

② 包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

 ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしていくためには、日々
ひ び

の生活
せいかつ

の中
なか

で抱
かか

えている

課題
か だ い

等
とう

にきめ細
こま

かく対応
たいおう

し、適切
てきせつ

に公的
こうてき

サービス等
とう

に結
むす

びつけていく仕組
し く

みが、地域
ち い き

に用意
よ う い

されていることが大切
たいせつ

である。いつでも相談
そうだん

できる相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

が身近
み ぢ か

に

いることが必要
ひつよう

であり、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

での暮
く

らしを、伴走
ばんそう

してサポート
さ ぽ ー と

する相談
そうだん

支援
し え ん

の役割
やくわり

は大変
たいへん

重要
じゅうよう

である。 

   

〇 令和
れ い わ

２年
ねん

４月
がつ

時点
じ て ん

で、計画
けいかく

相談
そうだん

（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

）に応
おう

じる全国
ぜんこく

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業所数
じぎょうしょすう

は 10,563 か所
しょ

あり、同
おな

じく一般
いっぱん

相談
そうだん

に応
おう

じる相談
そうだん

支援
し え ん

事業所数
じぎょうしょすう

は

3,551 か所
しょ

である。これらに配置
は い ち

されている相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の数
かず

は 23,954人
にん

となっ

ている。  

   

〇 高度
こ う ど

な相談
そうだん

機能
き の う

を有
ゆう

する基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

は、778市
し

町村
ちょうそん

（全市
ぜ ん し

町村
ちょうそん

の 45％）

に合計
ごうけい

946 か所
しょ

設置
せ っ ち

されている。このうち、24時間
じ か ん

365日
にち

対応
たいおう

しているものが全体
ぜんたい

の 28 ％
ぱーせんと

（490市
し

町村
ちょうそん

）あり、ピアカウンセリングを行
おこな

うものも全体
ぜんたい

の 36 ％
ぱーせんと

（634市
し

町村
ちょうそん

）ある。また、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

と一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

しているものが

全体
ぜんたい

の３ ％
ぱーせんと

（47市
し

町村
ちょうそん

）ある。 

   

〇 神奈川
か な が わ

の相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の配置数
はいちすう

は、令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

時点
じ て ん

で 1,514人
にん

（前年度
ぜんねんど

から

28人
にん

増
ぞう

）であるが、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の主要
しゅよう

業務
ぎょうむ

である計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

の実績値
じっせきち

は、

見込量
みこみりょう

の 29.6 ％
ぱーせんと

と低調
ていちょう

であり、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

以外
い が い

の者
もの

が障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

等
とう

を作成
さくせい

する割合
わりあい

（セルフプラン
せ る ふ ぷ ら ん

率
りつ

）が、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

実績
じっせき

で障
しょう

がい者
しゃ

40.3

％
ぱーせんと

、障
しょう

がい児
じ

が 57.5 ％
ぱーせんと

と全国的
ぜんこくてき

にも高
たか

い水準
すいじゅん

となっている。 

   

〇 県
けん

としても、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

には努
つと

めているところ、研修
けんしゅう

を受講
じゅこう

し資格
し か く

を

得
え

ても、所属
しょぞく

法人
ほうじん

において相談
そうだん

業務
ぎょうむ

以外
い が い

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

したり、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が

未開設
みかいせつ

であるなどの理由
り ゆ う

から、相談
そうだん

業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

しない（できない）受講者
じゅこうしゃ

が 66 ％
ぱーせんと

も存在
そんざい

しており（令和
れ い わ

３年
ねん

４月調査
ちょうさ

）、就 業 率
しゅうぎょうりつ

の向上
こうじょう

が課題
か だ い

である。 

   

〇 また、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

えるために、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

が担
にな

うサービス
さ ー び す

であ 

る「地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

」の令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

実績
じっせき

は、見込量
みこみりょう

（204人
にん

）の 28.9 ％
ぱーせんと

である 59

人
にん

、同
おな

じく、「地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

」が見込量
みこりょう

（322人
にん

）の 16.8 ％
ぱーせんと

である 54人
にん

、同
おな

じ

く、「自立
じ り つ

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」（1,146人
にん

）が見込量
みこりょう

の 6.6 ％
ぱーせんと

である 76人
にん

にとどまっている。 
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〇 さらに、一定
いってい

程度
て い ど

経験
けいけん

を積
つ

んだ常勤
じょうきん

かつ専従
せんじゅう

の相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を配置
は い ち

している

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

は、全体
ぜんたい

の 13.３ ％
ぱーせんと

（令和
れ い わ

３年
ねん

７月
がつ

調査
ちょうさ

）であり、また、多
おお

くが

直接
ちょくせつ

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

を兼務
け ん む

している実態
じったい

にあるため、相談
そうだん

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

の知識
ち し き

・経験
けいけん

を積
つ

むこ

とが難
むずか

しい状 況
じょうきょう

にあるという課題
か だ い

も指摘
し て き

されている。加
くわ

えて、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の

平均
へいきん

経験
けいけん

年数
ねんすう

は約
やく

3.６年
ねん

にとどまっており、資質
し し つ

の向上
こうじょう

に取
と

り組
く

んでいく必要
ひつよう

があ

る。 

   

〇 このような、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

養成
ようせい

研修
けんしゅう

を修
しゅう

了
りょう

した人
ひと

の就 業 率
しゅうぎょうりつ

や、就 業
しゅうぎょう

して

いる相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の経験
けいけん

年数
ねんすう

が伸びない
の    

要因
よういん

としては、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

に係
かか

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

の単価
た ん か

（公定
こうてい

価格
か か く

）が低
ひく

いことが指摘
し て き

されている。報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

毎
ごと

に

内容
ないよう

改善
かいぜん

が図
はか

られているが、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が実施
じ っ し

した令和
れ い わ

２年
  ねん

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
など

経営
けいえい

実態
じったい

調査
ちょうさ

結果
け っ か

（令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

決算
けっさん

ベース
べ ー す

）では、相談
そうだん

系
けい

サービス
さ ー び す

の収支差率
しゅうしさりつ

（収益
しゅうえき

額
がく

に対
たい

する収益
しゅうえき

と費用
ひ よ う

の差額
さ が く

の割合
わりあい

）は、計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

が 0.5 ％
ぱーせんと

、障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

が 1.5 ％
ぱーせんと

、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

が 3.0 ％
ぱーせんと

、地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

が 5.2 ％
ぱーせんと

、自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

が 2.7 ％
ぱーせんと

となっており、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

全体
ぜんたい

の平均
へいきん

5.0 ％
ぱーせんと

に比
くら

べると低
ひく

い

傾向
けいこう

にある。 

   

〇 地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

の中核
ちゅうかく

となる機関
き か ん

として、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターが想定
そうてい

されてい

る。しかしながら、県内
けんない

では、33市
し

町村
ちょうそん

のうち、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

未設置
み せ っ ち

の

市町村
しちょうそん

が11市
し

町村
ちょうそん

あり（令和
れ い わ

３年
ねん

７月
がつ

）、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

についても課題
か だ い

である。 

   

〇 また、県
けん

では、（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

を全県域
ぜんけんいき

レベルだけでなく、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

にも設置
せ っ ち

して、よりきめ細
こま

かに、市町村
しちょうそん

の（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

のバックア

ップと機能
き の う

発揮
は っ き

を図
はか

るよう考
かんが

えられてきたが、全県
ぜんけん

レベルの神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

と同様
どうよう

に、設置
せ っ ち

が目的化
もくてきか

し形骸化
けいがいか

しているとの見方
み か た

、指摘
し て き

がある。 

   

〇 昨年
さくねん

（令和
れ い わ

３年
ねん

）３月
がつ

から進
すす

められている、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

での

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」の附則
ふ そ く

で規定
き て い

された施行
し こ う

後
ご

３年
ねん

を目途
め ど

とする見直
み な お

しの議論
ぎ ろ ん

で

は、「自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」の機能
き の う

強化
きょうか

による「まちづくり」の推進
すいしん

について取
と

り上
あ

げら

れており、今後
こ ん ご

さらに、関係
かんけい

機関
き か ん

が相互
そ う ご

の連携
れんけい

を図
はか

ることにより、地域
ち い き

における

インフォーマルサービス
い ん ふ ぉ ー ま る さ ー び す

も含
ふく

めた支援
し え ん

体制
たいせい

に関
かん

する課題
か だ い

について情報
じょうほう

共有
きょうゆう

し、

地域
ち い き

資源
し げ ん

の整備
せ い び

を図
はか

ることが求
もと

められるものと思
おも

われる。 

   

〇 今日
こんにち

、社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

、8 0 5 0
はちぜろごーまる

問題、ダブルケア
だ ぶ る け あ

、老々
ろうろう

介護
か い ご

、さらには、就 職
しゅうしょく

氷河期
ひょうがき

世代
せ だ い

の就労
しゅうろう

問題
もんだい

など、様々
さまざま

な生活
せいかつ

課題
か だ い

が顕在化
けんざいか

している。これらの課題
か だ い

は、障
しょう

がい
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施策
せ さ く

に関係
かんけい

するものも少
すく

なくないと考
かんが

えられるが、これまでの対象者
たいしょうしゃ

別
べつ

の各社会
かくしゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

の下
した

では十分
じゅうぶん

な対応
たいおう

が難しく、福祉
ふ く し

の政策
せいさく

領域
りょういき

だけでなく、他
た

の政策
せいさく

領域
りょういき

との連携
れんけい

を図
はか

ることが大変
たいへん

重要
じゅうよう

である。 

   

〇 個人
こ じ ん

や世帯
せ た い

が抱
かか

える生活
せいかつ

課題
か だ い

が一層
いっそう

複雑化
ふくざつか

、多様化
た よ う か

していることに鑑
かんが

みると、

本人
ほんにん

の暮
く

らし全体
ぜんたい

を捉
とら

え、継続的
けいぞくてき

な関
かか

わりを行
おこな

うための相談
そうだん

支援
し え ん

、言
い

い換
か

えると、

支援者
しえんしゃ

と本人
ほんにん

が継続的
けいぞくてき

につながり関
かか

わり合
あ

いながら、本人
ほんにん

と周囲
しゅうい

との関係
かんけい

を広
ひろ

げて

いくことを目指
め ざ

す伴走型
ばんそうがた

支援
し え ん

が必要
ひつよう

である。 

   

〇 近年
きんねん

のこうした課題
か だ い

認識
にんしき

から、令和
れ い わ

２年
ねん

に社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

等
など

が改
かい

正
せい

され、「属性
ぞくせい

を問
と

わ

ない相談
そうだん

支援
し え ん

」、「参加
さ ん か

支援
し え ん

」、「地域
ち い き

づくりに向
む

けた支援
し え ん

」の３つの支援
し え ん

を一体的
いったいてき

に

実施
じ っ し

する重層的
じゅうそうてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

が市町村
しちょうそん

事業
じぎょう

として創設
そうせつ

された。これは、障
しょう

がい、

高齢
こうれい

、子
こ

ども、生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

などの対象
たいしょう

別
べつ

の相談
そうだん

に限
かぎ

らず、文字
も じ

どおり、生活
せいかつ

課題
か だ い

がど

のような事由
じ ゆ う

に起因
き い ん

するものであっても、相談
そうだん

を断
ことわ

らずに受
う

け止
と

める相談
そうだん

支援
し え ん

を

目指
め ざ

すものである。県
けん

は、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

から、市町村
しちょうそん

がこの事業
じぎょう

に取
と

り組
く

みやすいよう

助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

う「後方
こうほう

支援
し え ん

事業
じぎょう

」を開始
か い し

しており、今後
こ ん ご

、同事業
どうじぎょう

を活用
かつよう

するなどによ

り、県内
けんない

の市町村
しちょうそん

において、包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

が進
すす

むことが期待
き た い

される。 

   

〇 なお、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

については、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

とサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

契約
けいやく

は行
おこな

 

ってはいるが、施設
し せ つ

へ入所
にゅうしょ

した後
あと

は、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

からの訪問
ほうもん

はほとんど見
み

られ

ない。とりわけ、県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

については、各市町村
かくしちょうそん

に対
たい

し自
みずか

らの不適切
ふてきせつ

支援
し え ん

について情報
じょうほう

提供
ていきょう

したが、実際
じっさい

に施設
し せ つ

を見
み

に来
き

た市町村
しちょうそん

はほとんどなかった。この

ような孤立
こ り つ

した状態
じょうたい

で相談
そうだん

支援
し え ん

は何
なに

も行
おこな

われておらず、この状態
じょうたい

の改革
かいかく

は大
おお

きな

課題
か だ い

となっている。 

   

〇 また、県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

においては、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

について、「拘束
こうそく

がな

くなっていくための暮
く

らし」などへの見直
み な お

しなどが図
はか

られていない。こうしたこと

は、仕組
し く

みの問題
もんだい

ではなく、「困
こま

っている人
ひと

がいたら、まずそこに行
い

くんだ」という

思
おも

いがないからである。必要
ひつよう

な人
ひと

のために、必要
ひつよう

な人
ひと

がいるのであれば、そこに集
あつ

ま

っていくということがなされていないという課題
か だ い

も大
おお

きい。 

     

 

 イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

   

（相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の設置
せ っ ち

の促進
そくしん

） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

に戻って
もど    

いくためには地域
ち い き

の人
ひと

とやりとりをしていくことが

重要
じゅうよう

である。地域
ち い き

では暮らす
く   

ことができないと諦めて
あきら   

しまっていたが、本当
ほんとう

は
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可能性
かのうせい

がある、頑張れる
が ん ば    

と地域
ち い き

が知った
し   

ときに、地域
ち い き

は変わって
か    

いく。地域
ち い き

にしっか

りと相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

がいて、地域
ち い き

を変
か

えるキーパーソン
き ー ぱ ー そ ん

にならなければならない。   

   

〇 相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の設置
せ っ ち

が滞 り
とどこお  

、必要
ひつよう

な相談
そうだん

支援
し え ん

が受
う

けらず、やむを得
え

ずセルフプ
せ る ふ ぷ

ラン
ら ん

を策定
さくてい

する事態
じ た い

は避ける
さ   

べきである。とりわけ、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

については、

相談
そうだん

支援
し え ん

を通じて
つ う   

、本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への理解
り か い

が得
え

られ、将来
しょうらい

に向
む

かってわく

わく、ドキドキ
ど き ど き

するような計画
けいかく

を作
つく

りながら、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

につながっていく。 

神奈川
か な が わ

のセルフプラン率
せ る ふ ぷ ら ん り つ

の割合
わりあい

は全国
ぜんこく

で最も
もっと  

大
おお

きい。これは伴走型
ばんそうがた

の支援
し え ん

を目指
め ざ

すことと矛盾
むじゅん

しており、実際
じっさい

に、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の望
のぞ

みや願い
ね が  

を反映
はんえい

した支援
し え ん

を計画
けいかく

することができているか、大きな
おお    

課題
か だ い

と言
い

える。 

   

〇 相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が担う
にな  

計画
けいかく

相談
そうだん

は、公的
こうてき

な支援
し え ん

だけではなく、地域
ち い き

の様々
さまざま

な資源
し げ ん

を

どう組み合せて
く  あ わ   

いくかを考える
かんが   

重要
じゅうよう

なサービス
さ ー び す

であり、安心
あんしん

して地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
おく

る上
うえ

で必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であると言える
い え る

。県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

して、きちんと必要
ひつよう

な計画
けいかく

相談
そうだん

を

受
う

けることができるよう、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を確保
か く ほ

する必要
ひつよう

がある。 

   

〇 相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の資格
し か く

取得者
しゅとくしゃ

が、できる限
かぎ

り相談
そうだん

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

するよう、県
けん

は、

引
ひ

き続
つづ

き、相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

初任者
しょにんしゃ

研修
けんしゅう

修 了 者
しゅうりょうしゃ

を対象
たいしょう

とした就 業
しゅうぎょう

状 況
じょうきょう

調査
ちょうさ

を

実施
じ っ し

するとともに、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の経営
けいえい

実態
じったい

についても把握
は あ く

するよう努
つと

め、必要
ひつよう

に

応
おう

じて、独自
ど く じ

に補助するであるとか、市町村
しちょうそん

に対
たい

するヒアリング
ひ あ り ん ぐ

を行
おこな

うことなど、

その課題
か だ い

の解決
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。 

   

〇 県
けん

は、神奈川
か な が わ

の相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を念頭
ねんとう

に、各圏域
かくけんいき

において（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

の運営
うんえい

が形骸化
けいがいか

しないように努力
どりょく

する主任
しゅにん

相談
そうだん

専門員
せんもんいん

などのキーパーソン
き ー ぱ ー そ ん

を見
み

つけ、

広
ひろ

く関係者
かんけいしゃ

に声
こえ

を掛
か

けながら、速
すみ

やかに相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の設置
せ っ ち

の促進
そくしん

に向
む

けた議論
ぎ ろ ん

を開始
か い し

すべきである。 

   

（研修
けんしゅう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

） 

〇 個人
こ じ ん

や世帯
せ た い

が抱
かか

える生活
せいかつ

課題
か だ い

が一層
いっそう

複雑化
ふくざつか

、多様化
た よ う か

する中
なか

で、利用者
りようしゃ

の望
のぞ

みや願
ねが

い

に沿
そ

った良質
りょうしつ

な相談
そうだん

支援
し え ん

のサービスを提供
ていきょう

するためには、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の

アセスメント
あ せ す め ん と

の能力
のうりょく

の向上
こうじょう

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であり、県
けん

は、アセスメント
あ せ す め ん と

力
りょく

の向上
こうじょう

の

ため、障
しょう

がい福祉
ふ く し

のみならず他
た

分野
ぶ ん や

との協働
きょうどう

を想定
そうてい

した実践的
じっせんてき

な研修
けんしゅう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を策定
さくてい

し、研修
けんしゅう

実施
じ っ し

機関
き か ん

と連携
れんけい

して実施
じ っ し

するべきである。 

   

〇 神奈川
か な が わ

では、相談
そうだん

支援
し え ん

の人材
じんざい

育成
いくせい

について、相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

の人材
じんざい

育成
いくせい

ビジョン
び じ ょ ん

を

作
つく

るなど、先駆
さ き が

けて人材
じんざい

育成
いくせい

をしてきた歴史
れ き し

がある。しかし、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

については、まだまだその成
な

り立
た

ちがしっかりと理解
り か い

されていない状 況
じょうきょう

があるた
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め、県
けん

は、県
けん

独自
ど く じ

にハンドブック
は ん ど ぶ っ く

等
とう

を作成
さくせい

して、市町村
しちょうそん

の理解
り か い

を進
すす

めるべきである。 

   

 （計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

） 

〇 相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が、同
おな

じ法人
ほうじん

が設置
せ っ ち

する入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

の計画
けいかく

相談
そうだん

を実施
じ っ し

する

際
さい

には、同
おな

じ法人
ほうじん

による支援
し え ん

だけで賄う
まかな  

ことにこだわらず、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

の仕組
し く

みなどを活用
かつよう

し、社会
しゃかい

資源
し げ ん

を幅広
はばひろ

く利用
り よ う

することにより、その人
ひと

らしい暮
く

らし

の実現
じつげん

に努
つと

めることが重要
じゅうよう

である。 

   

 〇 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をしていた人
ひと

など、これまで障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

したことがなか

った人
ひと

の中
なか

には、計画
けいかく

相談
そうだん

を知
し

らない人
ひと

が多
おお

い。本人
ほんにん

が計画
けいかく

相談
そうだん

を知
し

って、自
みずか

ら活用
かつよう

し、希望
き ぼ う

を伝えることが大切
たいせつ

であり、本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

は、相談
そうだん

支援
し え ん

を受
う

けることは権利
け ん り

で

あるという認識
にんしき

を持
も

つべきである。県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

して、本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

に対
たい

し、

相談
そうだん

支援
し え ん

の重要性
じゅうようせい

を分
わ

かりやすく広報
こうほう

し、理解
り か い

を促
うなが

すことが重要
じゅうよう

である。 

   

〇 「「サービス等
など

利用
り よ う

計画
けいかく

を自分
じ ぶ ん

たちで作
つく

りましょう」と言
い

われても、地域
ち い き

にどのよ

うな社会
しゃかい

資源
し げ ん

があるかなど、情報
じょうほう

が不足
ふ そ く

している」、「どういう生活
せいかつ

がよいか口
くち

で

説明
せつめい

することはできても、表
ひょう

を作って
つく    

計画
けいかく

に落とし込
お   こ

むのは誰
だれ

がするのか」、「知的
ち て き

障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が、自分
じ ぶ ん

でセルフプラン
せ る ふ ぷ ら ん

を作成
さくせい

することができるように、当事者向け
とうじしゃむ   

の書式
しょしき

の作成
さくせい

が必要
ひつよう

である」という当
とう

事者
じ し ゃ

の意見
い け ん

があった。 

   

○ 行政
ぎょうせい

及び
お よ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、サービス
さ ー び す

等
など

利用
り よ う

計画
けいかく

が本人
ほんにん

の意向
い こ う

をきちんと反映
はんえい

したもの

となるよう、セルフプラン
せ る ふ ぷ ら ん

の作成
さくせい

においても、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

は支援
し え ん

のニーズ
に ー ず

を

アセスメント
あ せ す め ん と

するとともに、ニーズ
に ー ず

に応
おう

じた丁寧
ていねい

な支援
し え ん

の提供
ていきょう

に努
つとむ

めるべきであ

る。また、当事者
とうじしゃ

の「セルフプラン
せ る ふ ぷ ら ん

を作成
さくせい

したい」という意向
い こ う

も踏
ふ

まえて、県
けん

は、（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

の場
ば

等
など

を活用
かつよう

して、セルフプラン
せ る ふ ぷ ら ん

の捉
とら

え方
かた

やバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

方法
ほうほう

などに

ついての議論
ぎ ろ ん

を進
すす

めるべきである。 

   

〇 加
くわ

えて、相談
そうだん

支援
し え ん

の質
しつ

の評価
ひょうか

においては、利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

がサービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

過程
か て い

にどれだけ満足
まんぞく

をしているかという視点
し て ん

も大切
たいせつ

である。セルフプラン
せ る ふ ぷ ら ん

を作成し

た人
ひと

を含
ふく

め、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

の満足度
まんぞくど

という視点
し て ん

で、質
しつ

の確認
かくにん

をしてい

くべきである。 

   

 （入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

のサービス等
など

利用
り よ う

計画
けいかく

のモニタリング
も に た り ん ぐ

） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

利用者
りようしゃ

については、サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

のモニタリング
も に た り ん ぐ

（定期的
ていきてき

な観察
かんさつ

・

記録
き ろ く

）が年
ねん

に１回
かい

又
また

は２回
かい

程度
て い ど

で、その内容
ないよう

が何年
なんねん

も変更
へんこう

されないという事例
じ れ い

も見
み

ら

れる。本人
ほんにん

の心が動
うご

くような経験
けいけん

を多
おお

くして、本人
ほんにん

が「いいな」と思
おも

うことがなけれ

ば、モニタリング
も に た り ん ぐ

の必要性
ひつようせい

を見出
み い だ

せなくなってしまう。このため、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、
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利用者
りようしゃ

に対
たい

し様々
さまざま

な体験
たいけん

や見学
けんがく

の機会
き か い

を作
つく

り、本人
ほんにん

の 表 情
ひょうじょう

や振
ふ

る舞い
ま  

から

モニタリング
も に た り ん ぐ

の必要性
ひつようせい

を見出して
み い だ    

いく仕組
し く

みに変
か

えていくべきである。 

   

〇 家族会
かぞくかい

等
など

からは、本人
ほんにん

が高等
こうとう

学校
がっこう

を卒業
そつぎょう

すると、学齢期
がくれいき

の支援
し え ん

体制
たいせい

から大人
お と な

を

対象
たいしょう

とした障
しょう

害
がい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

契約
けいやく

へと大
おお

きく変化
へ ん か

するため、家族
か ぞ く

も含めて
ふく    

大
おお

きな不安
ふ あ ん

に襲
おそ

われる、という意見
い け ん

が多く
おお  

聞
き

かれる。 

切れ目
き  め

のない支援
し え ん

を行う
おこな  

ためには、児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

が関わって
か か     

いるうちから相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が一緒
いっしょ

に支援
し え ん

したり、個別
こ べ つ

の支援
し え ん

チーム
ち ー む

を編成
へんせい

してこれまでの支援
し え ん

を踏まえた
ふ    

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の体制
たいせい

を築く
きず  

といった取組み
とりく   

が重要
じゅうよう

となる。県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

と相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

の場
ば

を設け
も う

、学齢期
がくれいき

から青
せい

年期
ね ん き

・

成人期
せいじんき

への切
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

に努める
つと    

べきである。 

   

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から地域
ち い き

に戻って
もど    

いくためには、地域
ち い き

の支援者
しえんしゃ

が施設
し せ つ

の暮らし
く   

を見
み

なが

ら、一人
ひ と り

ひとりの可能性
かのうせい

を感
かん

じ取
と

り、地域
ち い き

で暮
く

らすことができないと諦
あきら

めてしまっ

たが、本当
ほんとう

はもっと可能性
かのうせい

がある、こんなに頑張
が ん ば

っている、頑張
が ん ば

れるんだ、と知
し

った

ときに地域
ち い き

は変
か

わっていく。こうしたプロセス
ぷ ろ せ す

を実現
じつげん

するためには、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の

利用者
りようしゃ

に係
かか

るサービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

については、できる限
かぎ

り当該
とうがい

施設
し せ つ

以外
い が い

の

地域
ち い き

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が行
おこな

うようにすべきである。 

   

 （基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

促進
そくしん

） 

〇  各地域
かくちいき

の身近
み ぢ か

な相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

が適切
てきせつ

に相談
そうだん

支援
し え ん

を 行
おこな

うには、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

による、各種
かくしゅ

の相談
そうだん

機関
き か ん

との連携
れんけい

強化
きょうか

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

に対する
たい    

専門的
せんもんてき

指導
し ど う

・助言
じょげん

、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

の人材
じんざい

育成
いくせい

といった相談対
そうだんたい

応力
おうりょく

の向上
こうじょう

に向けた
む   

取組
と り く

みが重要
じゅうよう

である。県
けん

は、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

未設置
み せ っ ち

の市町村
しちょうそん

と連
れん

携
けい

し、早期
そ う き

に基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

が設置
せ っ ち

できるよう、当該
とうがい

市町村
しちょうそん

及び
お よ び

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

を支援
し え ん

するべ

きである。 

   

〇 また、県
けん

は、主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

を対象
たいしょう

とした連絡
れんらく

会議
か い ぎ

を開
かい

催
さい

し、主任
しゅにん

相談
そうだん

支援
し え ん

 

専門員
せんもんいん

に向
む

けた最新
さいしん

の施策
せ さ く

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

や基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

での先駆的
せんくてき

な取
と

組
く

みの実践
じっせん

報告
ほうこく

等
など

を実施
じ っ し

することにより、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターの支援力
しえんりょく

の

向上
こうじょう

に努
つと

めるべきである。 

   

（圏域
けんいき

ごとの相談
そうだん

支援
し え ん

ネットワークの形成
けいせい

の推進
すいしん

） 

〇 相談
そうだん

支援
し え ん

は一義的
いちぎてき

には市町村
しちょうそん

に実施
じ っ し

責任
せきにん

がある。しかし、今日
こんにち

、個人
こ じ ん

や世帯
せ た い

が

抱える
か か え る

複雑化
ふくざつか

・多様化
た よ う か

した課題
か だ い

に、地域
ち い き

の相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

がしっかりと対応
たいおう

してい

くためには、断らない
ことわ      

相談
そうだん

支援
し え ん

に取り組
と  く

むとともに、多職種
たしょくしゅ

や多機関
た き か ん

が連携
れんけい

した幅
はば
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広い
ひ ろ  

ネットワークを構築
こうちく

していくことが大切
たいせつ

である。県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、こうし

た市町村
しちょうそん

における包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

や、市町村域
しちょうそんいき

を超え
こ  

た広域
こういき

での人材
じんざい

育成
いくせい

やネッワーク
ね っ わ ー く

形成
けいせい

の支援
し え ん

に努
つと

めるべきである。具体
ぐ た い

には、県
けん

は、県
けん

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

や各障
かくしょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

における相談
そうだん

支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

形成
けいせい

等
とう

事業
じぎょう

のこれま

での取組
と り く

みを踏まえ
ふ   

、福祉
ふ く し

の政策
せいさく

領域
りょういき

だけでなく他
た

の政策
せいさく

領域
りょういき

とも連携
れんけい

し、圏域
けんいき

ご

との相談
そうだん

支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の再構築
さいこうちく

に向
む

けた取組み
とりく   

を進める
すす    

必要
ひつよう

がある。 

 また、小規模
しょうきぼ

な一
いち

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

だけでは、政策
せいさく

動向
どうこう

や制度
せ い ど

改正
かいせい

などの情報
じょうほう

が得
え

にくく、また、様々
さまざま

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

を十分
じゅうぶん

に把握
は あ く

することに課題
か だ い

がある。こういった課題
か だ い

を解決
かいけつ

するためにも、圏域
けんいき

毎
ごと

の相談
そうだん

支援
し え ん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

の形成
けいせい

は有効
ゆうこう

である。 

   

〇 相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の望み
の ぞ み

や願い
ね が い

に向き合い
む  あ  

、地域
ち い き

生活
せいかつ

における

生きづらさ
い    

の解決
かいけつ

に向け
む  

積極的
せっきょくてき

に取り組む
と  く  

ことが求められて
もと       

いる。しかし、相談
そうだん

支援
し え ん

事
じ

業所
ぎょうしょ

が生活
せいかつ

支援
し え ん

の手段
しゅだん

を開発
かいはつ

できないと、相談
そうだん

を受けて
う   

も何
なに

もできない。

生活
せいかつ

支援
し え ん

の手段
しゅだん

を開発
かいはつ

するためには、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

のネットワーク
ね っ と わ ー く

の形成
けいせい

が重要
じゅうよう

で

あり、相談談
そうだんだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

だけではなく、サービス
さ ー び す

管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

や働く
はたら 

ことの相談
そうだん

を行
おこな

っている就労
しゅうろう

援助
えんじょ

センター
せ ん た ー

職員
しょくいん

などもネットワーク
ね っ と わ ー く

に加わって
く わ わ っ て

、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の

充実
じゅうじつ

を図って
はか    

いくことが重要
じゅうよう

である。 

さらに、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

は、本人
ほんにん

や家族
か ぞ く

が参加
さ ん か

しやすい勉強会
べんきょうかい

や情報
じょうほう

交換会
こうかんかい

を

開催
かいさい

し、本人
ほんにん

の望み
の ぞ  

や願い
ね が  

に寄り添った
よ  そ   

相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

づくりにつなげていくことも

必要
ひつよう

である。 

   

（（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

の推進
すいしん

） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

していきいきと暮
く

らすためには、障
しょう

がいに起因
き い ん

する生活
せいかつ

課題
か だ い

の解決
かいけつ

だけでなく、居住
きょじゅう

支援
し え ん

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

等
など

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

、再犯
さいはん

防止
ぼ う し

・更生
こうせい

支援
し え ん

などの他
た

分野
ぶ ん や

においても必要
ひつよう

な対応
たいおう

がなされることが重要
じゅうよう

であり、そのためには、

地域
ち い き

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

のシステム
し す て む

づくりに関
かん

し、中核的
ちゅうかくてき

役割
やくわり

を担
にな

う自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

が

しっかりと機能
き の う

してくことが重要
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、（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

の推進
すいしん

に向
む

け、他
た

地域
ち い き

における

好事例
こうじれい

や運営
うんえい

ノウハウ
の う は う

等
など

について情報
じょうほう

提供
ていきょう

するなどの取組
と り く

みを進
すす

めることが重要
じゅうよう

である。その際
さい

、新
あら

たな縦割
た て わ

りが生
しょう

じないように、庁内
ちょうない

横断的
おうだんてき

な体制
たいせい

を構築
こうちく

し、

各部局
かくぶきょく

が所掌
しょしょう

する施策
せ さ く

が有機的
ゆうきてき

に連携
れんけい

するように配慮
はいりょ

しながら取組
と り く

みを進
すす

めるべき

である。 

   

〇 （自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

が生活
せいかつ

課題
か だ い

を十分
じゅうぶん

に把握
は あ く

し、地域
ち い き

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

が障
しょう

がい

当事者
とうじしゃ

の望
のぞ

みや願
ねが

いに耳
みみ

を傾け
かたむ 

必要
ひつよう

な対応
たいおう

を講
こう

じることができるよう、県
けん

と市町村
しちょうそん

の関係
かんけい

をつなぐメゾ
め ぞ

的
てき

なネットワーク
ね っ と わ ー く

と両方
りょうほう

にエンジン
え ん じ ん

を作
つく

る仕組み
し く  

を、現実的
げんじつてき

に
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考えて
かんが   

いくべきである。 

   

（地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の設置
せ っ ち

の促進
そくしん

） 

〇 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

１は、医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がいや遷延性
せんえんせい

意識障
いしきしょう

が

い、あるいは、強度
きょうど

行動
こうどう

障
しょう

がい、高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

がい等
など

の支援
し え ん

が難
むずか

しい人
ひと

への対応
たいおう

が十分
じゅうぶん

に図
はか

られるよう、多職種
たしょくしゅ

連携
れんけい

の強化
きょうか

を図
はか

るとともに、緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

や備
そな

えに

ついて、医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

も含
ふく

め、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支援
し え ん

する協 力
きょうりょく

体制
たいせい

の構築
こうちく

が期待
き た い

され

ている。 

県
けん

においては、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備済
せいびすみ

市町村数
しちょうそんすう

が 12市町
し ま ち

（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

実績
じっせき

）

と、障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

の目標値
もくひょうち

を下回
したまわ

っていることから、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

を図
はか

り、

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の整備
せ い び

が進
すす

むよう、全国
ぜんこく

の好事例
こうじれい

の紹介
しょうかい

、関係事
かんけいじ

業者
ぎょうしゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

の設定
せってい

等
とう

に努
つと

めるべきである。 

   

（伴走型
ばんそうがた

の支援
し え ん

の推進
すいしん

） 

〇 深刻化
しんこくか

する「社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

」に対応
たいおう

するため「つながり続
つづ

けること」を目的
もくてき

とする 

支援
し え ん

として、「伴走型
ばんそうがた

支援
し え ん

」２が提唱
ていしょう

されている。社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

は、生
い

きる意欲
い よ く

や働
はたら

く

意欲
い よ く

の低下
て い か

、社会的
しゃかいてき

サポート
さ ぽ ー と

とつながらない等
とう

のリスク
り す く

を生
う

むことから、障
しょう

がいが

あることにより、さらに深刻
しんこく

な事態
じ た い

を招
まね

く恐
おそ

れがある。これまでの「問題
もんだい

解決型
かいけつがた

支援
し え ん

」

だけでなく、ひとりにさせない地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

すべきである。 

   

  〇 困
こま

っている人
ひと

がいたらまずは会
あ

いに行
い

くことが重要
じゅうよう

である。家族
か ぞ く

も含
ふく

め気
き

にかけ

て心配
しんぱい

してくれる相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

等
など

の支援者
しえんしゃ

が身近
み じ か

にいることで、障
しょう

がい者
しゃ

の辛
つら

い

思
おも

いは軽減
けいげん

される。支援
し え ん

する側
がわ

も本人
ほんにん

とともに安心
あんしん

し合
あ

い、あるいは、不安
ふ あ ん

に思
おも

っ

たり、心配
しんぱい

したり、我慢
が ま ん

したりすることもあり得
え

るが、諦
あきら

めずに関
かか

わり続
つづ

けること

が大切
たいせつ

である。 

   

  〇 相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

等
など

の支援者
しえんしゃ

は、本人
ほんにん

の思
おも

いをしっかりと受
う

け止
と

め、叶
かな

える方法
ほうほう

を

一緒
いっしょ

に考
かんが

え、悩
なや

み、話
はな

し合
あ

い、本人
ほんにん

が望
のぞ

む暮
く

らしや目指
め ざ

すことに向
む

かうための力
ちから

になるべきである。思
おも

いが十分
じゅうぶん

に言葉
こ と ば

にできなかったり、悩
なや

みながら暮
く

らしている

ときに、しっかりと話
はなし

を聴
き

き、一緒
いっしょ

に悩
なや

み、もがく存在
そんざい

であるという支援
し え ん

の姿
すがた

を

目指
め ざ

すべきである。 

   

〇 こうした伴走型
ばんそうがた

支援
し え ん

を推進
すいしん

するに当
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

をはじめとする

専門
せんもん

職
しょく

、地域
ち い き

の様々な機関
き か ん

・団体
だんたい

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が、「ひとりにさせない地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」

という地域
ち い き

のあり方
かた

について、理念
り ね ん

を共有
きょうゆう

することが大事
だ い じ

である。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

の様々
さまざま

な人
ひと

たちが出会
で あ

い、学
まな

び合
あ

い、地域
ち い き

における多様
た よ う

なつながりが生
う
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まれやすくなる環境
かんきょう

整備
せ い び

（プラットフォーム
ぷ ら っ と ふ ぉ ー む

づくり）を進
すす

めるべきである。 

   

〇 また、相談
そうだん

支援
し え ん

は、すべての支援者
しえんしゃ

の本来
ほんらい

業務
ぎょうむ

であると認識
にんしき

すべきである。支援
し え ん

し

ている人
ひと

が自身
じ し ん

が望
のぞ

む暮らし方
 く    かた

ではない、他
ほか

の暮らし方
く    か た

を体験
たいけん

したいと感
かん

じていた

り、相談
そうだん

に乗って
の   

ほしいという思
おも

いが感
かん

じられた場合
ば あ い

等
とう

に、他
た

の事業所
じぎょうしょ

のサービス
さ ー び す

管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

とのつながりを作
つく

っていく取組
と り く

みも重要
じゅうよう

である。 

   

（包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

） 

〇 県内
けんない

の各市町村
かくしちょうそん

における重層的
じゅうそうてき

支援
し え ん

体制
たいせい

整備
せ い び

事業
じぎょう

を活用
かつよう

した包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

は様々
さまざま

である。このため、県
けん

は、各市町村
かくしちょうそん

における包括的
ほうかつてき

な相談支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

するため、各市町村
かくしちょうそん

の課題
か だ い

の共有
きょうゆう

や意見
い け ん

交換
こうかん

を行
おこな

う連絡会
れんらくかい

の開催
かいさい

や、全国
ぜんこく

の好事例
こうじれい

を学
まな

ぶ研修会
けんしゅうかい

を実施
じ っ し

すること等
とう

により、市町村
しちょうそん

の取組
と り く

みを

支援
し え ん

するべきである。また、その連絡
れんらく

会議
か い ぎ

等
など

には、市町村
しちょうそん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、

関係
かんけい

機関
き か ん

職員
しょくいん

などにも参加
さ ん か

してもらい、議論
ぎ ろ ん

を進
すす

めるべきである。 

   

（県立
けんりつ

施設
し せ つ

における不適切
ふてきせつ

支援
し え ん

の解消
かいしょう

） 

〇 県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

では、身体
しんたい

拘束
こうそく

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

があるにもかかわらずサービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

が変更
へんこう

されず、支給
しきゅう

決定
けってい

が続
つづ

けられている実態
じったい

がある。このことは、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

や市町村
しちょうそん

ケースワーカー
け ー す わ ー か ー

との関係
かんけい

が希薄
き は く

であり、入所者
にゅうしょしゃ

は極めて
きわ    

厳
きび

しい

状態
じょうたい

に置
お

かれているといえ、それを容認
ようにん

している県
けん

にも問題
もんだい

がある。県
けん

の責任
せきにん

のも

と、早急
そうきゅう

に、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

等
など

が本人
ほんにん

と面接
めんせつ

を行
おこな

い、サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の適切
てきせつ

な

モニタリング
も に た り ん ぐ

を行
おこな

うとともに、市町村
しちょうそん

の支給
しきゅう

決定
けってい

のあり方
かた

を検討
けんとう

すべきである。 

   

〇 県立
けんりつ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

に対する支援
し え ん

に関
かん

し、市町村
しちょうそん

のケースワーカー
け ー す わ ー か ー

は、自分
じ ぶ ん

たちの

仕事
し ご と

ではないと捉
とら

えるのではなく、むしろ、住民
じゅうみん

である障
しょう

がい者
しゃ

が虐待
ぎゃくたい

被害
ひ が い

を受
う

ける恐れ
おそ  

があるという視点
し て ん

から対応
たいおう

すべきであり、非常
ひじょう

に深刻
しんこく

なケース
け ー す

については、

セーフティーネット
せ ー ふ て ぃ ー ね っ と

として本人
ほんにん

に会
あ

うことが重要
じゅうよう

である。 

   
   

１）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

のＨ Ｐ
ホームページ

によると、「障害児者
しょうがいじしゃ

の重度化
じゅうどか

・高齢化
こうれいか

や「親
おや

亡き
な  

後
あと

」を見据え
み す え

、居住
きょじゅう

支援
し え ん

のための機能
き の う

（相談
そうだん

、

緊急
きんきゅう

時
じ

の受け入れ
う  い  

・対応
たいおう

、体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

、専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

、地域
ち い き

の体制づくり
たいせい     

）を、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応じた
お う   

創意
そ う い

工夫
く ふ う

により整備
せ い び

し、障害児者
しょうがいじしゃ

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支える
ささ    

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

すること」としている。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

伴走型
ばんそうがた

支援
し え ん

協会
きょうかい

の共同
きょうどう

代表
だいひょう

である奥田
お く だ

知志氏
し

（特定非営利活動法人抱樸
とくていひえいりかつどうほうじんほうきじ

 理事長
りじちょう

）は、同協会
どうきょうかい

のＨ Ｐ
ホームページ

で、「伴走型
ばんそうがた

支援
し え ん

は、深刻化
しんこくか

する「社会的
しゃかいてき

孤立
こ り つ

」に対応
たいおう

するため「つながり続
つづ

けること」を目的
もくてき

とする支援
し え ん

であ

る。それは「孤立
こ り つ

しない社会
しゃかい

の創造
そうぞう

」を目指す
め ざ  

社会
しゃかい

活動
かつどう

だと言
い

える」「伴走型
ばんそうがた

支援
し え ん

においては「時間
じ か ん

」の捉え方
とら  かた

も特徴的
とくちょうてき

である。問題
もんだい

解決型
かいけつがた

支援
し え ん

は、「支援
し え ん

開始
か い し

から支援
し え ん

終結
しゅうけつ

」という「限られた
かぎ      

時間軸
じかんじく

」でなされる。「つながり続
つづ

ける」こと

を目指す
め ざ  

伴走型
ばんそうがた

支援
し え ん

は、「人生
じんせい

という時間軸
じかんじく

」を持
も

つことになる。それゆえ伴走型
ばんそうがた

支援
し え ん

は、「共
とも

に生きる
い   

日常
にちじょう

」を構築
こうちく

す

るため「ひとりにさせない地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の創造
そうぞう

」へと至る
いた  

」と述
の

べている。2021 
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③ 「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」や「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」等
とう

の

理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

（障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

のない地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

） 

 

ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

〇 「理念
り ね ん

」とは、「その事
こと

がどうあるべきかという根本的
こんぽんてき

な考
かんが

え」を指
さ

す１。企業
きぎょう

で

あれば、経営
けいえい

に係
かか

る理念
り ね ん

を掲
かか

げて、それに沿
そ

って将来
しょうらい

ありたい姿
すがた

としてビジョン
び じ ょ ん

を

描
えが

く。つまり、企業
きぎょう

の存在
そんざい

意義
い ぎ

や目的
もくてき

を表明
ひょうめい

した企業
きぎょう

経営
けいえい

の最上位
さいじょうい

のものである。

障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

についても、それがどうあるべきかという基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を据
す

えて、

将来
しょうらい

何
なに

を実現
じつげん

するのか、ビジョン
び じ ょ ん

の実現
じつげん

に戦略的
せんりゃくてき

に取
と

り組
く

んでいくべきである。 

 

〇 我
わ

が国
くに

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

に係
かか

る理念
り ね ん

の大
おお

きな転換点
てんかんてん

は、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

の創設
そうせつ

に向
む

けた議論
ぎ ろ ん

に続
つづ

く社会
しゃかい

福祉
ふ く し

基礎
き そ

構造
こうぞう

改革
かいかく

による、措置
そ ち

制度
せ い ど

から利用
り よ う

契約
けいやく

制度
せ い ど

への

移行
い こ う

であろう。この時
とき

に、「利用者本
りようしゃほん

位
い

」の理念
り ね ん

を実体化
じったいか

した制度
せ い ど

として支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

が登場
とうじょう

したが、この転換
てんかん

に至
いた

る背景
はいけい

として、｢完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平等
びょうどう

｣ を謳
うた

った国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

（ 1981 年
ねん

） と 、 そ の 後
ご

の 10 年
ねん

の 間
あいだ

に ､ ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

(normalization)理念
り ね ん

や自立
じ り つ

生活
せいかつ

(Independent Living: IL)理念
り ね ん

といった欧米
おうべい

の障
しょう

がい者
しゃ

思想
し そ う

の定着
ていちゃく

があったことに異論
い ろ ん

をはさむ人
ひと

はいないと思
おも

われる｡ 

 

〇 ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

(normalization)理念
り ね ん

は北欧
ほくおう

の知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の施設
し せ つ

にお 

ける非人間的
ひにんげんてき

処遇
しょぐう

の反省
はんせい

から生成
せいせい

した理念
り ね ん

で､ 生
う

まれ育
そだ

った地域
ち い き

社会
しゃかい

においてすべ

ての人
ひと

が普通
ふ つ う

に暮
く

らすことができる条件
じょうけん

整備
せ い び

をめざすものである。また、自立
じ り つ

生活
せいかつ

(Independent Living: IL)理念
り ね ん

は､それまで施設
し せ つ

や病院
びょういん

などで受
う

け身
み

で抑圧的
よくあつてき

な

生活
せいかつ

を強
し

いられてきた障
しょう

がい者
しゃ

が､地域
ち い き

社会
しゃかい

において自己
じ こ

決定
けってい

し自己
じ こ

選択
せんたく

すること

により自
みずか

ら積極的
せっきょくてき

に介助
かいじょ

サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

しながら主体的
しゅたいてき

に生活
せいかつ

することを支持
し じ

す

る理念
り ね ん

である｡ 近年
きんねん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

は、これらの理念
り ね ん

に少
すくな

なからず影響
えいきょう

を

受
う

け、自己
じ こ

決定
けってい

と自己
じ こ

選択
せんたく

を旨
むね

とする障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

運動
うんどう

とも互
たが

いに関
かか

わり合
あ

いなが

ら、形作
かたちづく

られていった。 

 

〇 平成
へいせい

18（2006）年
ねん

、「障
しょう

がいは人権
じんけん

問題
もんだい

である」（Disability is a human rights 

issue）、「私
わたし

たちのことを私
わたし

たち抜
ぬ

きで決
き

めないで（Nothing About us without 

us）」を合言葉
あいことば

に世界中
せかいじゅう

の障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が結集
けっしゅう

し、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

が国連
こくれん

で採択
さいたく

された。条約
じょうやく

は、障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

や基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

を確保
か く ほ

し、障
しょう

がい者
しゃ

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

するため、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

の実現
じつげん

のための措置
そ ち

等
とう

を規定
き て い

する

もので、教育
きょういく

、保健
ほ け ん

、労働
ろうどう

・雇用
こ よ う

、社会
しゃかい

保障
ほしょう

、余暇
よ か

活動
かつどう

へのアクセス
あ く せ す

など様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

での取組
と り く

みを締約
ていやく

国
こく

に求
もと

めている。 
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〇 我
わ

が国
くに

は、同条約
どうじょうやく

の批准
ひじゅん

に向
む

けて、平成
へいせい

23年
ねん

、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

を改
かい

正
せい

し、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の趣旨
し ゅ し

に沿
そ

った 障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

の推進
すいしん

を図
はか

るため、 障
しょう

がい者
しゃ

を、

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら、自
みずか

らの決定
けってい

に基
もと

づき社会
しゃかい

のあらゆる活動
かつどう

に参加
さ ん か

する主体
しゅたい

としてとらえ、障
しょう

がい者
しゃ

があらゆる分野
ぶ ん や

において分
わ

け隔
へだ

てられることなく、他者
た し ゃ

と

共生
きょうせい

することができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を新
あら

たに規定
き て い

した。今日
こんにち

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

を進
すす

める上
うえ

での中核的
ちゅうかくてき

な理念
り ね ん

は障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

に求
もと

められるのであり、その基底
き て い

にある考
かんが

えは、広
ひろ

く共有
きょうゆう

されるべき普遍的
ふへんてき

な理念
り ね ん

であると言
い

える。こうして、我
わ

が

国
くに

は、平成
へいせい

26（2014年
ねん

）１月
がつ

に同条約
どうじょうやく

を批准
ひじゅん

した。 

 

〇 我
わ

が国
くに

では、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

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

の制定
せいてい

（平成
へいせい

24（2012）

年
ねん

６月
がつ

）、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の制定
せいてい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

の改正
かいせい

（平成
へいせい

25（2013）

年
ねん

６月
がつ

）など、様々
さまざま

な法制度
ほうせいど

整備
せ い び

が行
おこな

われた。 

 

〇 新
あら

たに制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の目的
もくてき

規定
き て い

においては、「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の

基本的
きほんてき

な理念
り ね ん

にのっとり、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と等
ひと

しく、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享
きょう

有
ゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

さ

れる権利
け ん り

を有
ゆう

することを踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する

基本的
きほんてき

な事項
じ こ う

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

す

るための措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めることにより、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

し、もっ

て全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを目的
もくてき

とする」と規定
き て い

して

いる。 

 

〇 これまで、この本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

においては、2040年
ねん

頃
ころ

の神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の姿
すがた

はどうあるべきか検討
けんとう

し、その実現
じつげん

に向
む

けて、どのような施策
し さ く

等
など

を講
こう

ずるべきかを

議論
ぎ ろ ん

してきたが、その出発点
しゅっぱつてん

は、平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

26日
にち

に発生
はっせい

した、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

である。 

 

〇 それは、19名
めい

の尊
とうと

い生命
い の ち

が奪
うば

われる大変
たいへん

痛
いた

ましい事件
じ け ん

であり、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

す

る偏見
へんけん

や差別的
さべつてき

思考
し こ う

から引
ひ

き起
お

こされたと伝
つた

えられ、障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

のみなら

ず、多
おお

くの県民
けんみん

に、言
い

いようもない衝撃
しょうげき

と不安
ふ あ ん

を与
あた

えた。このような事件
じ け ん

が二度
に ど

と

繰
く

り返
かえ

されないよう、県
けん

は県
けん

議会
ぎ か い

と一緒
いっしょ

になって、平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

、「ともに生
い

きる

社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」を策定
さくてい

し、その啓発
けいはつ

普及
ふきゅう

に取
と

り組
く

んできた。 

 

〇 しかし、県立
けんりつ

施設
し せ つ

において、利用者
りようしゃ

に対
たい

し、長時間
ちょうじかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

など虐待
ぎゃくたい

が疑
うたが

われ

るような不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が長期
ちょうき

にわたり行
おこな

われてきたことが有識者
ゆうしきしゃ

による検証
けんしょう

から
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明
あき

らかとなった。また、指導
し ど う

すべき立場
た ち ば

にある県
けん

自身
じ し ん

も、支援
し え ん

内容
ないよう

は現場
げ ん ば

任
まか

せで、身体
しんたい

拘束
こうそく

に関
かん

する正
ただ

しい知識
ち し き

が不足
ふ そ く

していたことも判明
はんめい

し、利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

を主眼
しゅがん

に置
お

い

た管理的
かんりてき

な支援
し え ん

ではなく、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いを第一
だいいち

に考
かんが

え、その可能性
かのうせい

を最大限
さいだいげん

引
ひ

き出
だ

す、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

った支援
し え ん

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

が求
もと

められた。 

 

〇 こうしたことから、県
けん

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

と意見
い け ん

交換
こうかん

を重
かさ

ね、令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

、芹
せり

が

谷
や

やまゆり園
えん

の開所式
かいしょしき

において、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」を発信
はっしん

する

に至
いた

った２。この宣言
せんげん

は、これまでの「支援者
しえんしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

」から「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

」に転換
てんかん

し、障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

や障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

のない、「ともに生
い

きる

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

に全力
ぜんりょく

を尽
つ

くすという県
けん

の決意
け つ い

を示
しめ

すものであった。 

 

 

イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

（これまでの取組
と り く

み） 

〇 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

のような悲惨
ひ さ ん

な事件
じ け ん

を二度
に ど

と繰
く

り返
かえ

さないという強
つよ

い決意
け つ い

で策定
さくてい

された「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」については、障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

だけでなく、人権
じんけん

擁護
よ う ご

の観点
かんてん

から取組
と り く

む諸施策
しょしさく

の思想的
しそうてき

支柱
しちゅう

とされており、憲章
けんしょう

と

して引
ひ

き続
つづ

き残
のこ

していくべきものである。 

 

〇 また、昨年
さくねん

（令和
れ い わ

３年
ねん

）11月
がつ

に、県
けん

が発信
はっしん

した「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」

に込
こ

められた、「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

」への発想
はっそう

の転換
てんかん

、障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

や障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

のない、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

」の実現
じつげん

についての県
けん

の決意
け つ い

は極
きわ

めて重
おも

た

いものである。 

 

〇 加
くわ

えて、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が世
よ

の中
なか

を動
うご

かし、制度的
せいどてき

に形作
かたちづく

 

られたものであり、我
わ

が国
くに

においても平成
へいせい

26年
ねん

に同条約
どうじょうやく

を批准
ひじゅん

し、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

等
とう

の改
かい

正
せい

につながるなど、障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

の普遍的
ふへんてき

な考
かんが

え方
かた

を明
あき

らかにして

いるものと言
い

うことができる。 

 

（求
もと

められる環境
かんきょう

や支援
し え ん

） 

〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

の思
おも

いや気持
き も

ちを考
かんが

えるためには、様々
さまざま

な選択
せんたく

や体験
たいけん

を経験
けいけん

することが必要
ひつよう

である。県
けん

は、当事者
とうじしゃ

がそうした選択
せんたく

や経験
けいけん

をできるよう、よ

り一層
いっそう

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

ができる環境
かんきょう

を整備
せ い び

すべきである。 

 

〇 尊厳
そんげん

が守
まも

られる社会
しゃかい

の構築
こうちく

を実現
じつげん

していくことが肝要
かんよう

であるが、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
とう

にお
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いて、居室
きょしつ

施錠
せじょう

等
とう

の身体
しんたい

拘束
こうそく

を受
う

けている当事者
とうじしゃ

がいる状 況
じょうきょう

は、尊厳
そんげん

が守
まも

られた

社会
しゃかい

とは言
い

えない。県
けん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の尊厳
そんげん

が守
まも

られた社会
しゃかい

を創
つく

るた

め、身体
しんたい

拘束
こうそく

ゼロ
ぜ ろ

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
と り く

みを、さらに進
すす

めるべきである。 

 

〇 さらに、 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

といった観点
かんてん

から、支援者
しえんしゃ

が実施
じ っ し

困難
こんなん

である

理由
り ゆ う

ばかりを言
い

って否定
ひ て い

することや、一方的
いっぽうてき

に答
こた

えを出
だ

してしまうと、支援者
しえんしゃ

と分
わ

か

り合
あ

えないと感
かん

じてしまう。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

の望
のぞ

みや願
ねが

いと

いったことをしっかりと聞
き

き、当事者
とうじしゃ

と一緒
いっしょ

に悩
なや

み、もがきながら支援
し え ん

を行
おこな

うとい

った姿勢
し せ い

を大切
たいせつ

にすべきである。 

 

〇 どのような取組
と り く

みにおいても、様々
さまざま

困難
こんなん

な事情
じじょう

があっても取組
と り く

みを進
すす

めることが

できるグループ
ぐ る ー ぷ

と、いろいろな手立
て だ

てを講
こう

じても動
うご

くことができないグループ
ぐ る ー ぷ

に分
わ

かれ、いわば「ふたこぶラクダ
ら く だ

の山
やま

」のような谷間
た に ま

ができてしまう。県
けん

は、いろいろ

な手立
て だ

てを講
こう

じても動
うご

くことができていないグループ
ぐ る ー ぷ

に対
たい

して、取組
と り く

みを進
すす

められ

ているグループ
ぐ る ー ぷ

の好事例
こうじれい

を共有
きょうゆう

するなど、谷間
た に ま

を乗
の

り越
こ

え、皆
みな

が取組
と り く

みを進
すす

める

土壌
どじょう

を作
つく

ることが重要
じゅうよう

である。 

 

（当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

った普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

み作
づく

りの必要性
ひつようせい

） 

〇 今後
こ ん ご

、本報告書
ほんほうこくしょ

の提言
ていげん

を踏
ふ

まえ、当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

った、様々
さまざま

な障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

が、神奈川
か な が わ

において展開
てんかい

されていくことが期待
き た い

されるが、長期的
ちょうきてき

な視点
し て ん

をもって、

施策
し さ く

の実効性
じっこうせい

を検証
けんしょう

しながら、着実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

・継続
けいぞく

していくことが重要
じゅうよう

であり、そ

のための普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みとして、条例
じょうれい

の制定
せいてい

が検討
けんとう

されている。 

県
けん

は、当事者
とうじしゃ

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と適
てき

切
せつ

に意見
い け ん

交換
こうかん

を 行
おこな

うとともに、政令
せいれい

指定
し て い

都市
と し

や 

中核
ちゅうかく

市
し

を含
ふく

む市町村
しちょうそん

とも十分
じゅうぶん

に連携
れんけい

を図
はか

り、当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

った障
しょう

がい福祉
ふ く し

の

実現
じつげん

に向
む

けた取組
と り く

み、オール
お ー る

神奈川
か な が わ

で進
すす

めるべきである。 

 

（条例化
じょうれいか

に当
あ

たり盛
も

り込
こ

むべき理念
り ね ん

） 

〇 このような経緯
け い い

を踏
ふ

まえると、新
あら

たに制定
せいてい

される条例
じょうれい

全体
ぜんたい

に通
つう

ずる基本的
きほんてき

な理念
り ね ん

については、上記
じょうき

の「憲章
けんしょう

」や「宣言
せんげん

」に込
こ

められた「思
おも

い」や「決意
け つ い

」を出発点
しゅっぱつてん

とし、今日
こんにち

、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

等
とう

によって確立
かくりつ

した以下
い か

のような普遍的
ふへんてき

な考
かんが

え方
かた

を

軸
じく

として、今後
こ ん ご

、全庁的
ぜんちょうてき

、全県的
ぜんけんてき

に議論
ぎ ろ ん

していくべきである。 

① 個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されること 

② 心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

け、互
たが

いにいのち輝
かがや

く支援
し え ん

であること 

③ 希望
き ぼ う

する暮
く

らし方
かた

ができること 

④ 可能性
かのうせい

を引
ひ

き出
だ

す、専門性
せんもんせい

の高
たか

い個別的
こべつてき

なサポート
さ ぽ ー と

であること 

⑤ 政策
せいさく

決定
けってい

過程
か て い

への当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

があること 
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⑥ 持続
じ ぞ く

可能
か の う

で多様性
たようせい

と、違
ちが

いを認
みと

め誰
だれ

も排除
はいじょ

しない社会
しゃかい

を実現
じつげん

すること 

⑦ 皆
みな

で地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を創
つく

っていくこと 

 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

や障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

のない、誰
だれ

もがいのち輝
かがや

かせて暮
く

らすことので

きる地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、県
けん

は、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

を忘
わす

れず、オール
お ー る

神奈川
か な が わ

で当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

を推進
すいしん

していくよう、前述
ぜんじゅつ

の基本的
きほんてき

な理念
り ね ん

につ

いて、広
ひろ

く、市町村
しちょうそん

や事業者
じぎょうしゃ

、県民
けんみん

と共有
きょうゆう

できるよう、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

むべきで

ある。 

 

 

１）「〔精選版
せいせんばん

〕日本
に ほ ん

国語
こ く ご

大辞典
だいじてん

 第二版
だいにはん

」編
へん

/小学館
しょうがっかん

、2006 

２）津久井
つ く い

やまゆり園
えん

再生
さいせい

基本
き ほ ん

構想
こうそう

に基づき
もと    

、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

から施設
し せ つ

整備
せ い び

を行
おこな

ってきた新しい
あたら   

芹
せり

が谷
や

やまゆり園
えん

が完成
かんせい

し、11月
がつ

16日
にち

に開所式
かいしょしき

を行
おこな

った。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

の 2 つの施設
し せ つ

の開所
かいしょ

を新
あたら

しい障
しょう

がい福
ふく

祉
し

のスタート
す た ー と

と位置付
い ち づ

け、県
けん

が「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

～あなたの心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

け、お互
たが

い

の心
こころ

が輝
かがや

くことを目指
め ざ

します～」を発信
はっしん

した。（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dn6/tijisengen.html） 
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６ 先駆的
せんくてき

な取組
と り く

みや理念
り ね ん

の積極的
せっきょくてき

な取込
と り こ

み 

① 多様
た よ う

な価値観
か ち か ん

の取込
と り こ

み 

 

ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

【文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

】 

〇 我
わ

が国
くに

における障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

は、近年
きんねん

、障
しょう

がい分野
ぶ ん や

だけではなく、

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

からも機運
き う ん

が高
たか

まっており、平成
へいせい

30（2018）年
ねん

には、議員
ぎ い ん

立法
りっぽう

により

「障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

推進法
すいしんほう

）」が

成立
せいりつ

した。もとより、平成
へいせい

７（1995）年
ねん

に策定
さくてい

された「障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

」には、障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

を目指
め ざ

し、芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の振興
しんこう

が施策
し さ く

の一
ひと

つとして掲
かか

げ

られ、その後
ご

の「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」においても文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の振興
しんこう

が施策
し さ く

の一
ひと

つと

して位置
い ち

付
づ

けられてきた。 

 

〇 文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

施策
し さ く

においては、平成
へいせい

29（2017）年
ねん

に制定
せいてい

された「文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

基本法
きほんほう

」

に、障
しょう

がいの有
う

無
む

等
とう

にかかわらず、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

の機会
き か い

を享受
きょうじゅ

することができる環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

ることが基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として示
しめ

され、これを受
う

けて平成
へいせい

30（2018）年
ねん

に制定
せいてい

された「文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

推進
すいしん

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

１期
き

）」において、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

による社会
しゃかい

包摂
ほうせつ

の

推進
すいしん

や 障
しょう

がい者
しゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

環境
かんきょう

の整備
せ い び

等
とう

が重要
じゅうよう

な施策
し さ く

として

位置
い ち

づけられている。 

 

〇 前後
ぜ ん ご

して、平成
へいせい

19（2007）年
ねん

、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

により「障害者
しょうがいしゃ

アート
あ ー と

推進
すいしん

のための懇談会
こんだんかい

」が開催
かいさい

され、美術
びじゅつ

・福祉
ふ く し

の有識者
ゆうしきしゃ

による意見
い け ん

交換
こうかん

が行
おこな

われた。

平成
へいせい

25（2013）年
ねん

には文化庁
ぶんかちょう

・厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

により「障害者
しょうがいしゃ

の芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

への支援
し え ん

を

推進
すいしん

するための懇談会
こんだんかい

」が開催
かいさい

され、中間
ちゅうかん

取
と

りまとめでは、障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の支援
し え ん

をより一層
いっそう

推進
すいしん

する「裾野
す そ の

を広
ひろ

げる」視点
し て ん

と、芸術性
げいじゅつせい

の高
たか

い作品
さくひん

を国内外
こくないがい

に

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

として発信
はっしん

していく「優
すぐ

れた才能
さいのう

を伸
の

ばす」視点
し て ん

を踏
ふ

まえた仕組
し く

み作
づく

りを

行
おこな

うことが支援
し え ん

の方向性
ほうこうせい

として重要
じゅうよう

とされた。 

 

〇 この中間
ちゅうかん

取
と

りまとめを踏
ふ

まえ、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

から平成
へいせい

28年度
ね ん ど

まで、国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

と

して、地域
ち い き

における障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を支援
し え ん

する「障害者
しょうがいしゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

支援
し え ん

モデル
も で る

事業
じぎょう

」が実施
じ っ し

されることとなり、平成
へいせい

29年度
ね ん ど

からは、そのモデル
も で る

事業
じぎょう

の成果
せ い か

を全国
ぜんこく

に展開
てんかい

する「障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

普及
ふきゅう

支援
し え ん

事業
じぎょう

」が実施
じ っ し

されている。また、

文化庁
ぶんかちょう

では、障
しょう

がい者
しゃ

の優
すぐ

れた文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の国内外
こくないがい

での公演
こうえん

・展示
て ん じ

の実施
じ っ し

など、

障
しょう

がい者
しゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の充
じゅう

実
じつ

に向
む

けた支援
し え ん

を実施
じ っ し

している。 
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〇  県
けん

では、令和
れ い わ

２年
ねん

４月
がつ

より「神奈川県
か な が わ け ん

障
しょう

がい者
しゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

（運営
うんえい

：認定
にんてい

ＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

ＳＴ
えすてぃー

スポット
す ぽ っ と

横浜
よこはま

）」を設置
せ っ ち

し、障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を振
しん

興
こう

しており、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

の主
おも

な実績
じっせき

としては、障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

に関
かん

する

相談
そうだん

支援
し え ん

が42件
けん

、人材
じんざい

育成
いくせい

として実施
じ っ し

した、コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の養成
ようせい

研修会
けんしゅうかい

への

参加者
さんかしゃ

が延
の

べ188名
めい

、ワ
わ

ー
ー

ク
く

ショップ
し ょ っ ぷ

実施
じ っ し

事業
じぎょう

が延
の

べ12回
かい

、発表
はっぴょう

の機会
き か い

の創出
そうしゅつ

が延
の

べ197名
めい

などとなっている。 

 

〇 また、県
けん

は、障
しょう

がいの程度
て い ど

や状態
じょうたい

にかかわらず、誰
だれ

もが文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を鑑賞
かんしょう

、創作
そうさく

、

発表
はっぴょう

する機会
き か い

を創出
そうしゅつ

する目的
もくてき

から、「神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

祭
さい

」を年
ねん

１回
かい

開催
かいさい

（受託
じゅたく

：公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

神奈川県
か な が わ け ん

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

連合会
れんごうかい

）しており、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

には16の

団体
だんたい

・個人
こ じ ん

が出展
しゅってん

するとともに、６団体
だんたい

が出演
しゅつえん

し、208名
めい

の来場
らいじょう

があった（令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

対策
たいさく

のため、出展
しゅってん

のみ）。 

 

〇 さらに令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

からは、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」の理念
り ね ん

を踏
ふ

まえ、

障
しょう

がいの程度
て い ど

や状態
じょうたい

にかかわらず、誰
だれ

もが文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を鑑賞
かんしょう

、創作
そうさく

、発表
はっぴょう

する機会
き か い

の創出
そうしゅつ

や環境
かんきょう

整備
せ い び

を行
おこな

い、障
しょう

がい者
しゃ

が自
みずか

ら楽
たの

しむための取組
と り く

みを推進
すいしん

すること

により、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

る目的
もくてき

で、「ともいきアートサポート
あ ー と さ ぽ ー と

事業
じぎょう

」も実施
じ っ し

し

ている。 

 

〇 同事業
どうじぎょう

の令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

実績
じっせき

は、県立
けんりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が県内外
けんないがい

で活躍
かつやく

する

アーティスト
あ ー て ぃ す と

等
とう

と制作
せいさく

したアート
あ ー と

作品
さくひん

をアートギャラリー
あ ー と ぎ ゃ ら り ー

など地域
ち い き

で展示
て ん じ

する

「創作
そうさく

×地域
ち い き

展示
て ん じ

」を実施
じ っ し

し、３校
こう

で延
の

べ68人
にん

（全
ぜん

10日間
にちかん

）がワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

に参加
さ ん か

するとともに、４会場
かいじょう

で展示会
てんじかい

を実施
じ っ し

し、6,631人
にん

の来場
らいじょう

があった。令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

か

らは、県立
けんりつ

青少年
せいしょうねん

センター
せ ん た ー

での常設
じょうせつ

展示
て ん じ

、神奈川
か な が わ

県民
けんみん

ホールギャラリー
ほ ー る ぎ ゃ ら り ー

や神奈川
か な が わ

県庁
けんちょう

での巡回
じゅんかい

展示
て ん じ

も実施
じ っ し

している。こうした取組
と り く

みにより、障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の充
じゅう

実
じつ

に向
む

けた環境
かんきょう

整備
せ い び

を進
すす

めている。 

 

【ロボット
ろ ぼ っ と

・ＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

の活用
かつよう

】 

〇 近年
きんねん

、ＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

は目
め

覚
ざ

ましい発展
はってん

を見
み

せ、様々
さまざま

な技術
ぎじゅつ

革新
かくしん

を招来
しょうらい

している。我
わ

が国
くに

においては、令和
れ い わ

２年
ねん

12月
がつ

、「デジタル
で じ た る

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた改革
かいかく

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」が

閣議
か く ぎ

決定
けってい

され、「誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さない、人
ひと

に優
やさ

しいデジタル
で じ た る

化
か

」といった趣旨
し ゅ し

がまと

められた。 

 

〇 令和
れ い わ

３年
ねん

８月
がつ

には、総務省
そうむしょう

及
およ

び厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が「障害者
しょうがいしゃ

にやさしいＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

等
とう

の普及
ふきゅう

に関
かん

する勉強会
べんきょうかい

」を開催
かいさい

し、同年
どうねん

９月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

にアクセシブル
あ く せ し ぶ る

なＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

等
とう

の利用
り よ う

に向
む

けて（主
おも

なご意見
い け ん

の整理
せ い り

）」が取
と

りまとめられ、「誰
だれ

もがデジタル
で じ た る
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活用
かつよう

の利便性
りべんせい

を享受
きょうじゅ

し、多様
た よ う

な価値観
か ち か ん

やライフスタイル
ら い ふ す た い る

を持
も

って豊
ゆた

かな人生
じんせい

を送
おく

る

ことができる包摂的
ほうせつてき

な社会
しゃかい

（デジタル
で じ た る

活用
かつよう

共生
きょうせい

社会
しゃかい

）の実現
じつげん

が求
もと

められる」とされ

た。 

 

〇 今次
こ ん じ

、ＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

を導入
どうにゅう

した様々
さまざま

なコミュニケーションツール
こ み ゅ に け ー し ょ ん つ ー る

が開発
かいはつ

され、重
おも

い

障
しょう

がいがあっても意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることが可能
か の う

となり、障
しょう

がい者
しゃ

の在宅
ざいたく

雇用
こ よ う

が実現
じつげん

したり、通常
つうじょう

の発語
は つ ご

による会話
か い わ

では表明
ひょうげん

困難
こんなん

であった障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の意思
い し

世界
せ か い

を、

文字盤
も じ ば ん

のポインティング
ぽ い ん て ぃ ん ぐ

やパソコン
ぱ そ こ ん

によるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

方法
ほうほう

を使
つか

って示
しめ

すこ

とが可能
か の う

となった事例
じ れ い

も報告
ほうこく

されている。 

 

〇 令和
れ い わ

元年
がんねん

11月
がつ

から、県
けん

の「共生
きょうせい

社会
しゃかい

アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

」として委嘱
いしょく

を受
う

けている髙
たか

野
の

 

元
はじめ

氏
し

は、筋
きん

萎縮性側索
いしゅくせいそくさく

硬化症
こうかしょう

（ＡＬＳ
えーえるえす

）により全身性
ぜんしんせい

の重度
じゅうど

の障
しょう

がいがある。同氏
ど う し

は、必要
ひつよう

な医療
いりょう

・福祉
ふ く し

のサービス
さ ー び す

を使いながら
つか       

、インターネット
い ん た ー ね っ と

、視線
し せ ん

入 力
にゅうりょく

パソコン
ぱ そ こ ん

、

合成
ごうせい

音声
おんせい

再
さい

生
せい

装置
そ う ち

といったＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

を利
り

活用
かつよう

して在宅
ざいたく

生活
せいかつ

を送って
おく    

おり、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む  

た県
けん

の施策
し さ く

に対する
たい    

助言
じょげん

、「ともに生きる
い き る

社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」の

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に関連
かんれん

した講演
こうえん

や研修会
けんしゅうかい

等
など

を行
おこな

っている。同氏
ど う し

は、重度
じゅうど

の障
しょう

がいがあっ

ても適切
てきせつ

な支援
し え ん

とＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

があれば、社会
しゃかい

参加
さ ん か

しながら在宅
ざいたく

生活
せいかつ

が送れる
おく    

という

ことを体現
たいげん

している。 

 

〇 現代
げんだい

社会
しゃかい

において、ノートパソコン
の ー と ぱ そ こ ん

、タブレットパソコン
た ぶ れ っ と ぱ そ こ ん

、スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

等
とう

が

ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

で身近
み ぢ か

なＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

として爆発的
ばくはつてき

に普及
ふきゅう

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で活用
かつよう

し

ている障
しょう

がい者
しゃ

も増
ふ

えてきているが、高齢
こうれい

などを背景
はいけい

とした、I C T
あいしーてぃー

機器
き き

に不慣
ふ な

れ

である等
とう

の理由
り ゆ う

によって、その活用
かつよう

から取
と

り残
のこ

されている人
ひと

もいることが課題
か だ い

とな

っていた。 

このため、県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」に位置
い ち

付
づ

け

られた「障害者
しょうがいしゃ

ＩＣＴ
あいしーてぃー

サポート
さ ぽ ー と

総合
そうごう

推進
すいしん

事業
じぎょう

」により、「かながわ障害者
しょうがいしゃ

ＩＴ
あいてぃー

ネットワーク
ね っ と わ ー く

」（受託
じゅたく

：公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

かながわ福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

振興会
しんこうかい

）を実施
じ っ し

し、パソコン
ぱ そ こ ん

等
とう

のＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

の利
り

活用
かつよう

による障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

に努
つと

めている。同事業
どうじぎょう

に

よるＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

に係
かか

る情報
じょうほう

提供
ていきょう

及
およ

び利用
り よ う

支援
し え ん

の相談
そうだん

等
とう

の令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

実績
じっせき

は、専用
せんよう

サイト
さ い と

へのアクセス
あ く せ す

数
すう

42,534件
けん

、相談
そうだん

件
けん

数
すう

17件
けん

となっている。 

 

【S D Gｓ
えすでぃーじーず

と障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

】 

〇 S D Gｓ
えすでぃーじーず

（Sustainable Development Goals、持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

）は、平成
へいせい

27   

（2015）年
ねん

９月
がつ

の国連
こくれん

サミット
さ み っ と

で加盟
か め い

国
こく

の全会
ぜんかい

一致
い っ ち

で採択
さいたく

された 2030年
ねん

までに

持続
じ ぞ く

可能
か の う

でよりよい世界
せ か い

を目指
め ざ

す国際
こくさい

目標
もくひょう

であり、貧困層
ひんこんそう

、障がい者
しゃ

、女性
じょせい

など弱
よわ

い立場
た ち ば

に置
お

かれやすい人たちを「誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さない（leave no one behind）」
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多様性
たようせい

と包摂性
ほうせつせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん

を誓
ちか

った、発展
はってん

途上
とじょう

国
くに

のみならず先進国
せんしんこく

自身
じ し ん

が取
と

り組
く

む普遍的
ふへんてき

なものとされている。これは、誰
だれ

もが住
す

みなれた地域
ち い き

で、いきいきとい

のち輝
かがや

かせて暮
く

らすことのできる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に通
つう

ずる考
かんが

えでもある。 

 

〇 S D Gｓ
えすでぃーじーず

の 17 の目標
もくひょう

（ゴール
ご ー る

）において、「障
しょう

がい」という言葉
こ と ば

は、すべての

目標
もくひょう

に出
で

てくるわけではなく、目標
もくひょう

４．質
しつ

の高
たか

い教育
きょういく

、目標
もくひょう

８．働
はたら

きがいと経済
けいざい

成長
せいちょう

、目標
もくひょう

10．不平等
ふびょうどう

の是正
ぜ せ い

、目標
もくひょう

11．住
す

み続
つづ

けられる街
まち

づくり、目標
もくひょう

17．

パートナーシップ
ぱ ー と な ー し っ ぷ

の５つの目標
もくひょう

において、「障
しょう

がい」が直接的
ちょくせつてき

な取組
と り く

みの対象
たいしょう

と

して取
と

り上
あ

げられている。 

  

〇 このうち、目標
もくひょう

８「働
はたら

きがいと経済
けいざい

成長
せいちょう

」は、「包括的
ほうかつてき

かつ持続
じ ぞ く

可能
か の う

な経済
けいざい

成長
せいちょう

及
およ

びすべての人々
ひとびと

の完全
かんぜん

かつ生産的
せいさんてき

な雇用
こ よ う

と 働
はたら

きがいのある人間
にんげん

らしい雇用
こ よ う

（ディーセント
て ぃ ー せ ん と

ワーク
わ ー く

）を促進
そくしん

する」とされ、ターゲット
た ー げ っ と

として「2030年
ねん

までに、

若者
わかもの

や障
しょう

がい者
しゃ

を含
ふく

むすべての男性
だんせい

及
およ

び女性
じょせい

の、完全
かんぜん

かつ生産的
せいさんてき

な雇用
こ よ う

及
およ

び働
はたら

き

がいのある人間
にんげん

らしい仕事
し ご と

、ならびに同一
どういつ

労働
ろうどう

同一
どういつ

賃金
ちんぎん

を達成
たっせい

する」と示
しめ

されている。

障
しょう

がい者
しゃ

が、自
みずか

らの能力
のうりょく

を発揮
は っ き

して、就労
しゅうろう

していくことが含
ふく

まれるこの目標
もくひょう

は、

障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

と自立
じ り つ

にとって大変
たいへん

重要
じゅうよう

である。 

 

〇 また、ＩＬＯ
あいえるおー

（国際
こくさい

労働
ろうどう

機関
き か ん

）も、「働
はたら

きがいのある人間
にんげん

らしい仕事
し ご と

」を働
はたら

き方
かた

の目標
もくひょう

として掲
かか

げており、現代
げんだい

社会
しゃかい

においては、各人
かくじん

が生活
せいかつ

との調和
ちょうわ

を保
たも

ちつつそ

の意欲
い よ く

及
およ

び能力
のうりょく

に応
おう

じて就労
しゅうろう

する機会
き か い

が必
かなら

ずしも十分
じゅうぶん

に確保
か く ほ

されていないとの

指摘
し て き

がある。 

 

〇 加
くわ

えて、神奈川
か な が わ

の障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

は、対象
たいしょう

企業
きぎょう

の 2.16 ％
ぱーせんと

（令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

１日
にち

時点
じ て ん

）であり、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の 2.3 ％
ぱーせんと

に届
とど

いていない。企業
きぎょう

等
とう

で障
しょう

がい者
しゃ

の一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を進
すす

める上
うえ

で、「障
しょう

がい者
しゃ

が活躍
かつやく

できる環境
かんきょう

をどのように整
ととの

えたら良
よ

いか分
わ

からない」と企業
きぎょう

等
とう

が感
かん

じていることが課題
か だ い

とされている。 

 

〇 近年
きんねん

、同
おな

じ思
おも

いを持
も

った仲間
な か ま

が共
とも

に働
はたら

く場
ば

として、労働者
ろうどうしゃ

協同
きょうどう

組合
くみあい

、ワーカーズ
わ ー か ー ず

・

コレクティブ
こ れ く て ぃ ぶ

、労働
ろうどう

統合型
とうごうがた

の社会的
しゃかいてき

企業
きぎょう

、支援
し え ん

付
つ

きの中間的
ちゅうかんてき

就労
しゅうろう

などが注目
ちゅうもく

され

ている。これらは、労働
ろうどう

市場
しじょう

から遠
とお

ざけられ、働
はたら

き難
がた

さを抱
かか

えている人
ひと

が働
はたら

くこと

を実現
じつげん

し、社会
しゃかい

参加
さ ん か

が拡
ひろ

がるのではないかと期待
き た い

されている。令和
れ い わ

４（2022）年
ねん

10

月
がつ

には、「労働者
ろうどうしゃ

協同
きょうどう

組合法
くみあいほう

」が施行
し こ う

され、こうした共同
きょうどう

労働
ろうどう

の場
ば

が法
ほう

人格
じんかく

を得
え

や

すくなることから、今後
こ ん ご

、ＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

と並
なら

ぶ新
あたら

しい社会
しゃかい

活動
かつどう

の形
かたち

として、多様
た よ う

な

社会
しゃかい

参加
さ ん か

を実現
じつげん

する方法
ほうほう

の一
ひと

つとなる可能性
かのうせい

がある。 
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〇 障
しょう

がいをはじめ様々
さまざま

な状 況
じょうきょう

にある人々
ひとびと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

と自立
じ り つ

を後押
あ と お

しするため、

S D Gｓ
えすでぃーじーず

などで掲
かか

げられた、誰
だれ

もが受
う

け入
い

れられる、包摂
ほうせつ

する社会
しゃかい

を目指
め ざ

して、行政
ぎょうせい

のみならず、民間
みんかん

の営利
え い り

・非営利
ひ え い り

組織
そ し き

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が相互
そ う ご

に役割
やくわり

を補完
ほ か ん

し合
あ

っていく

ことで、より豊
ゆた

かな地域
ち い き

社会
しゃかい

の構築
こうちく

が期待
き た い

される。 

 

 

 イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

 

 （障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

）  

〇 障
しょう

がい者
しゃ

が生
う

み出
だ

す文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

には、既存
き そ ん

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

に対
たい

して新
あら

たな価値観
か ち か ん

を投
な

げかけるものも多
おお

く、また、既存
き そ ん

の芸術
げいじゅつ

理解
り か い

を揺
ゆ

さぶる多様
た よ う

なあり方
かた

を示唆
し さ

す

るものとされる。国
くに

の「障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本的
きほんてき

な  

計画
けいかく

」１においては、「障
しょう

害
がい

者
しゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

は、それまで見
み

えづらかった障
しょう

がい者
しゃ

の個性
こ せ い

と発揮
は っ き

することのできる力
ちから

に気
き

づかせるだけでなく、障
しょう

害
がい

者
しゃ

を新
あら

た

な価値
か ち

提案
ていあん

をする主役
しゅやく

として位置
い ち

付
づ

け、誰
だれ

もが対等
たいとう

である関係
かんけい

を築
きず

く機会
き か い

を提供
ていきょう

す

るものである」としている。こうしたことを踏
ふ

まえ、県
けん

は、障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に取
と

り組
く

む障害
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

、地域
ち い き

の学校
がっこう

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

団体
だんたい

等
とう

と

連携
れんけい

し、引
ひ

き続
つづ

き、障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

に関
かん

する啓発
けいはつ

普及
ふきゅう

に取
と

り組
く

むこととすべき

である。 

 

（様々
さまざま

な表現
ひょうげん

、創造
そうぞう

の機会
き か い

の拡大
かくだい

） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

は、芸術的
げいじゅつてき

に価値
か ち

が高
たか

いものを作
つく

ることを目的
もくてき

とす 

るのではなく、自己
じ こ

表現
ひょうげん

の一
ひと

つとして行
おこな

うという考
かんが

え方
かた

を基本
き ほ ん

とすべきである。

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、「「障
しょう

がい者
しゃ

アート
あ ー と

」という言葉
こ と ば

もあるが、「障
しょう

がい」

をつけて区別
く べ つ

することや強 調
きょうちょう

をする必要
ひつよう

はない」とする意見
い け ん

もあった。県
けん

は、障
しょう

がい者
しゃ

も自由
じ ゆ う

に創作
そうさく

活動
かつどう

に取
と

り組
く

むことができ、創作
そうさく

活動
かつどう

は自己
じ こ

表現
ひょうげん

の一
ひと

つの方法
ほうほう

であるということを、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

も含
ふく

め、広
ひろ

く県民
けんみん

に発信
はっしん

していくことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 また、作品
さくひん

等
など

の発表
はっぴょう

の場
ば

は、障
しょう

がい者
しゃ

が多様
た よ う

な関係者
かんけいしゃ

や地域
ち い き

社会
しゃかい

等
とう

と交流
こうりゅう

する

機会
き か い

として重要
じゅうよう

である。県
けん

は、作品
さくひん

発表
はっぴょう

の機会
き か い

を増
ふ

やす取組
と り く

みを進
すす

めるとともに、

障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の創作
そうさく

した作品
さくひん

を展示
て ん じ

する際
さい

、障
しょう

がい者
しゃ

であるかどうかに関
かか

わらず、

共同
きょうどう

創作
そうさく

した作品
さくひん

なども区分
く わ

けすることなく展示
て ん じ

する等
など

の取組
と り く

みを進
すす

めるべきで

ある。 
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（ともいきアートサポート
あ ー と さ ぽ ー と

事業
じぎょう

の更
さら

なる推進
すいしん

） 

〇 県
けん

は、「ともいきアートサポート
あ ー と さ ぽ ー と

事業
じぎょう

」の取組
と り く

みを企業
きぎょう

やＮＰＯ
えぬぴーおー

など民間
みんかん

とも連携
れんけい

を図
はか

りながら継続的
けいぞくてき

に進
すす

めるとともに、併
あわ

せて、障
しょう

がい関係
かんけい

団体
だんたい

とも連携
れんけい

し、県内
けんない

で文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

の創作
そうさく

活動
かつどう

に取
と

り組
く

む障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の発掘
はっくつ

、支援
し え ん

を進
すす

めるべきである。 

 

（関係者
かんけいしゃ

のネットワーク
ね っ と わ ー く

作
づく

り） 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

が、学校
がっこう

や福祉
ふ く し

施設
し せ つ

にとどまらず、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

等
とう

や民間
みんかん

のダンス
だ ん す

教室
きょうしつ

、美術
びじゅつ

サークル
さ ー く る

、劇団
げきだん

など、多様
た よ う

な場
ば

において行
おこな

われる

ことを踏
ふ

まえ、それぞれの場所
ば し ょ

で環境
かんきょう

や内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

が図
はか

られ、障
しょう

がい者
しゃ

が身近
み ぢ か

な

場所
ば し ょ

で創作
そうさく

活動
かつどう

に親
した

しめるよう、県
けん

は、市町村
しちょうそん

や事業者
じぎょうしゃ

と連携
れんけい

し、こうした関係者
かんけいしゃ

の

ネットワーク
ね っ と わ ー く

作
づく

りを進
すす

めるべきである。 

 

〇 多様
た よ う

な人々
ひとびと

が創造
そうぞう

活動
かつどう

に参加
さ ん か

することで、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

の新
あら

たな価値
か ち

や優
すぐ

れた作品
さくひん

を

生
う

み出
だ

す契
けい

機
き

となることや、人々
ひとびと

の心
こころ

のつながりや相互
そ う ご

理解
り か い

、多様性
たようせい

の受
うけ

入
い

れなど

につながる可能性
かのうせい

に鑑
かんが

み、様々
さまざま

な主体
しゅたい

が創造
そうぞう

活動
かつどう

に参画
さんかく

できるような環境
かんきょう

作
づく

りが

重要
じゅうよう

である。県
けん

は、地域
ち い き

における文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

に関
かん

する相談
そうだん

支援
し え ん

、ネットワーク
ね っ と わ ー く

形成
けいせい

、

人材
じんざい

育成
いくせい

等
とう

に取
と

り組
く

むとともに、芸術家
げいじゅつか

や専門家
せんもんか

が福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

を訪問
ほうもん

・巡回
じゅんかい

し、

利用者
りようしゃ

等
とう

と共
とも

に行
おこな

う多様
た よ う

な創造
そうぞう

活動
かつどう

を促進
そくしん

する取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

（障
しょう

がい者
しゃ

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

計画
けいかく

の策定
さくてい

と施策
し さ く

の推進
すいしん

） 

〇 「障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」においては、文部
も ん ぶ

科学
か が く

大臣
だいじん

及
およ

び

厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

は、障
しょう

がい者
しゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を図
はか

るため、「障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本的
きほんてき

な

計画
けいかく

」を定
さだ

めることを義務
ぎ む

付
づ

けており（第七条
だいななじょう

関係
かんけい

）、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、同計画
どうけいかく

を

勘案
かんあん

して、当該
とうがい

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

における障
しょう

がい者
しゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

す

る計画
けいかく

を定
さだ

めるよう努
つとむ

なければならないこととしている（第八条
だいはちじょう

関係
かんけい

）。 

 

〇 県
けん

は、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

基本法
きほんほう

に基
もと

づく「かながわ文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

振興
しんこう

計画
けいかく

」を策定
さくてい

し、子
こ

ども

や高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

などのあらゆる人
ひと

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

等
とう

に取
と

り組
く

むととも

に、「かながわ文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

振興
しんこう

計画
けいかく

」及
およ

び「障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」には「障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」の趣旨
し ゅ し

を反映
はんえい

した障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

につい

ての項目
こうもく

を盛
も

り込
こ

んでいるが、障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

のさらなる推進
すいしん

を図
はか

るた

め、「障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」に基
もと

づいた、障
しょう

がい者
しゃ

に

よる文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する計画
けいかく

の策定
さくてい

についても検討
けんとう

すべきである。 

 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

する上
うえ

で特
とく

に重要
じゅうよう

となるのが、地域
ち い き

の文化
ぶ ん か
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芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

するための拠点
きょてん

である「障
しょう

がい者
しゃ

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

」で

ある。現在
げんざい

、県
けん

は、認定
にんてい

ＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

に同
どう

センター
せ ん た ー

の運営
うんえい

委託
い た く

を 行
おこな

っているが、同
どう

センター
せ ん た ー

の運営
うんえい

をさらに支援
し え ん

強化
きょうか

することにより、 障
しょう

がい者
しゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

が

全県
ぜんけん

に及
およ

ぶように努
つと

めるべきである。 

 

（ニーズ
に ー ず

を踏
ふ

まえたロボット
ろ ぼ っ と

・ＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

開発
かいはつ

） 

〇 県
けん

は、知見
ち け ん

を有
ゆう

する民間
みんかん

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、障
しょう

がいの種類
しゅるい

や程度
て い ど

、ニーズ
に ー ず

に合
あ

った

最新
さいしん

の障
しょう

がい者
しゃ

向
む

けロボット
ろ ぼ っ と

・ＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

、サービス
さ ー び す

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

を図
はか

るとともに、ＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

に不慣
ふ な

れな障
しょう

がい者
しゃ

が、それぞれの状態像
じょうたいぞう

に応
おう

じた利用
り よ う

方法
ほうほう

を学
まな

び、また利
り

活用
かつよう

のための支援
し え ん

が受
う

けられる仕組
し く

みづくりを進
すす

める

べきである。 

 

〇 前述
ぜんじゅつ

のとおり、利用
り よ う

しやすく練
ね

られたインターフェイス
い ん た ー ふ ぇ い す

（接点
せってん

、境界面
きょうかいめん

）を持
も

つ

合成
ごうせい

音声
おんせい

読上
よ み あ

げ装置
そ う ち

といったＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

は、全身性
ぜんしんせい

の 障
しょう

がい者
しゃ

にとって円滑
えんかつ

な

コミュニケー
こ み ゅ に け ー

ション
し ょ ん

を図
はか

る重要
じゅうよう

なツール
つ ー る

であり、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を実現
じつげん

し、地域
ち い き

での生活
せいかつ

を実現
じつげん

するために極
きわ

めて有用
ゆうよう

である。また、委員
い い ん

からは、他
た

の人
ひと

の発言
はつげん

などで聞
き

き取
と

れなかった部分
ぶ ぶ ん

を再生
さいせい

する機器
き き

や、難
むずか

しい言葉
こ と ば

をわかりやすい表現
ひょうげん

などに翻訳
ほんやく

す

るロボット
ろ ぼ っ と

機器
き き

があると、社会
しゃかい

参加
さ ん か

がしやすくなるという意見
い け ん

があった。 

 

〇 先端
せんたん

技術
ぎじゅつ

であるロボット
ろ ぼ っ と

やＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

して、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するため、その状態像
じょうたいぞう

に応
おう

じた自立
じ り つ

支援
し え ん

機器
き き

が持続的
じぞくてき

に開発
かいはつ

されることが重要
じゅうよう

で

ある。そのためには、先端
せんたん

技術
ぎじゅつ

（シーズ
し ー ず

）と本人
ほんにん

の必要性
ひつようせい

（ニーズ
に ー ず

）のマッチング
ま っ ち ん ぐ

が

円滑
えんかつ

に 行
おこな

われることが必要
ひつよう

である。先行
せんこう

する自治体
じ ち た い

もあるように、県
けん

は、経済
けいざい

産 業 局
さんぎょうきょく

や関東信越
かんとうしんえつ

厚生局
こうせいきょく

、国立
こくりつ

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

法人
ほうじん

産業
さんぎょう

技術
ぎじゅつ

総合
そうごう

研究所
けんきゅうしょ

、公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

テクノエイド
て く の え い ど

協会
きょうかい

といった国
くに

の機関
き か ん

等
とう

と連携
れんけい

し、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

、関係
かんけい

機関
き か ん

・

関係
かんけい

団体
だんたい

、 ロボット
ろ ぼ っ と

・ ＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

の 製造
せいぞう

開発事
かいはつじ

業者
ぎょうしゃ

や 販売事
はんばいじ

業者
ぎょうしゃ

と

コンソーシアム
こ ん そ ー し あ む

（共同
きょうどう

事業体
じぎょうたい

）を設立
せつりつ

し、それぞれの障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた機器
き き

の

開発
かいはつ

や普及
ふきゅう

に努
つと

めることも検討
けんとう

すべきである。 

 

（高齢
こうれい

者
しゃ

向
む

けのＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

・機器
き き

の活用
かつよう

） 

〇 高齢
こうれい

者
しゃ

向
む

けの見守
み ま も

り機器
き き

については、全国的
ぜんこくてき

に活用
かつよう

、普及
ふきゅう

が進
すす

んでいる。見守
み ま も

り

機器
き き

は、コミュニケーションロボット
こ み ゅ に け ー し ょ ん ろ ぼ っ と

だけでなく、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に身近
み ぢ か

なテレビ
て れ び

や

スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

、タブレット
た ぶ れ っ と

等
とう

と情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

を組
く

み合
あ

わせた双方向
そうほうこう

の会話
か い わ

による

ものもあり、障
しょう

がい者
しゃ

にとっても孤立感
こりつかん

を感
かん

じずに生活
せいかつ

でき、簡便
かんべん

かつ速
すみ

やかに

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を求
もと

めることができるという利点
り て ん

がある。県
けん

は、既
すで

に開発
かいはつ

されている有用
ゆうよう

な技術
ぎじゅつ

等
とう

を障
しょう

がい者
しゃ

が容易
よ う い

に利
り

活用
かつよう

できるよう、機器
き き

開発
かいはつ

及
およ

び販売事
はんばいじ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい
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し、適切
てきせつ

に情報
じょうほう

が得
え

られる環境
かんきょう

の整備
せ い び

に取
と

り組
く

むべきである。 

 

（先端
せんたん

技術
ぎじゅつ

の利
り

活用
かつよう

についての理解
り か い

促進
そくしん

） 

〇 本
ほん

委員会
いいんかい

（第
だい

９回
かい

）では、県
けん

の共生
きょうせい

社会
しゃかい

アドバイサー
あ ど ば い さ ー

の髙
たか

野
の

 元
はじめ

氏
し

により、全身性
ぜんしんせい

の重度
じゅうど

の障
しょう

がいを抱
かか

えながら、ロボット
ろ ぼ っ と

・ＩＣＴ
あいしーてぃー

機器
き き

と医療
いりょう

・福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を活用
かつよう

し、社会
しゃかい

参加
さ ん か

と地域
ち い き

生活
せいかつ

を実現
じつげん

している姿
すがた

が紹介
しょうかい

された。 

各委員
かくいいん

からは、「何
なに

かすごい大変
たいへん

だと思
おも

った。しゃべれなくても何
なに

かできる、やれ

るんですね。病気
びょうき

になっても、頭脳
ず の う

がしっかりしてれば、ということを僕
ぼく

は感
かん

じた。

でもちょっとびっくりした。何
なに

か、訪問
ほうもん

介護
か い ご

から看護師
か ん ご し

さんまでつくっていうのが。

本当
ほんとう

にうちの人
ひと

が大変
たいへん

だと思
おも

う」、「音声
おんせい

合成
ごうせい

ソフトウェア
そ ふ と う ぇ あ

による音声
おんせい

が、全
まった

く遜色
そんしょく

なく、普通
ふ つ う

に会話
か い わ

をしていると感
かん

じられた」、「いろんな人
ひと

の支援
し え ん

を受
う

けながら生活
せいかつ

し、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を実現
じつげん

しているという姿
すがた

は、本当
ほんとう

に重度
じゅうど

の障
しょう

がいを持
も

つ人
ひと

も地域
ち い き

で生
い

きていけるんだということを如実
にょじつ

に示
しめ

していただいた。県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方
かた

の検討
けんとう

を進
すす

める上
うえ

で、とても良
よ

い話
はなし

を伺
うかが

った」、「（感銘
かんめい

を受
う

けて）泣
な

きそうになった。障
しょう

がいのあるなしに関
かか

わらず、自分
じ ぶ ん

を維持
い じ

していくということはかなり大変
たいへん

なことだと

思
おも

うが、意志
い し

の強
つよ

さを感
かん

じた」といった意見
い け ん

が出
だ

され、大
おお

きな驚
おどろ

きと感銘
かんめい

を与
あた

えた。 

 

〇 話
はなし

をした髙
たか

野
の

氏
し

からも、「ＡＩ
えーあい

技術
ぎじゅつ

の進歩
し ん ぽ

はすごい。褒
ほ

めていただいて嬉
うれ

しい。皆
みな

さんの常識
じょうしき

が変
か

わると良
よ

いなと思
おも

う」とするコメント
こ め ん と

が送
おく

られたところであり、医療
いりょう

や福祉
ふ く し

のサービス
さ ー び す

に加
くわ

え、ロボット
ろ ぼ っ と

・Ｉ Ｃ Ｔ
あいしーてぃー

機器
き き

等
とう

が適
てき

切
せつ

に利
り

活用
かつよう

できれば、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を得
え

ながら、地域
ち い き

での生活
せいかつ

が可能
か の う

となることについて、県
けん

は、髙野
た か の

氏
し

のよ

うな障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

による講話
こ う わ

等
とう

を通
つう

じて、広
ひろ

く県民
けんみん

に普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を行
おこな

っていくべきで

ある。 

 

（多様
た よ う

な価値観
か ち か ん

の取込
と り こ

み） 

〇 障
しょう

がいのある人
ひと

も多様
た よ う

な価値観
か ち か ん

を持
も

っており、それぞれが発揮
は っ き

できる力
ちから

にも

個人差
こ じ ん さ

がある。県
けん

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が「個
こ

」の力
ちから

を発揮
は っ き

することができるよう取
と

り

組
く

むとともに、多様性
たようせい

や人
ひと

それぞれに違
ちが

いがあることを発信
はっしん

し、多様性
たようせい

の理解
り か い

が深
ふか

ま

る取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

（S D Gｓ
えすでぃーじーず

の考
かんが

えの普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

と取組
と り く

みの推進
すいしん

） 

〇 誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、いのちを輝
かがや

かせながら安心
あんしん

して暮
く

らしていくためには、

福祉
ふ く し

政策
せいさく

のアプローチ
あ ぷ ろ ー ち

だけではなく、地域
ち い き

の行政
ぎょうせい

や関係
かんけい

機関
き か ん

・団体
だんたい

、住民
じゅうみん

が連携
れんけい

し

ながら、一人
ひ と り

ひとりの「出番
で ば ん

」を作
つく

っていくことが大変
たいへん

重要
じゅうよう

である。県
けん

は、地域
ち い き

に

おける障
しょう

がい者
しゃ

の多様
た よ う

な就労
しゅうろう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を作
つく

り出
だ

すことを念頭
ねんとう

に、市町村
しちょうそん

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

しながら、むしろ福祉
ふ く し

とは縁遠
えんどお

い企業者
きぎょうしゃ

や商工
しょうこう

団体
だんたい

、ＮＰＯ
えぬぴーおー

団体
だんたい

、地域
ち い き
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住民
じゅうみん

の参加
さ ん か

を得
え

て、連絡
れんらく

協議体
きょうぎたい

の設立
せつりつ

を検討
けんとう

するなど、「誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さない」

多様性
たようせい

と誰
だれ

もが受
う

け入
い

れられる、包摂性
ほうせつせい

のある社会
しゃかい

を目指
め ざ

した活動
かつどう

につなげていく

取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

〇 併
あわ

せて、県
けん

は、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

に対
たい

して、S D Gｓ
えすでぃーじーず

の考
かんが

えが、障
しょう

が

い福祉
ふ く し

と深
ふか

く関連付
かんれんづ

けられることについて普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

り、同事
ど う じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

が積極的
せっきょくてき

に関
かか

わる意識
い し き

を醸成
じょうせい

し、ポスト
ぽ す と

S D Gｓ
えすでぃーじーず

に向
む

けた議論
ぎ ろ ん

の広
ひろ

がりを目指
め ざ

すべきである。 

 

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

との関係
かんけい

） 

〇 S D G s
えすでぃーじーず

の目標
もくひょう

８「働
はたら

きがいと経済
けいざい

成長
せいちょう

」の「包括的
ほうかつてき

かつ持続
じ ぞ く

可能
か の う

な経済
けいざい

成長
せいちょう

及
およ

びすべての人々
ひとびと

の完全
かんぜん

かつ生産的
せいさんてき

な雇用
こ よ う

と 働
はたら

きがいのある人間
にんげん

らしい雇用
こ よ う

（ディーセント
で ぃ ー せ ん と

ワーク
わ ー く

）を促進
そくしん

する」ことの実現
じつげん

に向
む

けては、障
しょう

がい者
しゃ

が、自
みずか

らの

力
ちから

を発揮
は っ き

して、就労
しゅうろう

していくことが重要
じゅうよう

な要素
よ う そ

と位置
い ち

付
づ

けられており、この目標
もくひょう

８は障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

と自立
じ り つ

にとって大変
たいへん

重要
じゅうよう

な目標
もくひょう

である。 

 

〇 平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

から施行
し こ う

された「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する 

法律
ほうりつ

」（いわゆる「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」）は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする

不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いをすることにより、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

してはならな

いことを求
もと

め、また、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について、状態像
じょうたいぞう

に応
おう

じた必要
ひつよう

かつ

合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をするよう求
もと

めている。県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

がS D G s
えすでぃーじーず

の推進
すいしん

と

相
あい

まって、 障
しょう

がい者
しゃ

のそれぞれの状態像
じょうたいぞう

に応
おう

じて就労
しゅうろう

環境
かんきょう

を改善
かいぜん

するための

仕組
し く

みの一
ひと

つと捉
とら

え、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、適切
てきせつ

な運用
うんよう

を図
はか

っていくべ

きである。 

 

〇 また、S D G s
えすでぃーじーず

の目標
もくひょう

10 では、「不平等
ふびょうどう

の是正
ぜ せ い

」と設定
せってい

され、具体
ぐ た い

には、「人
ひと

は、

人種
じんしゅ

、言葉
こ と ば

だけでなく、性別
せいべつ

、病気
びょうき

や障
しょう

がい、好
す

きなことや得意
と く い

なことなど、互
たが

い

に違
ちが

うことは多
おお

くあっても、誰
だれ

が優
すぐ

れているわけではなく、違
ちが

いがあるからこそ学
まな

び

合
あ

い、発見
はっけん

することができる」としている。 

このS D Gｓ
えすでぃーじーず

の目標
もくひょう

10 は、「それぞれが違
ちが

っていることを知
し

り、違
ちが

いがあるのが

当然
とうぜん

だと理解
り か い

し、お互
たが

いの違
ちが

いを認
みと

め、相手
あ い て

を尊重
そんちょう

する気持
き も

ちが、何
なに

よりも大切
たいせつ

で

ある」と解説
かいせつ

されている。 

 

〇 本
ほん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

においては、「重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

が小売店
こうりてん

で販売員
はんばいいん

から冷
つめ

たい対応
たいおう

を

されている場面
ば め ん

を見
み

かけ、びっくりした経験
けいけん

がある」との意見
い け ん

や、「障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

や

支援者
しえんしゃ

も、必要
ひつよう

に応
おう

じ障
しょう

がいがあることを伝
つた

えることがあっても良
よ

いと思
おも

う」との

意見
い け ん

があった。 
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障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の考
かんが

え方
かた

の下
もと

、企業
きぎょう

や商店
しょうてん

、県民
けんみん

が障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

に対
たい

して、

必要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をすることで、このS D G s
えすでぃーじーず

の目標
もくひょう

10 に向
む

けた取組
と り く

みと相
あい

まっ

て、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

は大
おお

いに促進
そくしん

される。県
けん

は、それぞれの事業
じぎょう

の主体
しゅたい

が、

当
あ

たり前
まえ

に必要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

う社会
しゃかい

を目指
め ざ

し、県民
けんみん

、事業者
じぎょうしゃ

等
とう

に対
たい

して、その

理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

を図
はか

っていくべきである。 

 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

との連携
れんけい

） 

〇 企業
きぎょう

等
とう

の障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

に際
さい

しての「どのように 障
しょう

がい者
しゃ

が活躍
かつやく

できる環境
かんきょう

を

整
ととの

えたらいいのか」といった課題
か だ い

の解決
かいけつ

に向
む

けた方法
ほうほう

の一
ひと

つとして、就労
しゅうろう

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

や障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

団体
だんたい

と連携
れんけい

・協働
きょうどう

していくことが考
かんが

えられる。「ジョブヘルパー
じ ょ ぶ へ る ぱ ー

」といった企業
きぎょう

との連携
れんけい

を図
はか

る人材
じんざい

の育成
いくせい

の提言
ていげん

も踏
ふ

ま

え、県
けん

は、関係
かんけい

部局間
ぶきょくかん

との連携
れんけい

を図
はか

り、取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

〇 また、 障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

の機会
き か い

を作
つく

り出
だ

す可能性
かのうせい

がある、社会的
しゃかいてき

企業
きぎょう

や労働者
ろうどうしゃ

協同
きょうどう

組合
くみあい

などについて、県
けん

は、全国
ぜんこく

の好事例
こうじれい

を収 集
しゅうしゅう

し広
ひろ

く情報
じょうほう

提供
ていきょう

するととも

に、知見
ち け ん

のある公益
こうえき

団体
だんたい

の力
ちから

も活用
かつよう

し、「思
おも

い」のある人
ひと

たちが社会的
しゃかいてき

企業
きぎょう

や労働者
ろうどうしゃ

協同
きょうどう

組合
くみあい

などを創設
そうせつ

する際
さい

の支援
し え ん

に取
と

り組
く

むべきである。 

 

 

 

１）「障害者
しょうがいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」第 7 条
だい  じょう

の規定
き て い

に基づき
もと    

、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

と文化庁
ぶんかちょう

が平成
へいせい

31年
ねん

3月
がつ

に策定
さくてい

した。障
しょう

がい者
しゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

する上
うえ

での基本的
きほんてき

な方針
ほうしん

や、施策
し さ く

の方向性
ほうこうせい

等
など

を定
さだ

めている。  
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② 制度
せ い ど

の持続
じ ぞ く

可能性
かのうせい

の確保
か く ほ

 

 

ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

 

 〇 我
わ

が国
くに

の社会
しゃかい

保障費
ほしょうひ

については、近年
きんねん

増加
ぞ う か

の一途
い っ と

を辿
たど

っており、令和
れ い わ

３年
ねん

８月
  がつ

に、

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

が公表
こうひょう

した 2019年
ねん

（令和
れ い わ

元年
がんねん

）度
ど

の社会
しゃかい

保障
ほしょう

費用
ひ よ う

統計
とうけい

によると、ＯＥＣＤ
おーいーしーでぃー

（経済
けいざい

協 力
きょうりょく

開発
かいはつ

機構
き こ う

）基準
きじゅん

の「社会
しゃかい

支出
ししゅつ

」総額
そうがく

は 127 兆
ちょう

8,966億
おく

円
えん

であり、対前
たいぜん

年度比
ね ん ど ひ

で２兆
ちょう

3,982億
おく

円
えん

、1.9 ％
ぱーせんと

ポイント
ぽ い ん と

の増
ぞう

と、過去
か こ

最高
さいこう

を更新
こうしん

している。また、国
くに

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

予算
よ さ ん

額
がく

で見
み

ると、平成
へいせい

19年度
ね ん ど

は 5,380億円
おくえん

であったところ、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は１兆
ちょう

6,347億
おく

円
えん

であり、13年間
ねんかん

で予算
よ さ ん

額
がく

は約
やく

３倍
ばい

となっており、その要因
よういん

は、主
おも

に、公的
こうてき

なサービス
さ ー び す

を利用
り よ う

する人数
にんずう

が増
ふ

えていることとされている。 

 

 〇 県
けん

における社会
しゃかい

保障
ほしょう

関係
かんけい

費用
ひ よ う

について見
み

てみると、令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

当初
とうしょ

予算
よ さ ん

ベース
べ ー す

で

は、県
けん

の一般
いっぱん

会計
かいけい

歳出
さいしゅつ

総額
そうがく

２兆
ちょう

484億円
おくえん

のうち、福祉
ふ く し

や子
こ

育
そだ

てのための費用
ひ よ う

とされ

る民生費
みんせいひ

は 3,120億円
おくえん

であり、全体
ぜんたい

の 15.2 ％
ぱーせんと

を占
し

めている。このうち、障害
しょうがい

福祉費
ふ く し ひ

については、約
やく

725億円
おくえん

である。 

 

〇 全国
ぜんこく

の都道府県
と ど う ふ け ん

の財政力
ざいせいりょく

については、東京都
とうきょうと

を除
のぞ

く５区分
く ぶ ん

に分類
ぶんるい

されており、県
けん

は財政力指
ざいせいりょくし

数
すう

0.500以上
いじょう

1.000未満
み ま ん

のB
びー

グループ
ぐ る ー ぷ

（神奈川
か な が わ

県
けん

の他
ほか

、愛知県
あいちけん

、大阪府
おおさかふ

、

千葉県
ち ば け ん

、埼玉県
さいたまけん

、静岡県
しずおかけん

、茨城県
いばらきけん

、福岡県
ふくおかけん

、栃木県
とちぎけん

、群馬県
ぐんまけん

、兵庫県
ひょうごけん

、宮城県
みやぎけん

、広島県
ひろしまけん

、

三重県
み え け ん

、京都府
きょうとふ

、滋賀県
し が け ん

、岐阜県
ぎ ふ け ん

、福島県
ふくしまけん

、岡山県
おかやまけん

、長野県
ながのけん

、石川県
いしかわけん

の計
けい

21団体
だんたい

）

に属
ぞく

しているが、令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

当初
とうしょ

予算
よ さ ん

編成
へんせい

方針
ほうしん

における財政
ざいせい

見通
み と お

しでも 850億円
おくえん

の

財源
ざいげん

不足
ぶ そ く

が見込
み こ

まれるなど、「県
けん

財政
ざいせい

は引
ひ

き続
つづ

き危機的
き き て き

な状況」（「令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

当初
とうしょ

予算
よ さ ん

編成
へんせい

について（依命
い め い

通知
つ う ち

）」）としている。  

 

 〇 県
けん

の財政
ざいせい

は、歳入
さいにゅう

は県税
けんぜい

など自主
じ し ゅ

財源
ざいげん

の割合
わりあい

が高
たか

く、歳出
さいしゅつ

は義務的
ぎ む て き

経費
け い ひ

の割合
わりあい

が高
たか

い構造
こうぞう

にある。バブル
ば ぶ る

崩壊後
ほうかいご

や世界的
せかいてき

な金融
きんゆう

危機後
き き ご

に大量
たいりょう

発行
はっこう

した県債
けんさい

の

償還期
しょうかんき

が重
かさ

なっていることや、高齢化
こうれいか

などに伴
ともな

い民生費
みんせいひ

（介護
か い ご

・児童
じ ど う

関係費
かんけいひ

等
など

）が

増
ふ

えていることで、歳出
さいしゅつ

は一層
いっそう

の増加
ぞ う か

が予想
よ そ う

されている。家計
か け い

でいう貯金
ちょきん

に相当
そうとう

す

る財政
ざいせい

調整
ちょうせい

基金
き き ん

の 2021年度
ね ん ど

末
まつ

残高
ざんだか

は、300億円
おくえん

と見込
み こ

まれており、健全
けんぜん

財政
ざいせい

の目安
め や す

とされる 660億円
おくえん

の半分
はんぶん

以下
い か

である。このように、県
けん

の予算
よ さ ん

編成
へんせい

環境
かんきょう

は非常
ひじょう

に厳
きび

し

いものがあり、障
しょう

がい施策
し さ く

分野
ぶ ん や

についても、財源面
ざいげんめん

の自由度
じ ゆ う ど

は高
たか

くない。 

 

 〇 一方
いっぽう

で、神奈川
か な が わ

の近年
きんねん

の障
しょう

がい者数
しゃすう

の動向
どうこう

を見
み

ると、身体
しんたい

障
しょう

がい、知的
ち て き

障
しょう

がい、

精神
せいしん

障
しょう

がいすべて増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、加
くわ

えて高齢化
こうれいか

も進
すす

んでいる。さらには、障害
しょうがい
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福祉
ふ く し

事業
じぎょう

従事者
じゅうじしゃ

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

も待
ま

ったなしの状 況
じょうきょう

であり、着実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

することが求
もと

められており、今後
こ ん ご

、障
しょう

がい施策
し さ く

各事業
かくじぎょう

の最適化
さいてきか

と、より効率的
こうりつてき

な実施
じ っ し

に注 力
ちゅうりょく

し

ていく必要
ひつよう

がある。 

 

 〇 なお、社会
しゃかい

保障
ほしょう

に関
かん

する意識
い し き

調査
ちょうさ

では、社会
しゃかい

保障
ほしょう

給付
きゅうふ

水準
すいじゅん

の維持
い じ

を求
もと

める人
ひと

の

割合
わりあい

が高
たか

く、そのための負担増
ふたんぞう

はやむを得
え

ないと答
こた

えた人の割合
わりあい

は、全体
ぜんたい

の27.7

％
ぱーせんと

であった。今後
こ ん ご

の負担
ふ た ん

と給付
きゅうふ

のバランス
ば ら ん す

の議論
ぎ ろ ん

に影響
えいきょう

を与
あた

えることが予想
よ そ う

さ

れるところであり、注視
ちゅうし

していく必要
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

 

 

 （公的
こうてき

サービス
さ ー び す

の制度
せ い ど

見直
み な お

し）  

〇  支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

の財政
ざいせい

問題
もんだい

を乗
の

り越
こ

え、平成
へいせい

18年
ねん

からスタート
す た ー と

した障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく制度
せ い ど

は、今日
こんにち

、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に移行
い こ う

し、令和
れ い わ

２年 11月
がつ

時点
じ て ん

で、

全国
ぜんこく

で約
やく

130万人
まんにん

の障
しょう

がい児
じ

・者
しゃ

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

を利用
り よ う

するに至
いた

って

いる。この公的
こうてき

なサービス
さ ー び す

は、適時
て き じ

に法
ほう

制度
せ い ど

の見直
み な お

しが行
おこな

われており、また、公的
こうてき

価格
か か く

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

の改定
かいてい

は３年
ねん

に一度
い ち ど

実施
じ っ し

されている。こうした

制度
せ い ど

見直
み な お

し等
など

は、利用者
りようしゃ

の新
あら

たなニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

するためや、制度
せ い ど

を維持
い じ

するための

財政
ざいせい

健全化
けんぜんか

の要請
ようせい

から実施
じ っ し

されている。 

 

  〇 障
しょう

がい福祉の分野
ぶ ん や

に限
かぎ

らず、社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

は安心
あんしん

した暮
く

らしに不可欠
ふ か け つ

のものであ

り、今
いま

や、国民
こくみん

の共有
きょうゆう

財産
ざいさん

であるとも言
い

える。担
にな

い手
て

である障害
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

は、制度
せ い ど

の維持
い じ

、存続
そんぞく

に向
む

けた協働
きょうどう

の視点
し て ん

が重要
じゅうよう

であり、県
けん

は、市町村
しちょうそん

や

事業者
じぎょうしゃ

団体
だんたい

と連携
れんけい

を図
はか

り、政策
せいさく

動向
どうこう

に関
かん

する情報
じょうほう

を、分
わ

かりやすく、迅速
じんそく

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

するとともに、第一線
だいいっせん

が抱
かか

える制度上
せいどじょう

の課題
か だ い

を国
くに

に対
たい

して提言
ていげん

するといった、

双方向
そうほうこう

の情報
じょうほう

のやり取
と

りを可能
か の う

とする体制
たいせい

を整備
せ い び

することが必要
ひつよう

である。 

 

〇 なお、公的
こうてき

なサービス
サ ー ビ ス

費用
ひ よ う

の伸
の

びについて、障
しょう

がい者数
しゃすう

の増加
ぞ う か

と単純
たんじゅん

に結
むす

び付
つ

けて説明
せつめい

することは、ややもすると障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

を責
せ

めるような印象
いんしょう

を与
あた

えるこ

ととなるため、留意
りゅうい

すべきである。いわゆる「財源論
ざいげんろん

」については、必要
ひつよう

な施策
し さ く

をど

う進
すす

めていくかを検討
けんとう

する上
うえ

で、避
さ

けることのできない論点
ろんてん

であるが、様々
さまざま

なデータ
で ー た

や事象
じしょう

の分析
ぶんせき

結果
け っ か

、有識者
ゆうしきしゃ

の意見
い け ん

等
など

を踏
ふ

まえ、しっかりと議論
ぎ ろ ん

を深
ふか

堀
ぼり

りしていくこ

とが重要
じゅうよう

である。 
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 （必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

の最適化
さいてきか

のためのデータ
で ー た

分析
ぶんせき

） 

〇 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

は、一人
ひ と り

ひとりに個別化
こ べ つ か

されたものとすべきである。

そのためには、適切
てきせつ

なアセスメントを行
おこな

い、本人
ほんにん

の望み
の ぞ  

や願
ねが

いに寄り添
よ り そ

った必要
ひつよう

十分
じゅうぶん

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。こうした適切
てきせつ

な支援
し え ん

の内容
ないよう

の検討
けんとう

に資
し

する

ため、県
けん

は、市町村
しちょうそん

及
およ

び国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほ け ん

組合
くみあい

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

と連携
れんけい

を図
はか

り、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

の請求
せいきゅう

データ
で ー た

等
など

を分析
ぶんせき

し、平均値
へいきんち

との比較
ひ か く

などの手法
しゅほう

により、必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

の最適化
さいてきか

についての調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

に取
と

り組
く

むべきである。また、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

はすべての自治体
じ ち た い

が参加
さ ん か

する障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

のデータベース
で ー た べ ー す

１を 2023年度
ね ん ど

にも稼働
か ど う

させる方針
ほうしん

であり、こうしたデータベース
で ー た べ ー す

の積極的
せっきょくてき

な活用
かつよう

にも取
と

り組
く

むべきである。 

 

（支援
し え ん

の視点
し て ん

と人員
じんいん

配置
は い ち

） 

〇 財源
ざいげん

と人員
じんいん

配置
は い ち

は一直線
いっちょくせん

のつながりがある。常
つね

に誰
だれ

かがついている「手厚
て あ つ

い」支援
し え ん

が良
よ

い支援
し え ん

だとされる傾向
けいこう

にあるが、小
ちい

さい頃
ころ

から人
ひと

がついていなくても頑張
が ん ば

れる

力
ちから

を育
そだ

てていくという視点
し て ん

が重要
じゅうよう

である。保育
ほ い く

園
えん

の早期
そ う き

の段階
だんかい

の支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

させ、

年長
ねんちょう

になって加配
か は い

の保育士
ほ い く し

がいなくなってもしのいでいけるようにすること。本当
ほんとう

に必要
ひつよう

なところに必要
ひつよう

な財源
ざいげん

をしっかり手当
て あ

てする形
かたち

を作
つく

っていくことが重要
じゅうよう

で

ある。 

 

〇 県立
けんりつ

施設
し せ つ

において、人手
ひ と で

が足
た

りないから身体
しんたい

拘束
こうそく

するという事例
じ れ い

が見
み

られるが、

民間
みんかん

施設
し せ つ

よりも県立
けんりつ

施設
し せ つ

の方
ほう

が圧倒的
あっとうてき

に人員
じんいん

配置
は い ち

は厚
あつ

く、運営費
うんえいひ

は障害
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

に上乗
う わ の

せして予算
よ さ ん

措置
そ ち

されている。つまり、支援
し え ん

の質
しつ

は人手
ひ と で

の問題
もんだい

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

であると言
い

える。暮
く

らし方
かた

に着目
ちゃくもく

した支援
し え ん

は、環境
かんきょう

要因
よういん

と個人
こ じ ん

の要因
よういん

と複合的
ふくごうてき

な要素
よ う そ

が組
く

み合
あ

わさって、意欲的
いよくてき

になって一人
ひ と り

でできることが広
ひろ

がっていく。暮
く

らし方
かた

に着目
ちゃくもく

せず、人手
ひ と で

がないという理由
り ゆ う

で、安易
あ ん い

にただ構造化
こうぞうか

していくという危険性
きけんせい

があることを常
つね

に認識
にんしき

すべきである。 

 

 （新規
し ん き

事業所
じぎょうしょ

指定
し て い

と指定
し て い

更新
こうしん

時
とき

の審査
し ん さ

の重要性
じゅうようせい

） 

〇 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

は、常
つね

に利用者
りようしゃ

の立場
た ち ば

に立
た

って効率的
こうりつてき

にサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

を行
おこな

うとともに、提供
ていきょう

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

に努
つと

めることが求
もと

められているが、

補助
ほ じ ょ

金
きん

（給付費
きゅうふひ

）を目当
め あ

てにした不適切
ふてきせつ

な経営
けいえい

実態
じったい

について報道
ほうどう

される事案
じ あ ん

も散見
さんけん

される。こうしたことから、県
けん

は市町村
しちょうそん

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

を図
はか

り、新規
し ん き

指定
し て い

及
およ

び指定
し て い

更新
こうしん

の際
さい

、知見
ち け ん

を有
ゆう

する公益的
こうえきてき

な機関
き か ん

・団体
だんたい

と協働
きょうどう

するなどして、当該事
とうがいじ

業者
ぎょうしゃ

が、適切
てきせつ

な事業
じぎょう

実施
じ っ し

が可能
か の う

かどうか、十分
じゅうぶん

な審査
し ん さ

を行
おこな

う体制
たいせい

を整備
せ い び

すべきである。 

 

 （緩
ゆる

やかな連携
れんけい

、協働
きょうどう

事業
じぎょう

の推進
すいしん

、事務
じ む

コスト
こ す と

の縮減
しゅくげん

） 

〇 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

の経営
けいえい

規模
き ぼ

は小規模
しょうきぼ

なものが多
おお

く、節減
せつげん

が 難
むずか

しい
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固定費
こ て い ひ

のコスト
こ す と

が経営
けいえい

を圧迫
あっぱく

する場合
ば あ い

が多
おお

いとの指摘
し て き

がある。事業
じぎょう

規模
き ぼ

を拡大
かくだい

する

ための合併
がっぺい

等
とう

を直
ただ

ちに行
おこな

うことは困難
こんなん

であることから、県
けん

は、各事
か く じ

業者
ぎょうしゃ

が、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

の活用
かつよう

等
とう

により、共同
きょうどう

で各種
かくしゅ

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

できるよう、制度
せ い ど

の

情報
じょうほう

提供
ていきょう

や助言
じょげん

を 行
おこな

うことに取
と

り組
く

むべきである。併
あわ

せて、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の業務
ぎょうむ

の

効率化
こうりつか

につながると期待
き た い

される Ｄ Ｘ
でぃーえっくす

（デジタルトランスフォーメーション
で じ た る と ら ん す ふ ぉ ー め ー し ょ ん

）の

取組
と り く

みを支援
し え ん

することにも注 力
ちゅうりょく

すべきである。 

     また、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

報酬
ほうしゅう

の請求
せいきゅう

に係
かかわ

る届出
とどけで

等
など

の事務
じ む

が、いわゆるローカル
ろ ー か る

ルール
る ー る

によって煩雑
はんざつ

となっており、事務
じ む

コスト
こ す と

が増大
ぞうだい

しているとの指摘
し て き

があること

から、県
けん

は、こうした届出
とどけで

事務
じ む

等
など

について、必要
ひつよう

最小限
さいしょうげん

で済
す

むよう、不断
ふ だ ん

の見直
み な お

し

を行
おこな

うことが重要
じゅうよう

である。 

 

（インフォーマルサービス
い ん ふ ぉ ー ま る さ ー び す

との組
く

み合わせ） 

〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

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

らしていくための

支援
し え ん

は、すべてが公的
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

で賄
まかな

われなければならないかというと

そうではないだろう。「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」の理念
り ね ん

が当
あ

たり前
まえ

になる

ほど、地域
ち い き

の人々
ひとびと

が障
しょう

がいを理解
り か い

し、ごく普通
ふ つ う

に接
せっ

するようになれば、公的
こうてき

サービス
さ ー び す

と相
あい

まって、地域
ち い き

での豊
ゆた

かな暮
く

らしにつながるはずである。 

   地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

において障
しょう

がい者
しゃ

を捉
とら

えるのは、そうした日常
にちじょう

の中
なか

でお

互
たが

い様
さま

の支
ささ

え合
あ

いがある社会
しゃかい

を招来
しょうらい

することであり、包摂
ほうせつ

する社会
しゃかい

を作
つく

るというこ

とであると考
かんが

える。こうしたことから、県
けん

は、引
ひ

き続
つづ

き、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かな

がわ憲章
けんしょう

」の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

めるとともに、市町村
しちょうそん

とも連携
れんけい

し、地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の中
なか

に障
しょう

がい者
しゃ

も含
ふく

めた取組
と り く

みを続
つづ

けていくことが重要
じゅうよう

である。 

 

 （本人
ほんにん

活動
かつどう

の支援
し え ん

の重要性
じゅうようせい

） 

〇 私
わたし

たちが目指
め ざ

す、誰
だれ

もがいのち輝
かがや

かせて暮
く

らす地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

は、当事者
とうじしゃ

の自律
じ り つ

を尊重
そんちょう

する社会
しゃかい

である。いかなる障
しょう

がいがあっても本人
ほんにん

自身
じ し ん

が人生
じんせい

の主役
しゅやく

であり、

その人生
じんせい

において自
みずか

ら決定
けってい

することを最大限
さいだいげん

に尊重
そんちょう

されることで、そのいのちは

輝
かがや

く。障
しょう

がい者
しゃ

は保護
ほ ご

の対象
たいしょう

ではなく、人生
じんせい

の主体者
しゅたいしゃ

として、様々
さまざま

なサービス
さ ー び す

を

活用
かつよう

しながら地域
ち い き

との関
かか

わりの中
なか

で生
い

きていくことができるよう、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

活動
かつどう

のさらなる充実
じゅうじつ

はもとより、本人
ほんにん

活動
かつどう

を活発
かっぱつ

にしていくことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 このような取組
と り く

みを進
すす

めることで、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

は、一方的
いっぽうてき

な支援
し え ん

の対象
たいしょう

では

なく、地域
ち い き

の一員
いちいん

として、支援
し え ん

する立場
た ち ば

に立
た

つ場面
ば め ん

が着実
ちゃくじつ

に増
ふ

えてくるものと考
かんが

えられる。県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、本人
ほんにん

活動
かつどう

の推進
すいしん

に努
つと

めるとともに、

支援
し え ん

する側
がわ

、される側
がわ

の立場
た ち ば

を超
こ

えて、障
しょう

がい関係
かんけい

の制度
せ い ど

を皆
みな

の共通
きょうつう

の財産
ざいさん

とし

て維持
い じ

していくことに関心
かんしん

が高
たか

まるよう、分
わ

かりやすい広報
こうほう

を行
おこな

っていくべきであ
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る。 

 

 （関連
かんれん

領域
りょういき

において障
しょう

がいを包摂することの重要性
じゅうようせい

） 

〇 これまで障
しょう

がい福祉
ふ く し

は、いわゆるイノベーター
い の べ ー た ー

（革新者
かくしんしゃ

）が、先駆的
せんくてき

、開拓的
かいたくてき

に

物事
ものごと

に取
と

り組
く

み、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の守備
し ゅ び

範囲
は ん い

を広
ひろ

げ、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の制度
せ い ど

として定着
ていちゃく

さ

せていくというサイクル
さ い く る

が基本
き ほ ん

となっていた。今後
こ ん ご

、限
かぎ

られた人的
じんてき

・物的
ぶってき

資源
し げ ん

を無駄
む だ

なく効率的
こうりつてき

に利
り

活用
かつよう

していくには、ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

の考
かんが

え方
かた

のように、あら

かじめ「障
しょう

がい」をその領域
りょういき

に含
ふく

めたところから考
かんが

えていくことが重要
じゅうよう

である。

県
けん

は、このような全て
す べ  

の人
ひと

を受け入
う  い

れる社会
しゃかい

の考
かんが

え方
かた

の重要性
じゅうようせい

を、障
しょう

がい福祉
ふ く し

と

は異
こと

なる領域
りょういき

（商工
しょうこう

、運輸
う ん ゆ

、観光
かんこう

、土木
ど ぼ く

など）に周知
しゅうち

していく取組
と り く

みを進
すす

めていく

べきである。 

 

 （県
けん

が担
にな

うべき業務
ぎょうむ

の見直
み な お

し） 

〇 県
けん

財政
ざいせい

は今後
こ ん ご

も厳
きび

しい局面
きょくめん

が続
つづ

くことが予想
よ そ う

されており、障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

においても、限
かぎ

りある財源
ざいげん

、人的
じんてき

資源
し げ ん

をどう活
い

かしていくかが常
つね

に問
と

われている。

障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

を担当
たんとう

する県
けん

本庁
ほんちょう

部局
ぶきょく

は、企画
き か く

立案
りつあん

業務
ぎょうむ

にシフト
し ふ と

し、政策
せいさく

実施
じ っ し

業務
ぎょうむ

は、できる限
かぎ

り知見
ち け ん

とノウハウ
の う は う

のある民間
みんかん

機関
き か ん

・団体
だんたい

に切
き

り出
だ

すことを検討
けんとう

す

べきである。 

また、コミュニティワーカー
こ み ゅ に て ぃ わ ー か ー

としての役割
やくわり

を果
は

たす各圏域
かくけんいき

の保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

に関
かん

する

業務
ぎょうむ

を担当
たんとう

する職員
しょくいん

を配置
は い ち

し、市町村
しちょうそん

の支援
し え ん

、広域的
こういきてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

人材
じんざい

の育成
いくせい

といった、県立
けんりつ

施設
し せ つ

に期待
き た い

されていた業務
ぎょうむ

を中心
ちゅうしん

に担
にな

うこととするよう、

業務
ぎょうむ

の見直
み な お

しを進
すす

めていくことが重要
じゅうよう

である。 

 

 

 

１）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

は、障
しょう

がい者
しゃ

が利用
り よ う

する介護
か い ご

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

などの障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

について、全国
ぜんこく

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

などを

集
しゅう

積
せき

したデータベース
で ー た べ ー す

を構築
こうちく

する方針
ほうしん

を示
しめ

している。令和
れ い わ

４年度中
  ねんどちゅう

に障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

を改正
かいせい

し、令和
れ い わ

５年度
  ねんど

からの

稼働
か ど う

を目指して
め ざ   

おり、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

やばらつきの是正
ぜ せ い

、制度
せ い ど

見直し
み な お   

に活用
かつよう

することとしている。 
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７ 市町村
しちょうそん

支援
し え ん

について 

 

市町村
しちょうそん

支援
し え 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

において、特段
とくだん

のテーマ
て ー ま

（論点
ろんてん

）設定
せってい

はしなかっ

たが、各論点
かくろんてん

の検討
けんとう

の過程
か て い

で、以下
い か

に掲げる
かか    

重要
じゅうよう

な提案
ていあん

がなされたので記述
きじゅつ

しておきた

い。 

 

〇 この検討
けんとう

委員会
いいんかい

の報告
ほうこく

をまとめるに当
あ

たって、県
けん

が市町村
しちょうそん

とどのような連携
れんけい

や

取組
と り く

みを行
おこな

っているのか、県
けん

と市町村
しちょうそん

のキャッチボール
き ゃ っ ち ぼ ー る

がどうなっているか非常
ひじょう

に

気になる。神奈川
か な が わ

は政令
せいれい

指定
し て い

都市
と し

が３市
し

、中核
ちゅうかく

市
し

が１市あり、その他
た

が県域
けんいき

という

非常
ひじょう

に複雑
ふくざつ

な構成
こうせい

であることから、より連携
れんけい

体制
たいせい

を強化
きょうか

していく必要
ひつよう

がある。 

 

〇 今回
こんかい

の当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に向
む

けた取組
と り く

みが県
けん

主導
しゅどう

で行
おこな

われており、

県
けん

がリード
り ー ど

するのは素晴
す ば

らしいことだが、やはり市町村
しちょうそん

の時代
じ だ い

であり、市町村
しちょうそん

の中
なか

でプラン
ぷ ら ん

も組
く

み立
た

てなければならない。県
けん

がどこまで、市町村
しちょうそん

とどのような連携
れんけい

を

行
おこな

っていこうとしているのか。「連携
れんけい

」という言葉
こ と ば

が多
おお

く出
で

てくるが、実体
じったい

が伴
ともな

う

ことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 県立
けんりつ

施設
し せ つ

が地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に本格的
ほんかくてき

に取
と

り組
く

むに当
あ

たっては、地域
ち い き

に社会
しゃかい

資源
し げ ん

が

必要
ひつよう

となるが、市町村
しちょうそん

とそこをどのように共有
きょうゆう

していくかということについては、

これからの課題
か だ い

である。 

 

〇 県立
けんりつ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

を地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

する、あるいは今
いま

まで地域
ち い き

で暮
く

らしてきた人
ひと

が、親
おや

亡
な

き後
あと

もずっと地域
ち い き

で生活
せいかつ

するという仕組
し く

みを作
つく

るのは、やはり市町村
しちょうそん

であ

る。その時
とき

に、県
けん

がどんどん前
まえ

に行
い

ったら、市町村
しちょうそん

はなお引
ひ

いていくのではないか

と危惧
き ぐ

している。 

一方
いっぽう

で、リーダーシップ
り ー だ ー し っ ぷ

は必要
ひつよう

であり、誰
だれ

かがやらないといけないが、むしろ県
けん

は黒子
く ろ こ

に徹
てっ

して、全体
ぜんたい

を調整
ちょうせい

していくことが必要
ひつよう

ではないか。一番
いちばん

の要
かなめ

は、市町村
しちょうそん

と一緒
いっしょ

に、県
けん

がどのようにやっていくかということである。 

 

〇 県
けん

は様々
さまざま

な取組
と り く

みにおいて、市町村
しちょうそん

の後方
こうほう

支援
し え ん

の立場
た ち ば

になっている。市町村
しちょうそん

は、

頑張
が ん ば

ろうとするときに、やはり後
うし

ろの県
けん

を気
き

にしたり、見
み

たり、助言
じょげん

を仰
あお

いだりす

る。また、応援
おうえん

してもらえるだろうかと、ある意味
い み

でははしごが外
はず

されないだろう

かと、そういう気持
き も

ちを持
も

ちながら、割
わり

と恐
おそ

る恐
おそ

る取組
と り く

みを進
すす

めていくという実感
じっかん

がある。 

全国
ぜんこく

のいろいろな自治体
じ ち た い

を見
み

てきて感
かん

じるのは、局所的
きょくしょてき

に頑張
が ん ば

っている市町村
しちょうそん

や

地域
ち い き

はあるが、法則的
ほうそくてき

に、県
けん

が頑張
が ん ば

らないで取組
と り く

みを進
すす

めている市町村
しちょうそん

がある県
けん

は
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ないということだ。 

 

〇 県
けん

が頑張
が ん ば

らないで、市町村
しちょうそん

が頑張
が ん ば

っているところはないというのが実感
じっかん

なので、

県
けん

がどうやって、市町村
しちょうそん

で暮
く

らす一人
ひ と り

ひとりを活性化
かっせいか

するためのエンジン
え ん じ ん

をどこと

どこに作
つく

るかということがポイント
ぽ い ん と

である。県
けん

は、朝
あさ

から晩
ばん

まで、市町村
しちょうそん

や地域
ち い き

の

事業所
じぎょうしょ

、相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

とどうつながるかを 考
かんが

えてくれるエンジン
え ん じ ん

、事業所
じぎょうしょ

と

市町村
しちょうそん

の中核的
ちゅうかくてき

な人
ひと

たちがつながるようなエンジン
え ん じ ん

を作
つく

り、それをいつもボトム
ぼ と む

アップ
あ っ ぷ

、トップダウン
と っ ぷ だ う ん

のやり取
と

りをするメゾ
め ぞ

的
てき

な取組
と り く

みをどう作
つく

るかという、実効的
じっこうてき

な仕組
し く

みづくりの中
なか

で、旗振
は た ふ

り役
やく

になってほしい。 

 

〇 例
たと

えば廃校
はいこう

などの公立
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
く

らしやすい広場
ひ ろ ば

を作
つく

ってほしい。運動
うんどう

したり、学
まな

んだり、本
ほん

を読
よ

んだり、いろいろ

な活動
かつどう

ができる広場
ひ ろ ば

を作
つく

ってほしい。また、県営
けんえい

団地
だ ん ち

や市営
し え い

団地
だ ん ち

の空
あ

き家
や

を工夫
く ふ う

し

て、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

と支援者
しえんしゃ

が一緒
いっしょ

に暮
く

らせるように活用
かつよう

してほしい。 

神奈川
か な が わ

は広
ひろ

く、いろいろな地域
ち い き

にたくさんの障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が暮
く

らしている。県
けん

が

本気
ほ ん き

になって、市町村
しちょうそん

をまとめてほしい。 
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おわりに 

 

 

〇 冒頭
ぼうとう

に記述
きじゅつ

したとおり、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

は、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の支援
し え ん

内容
ないよう

についてのこれまでの

検証
けんしょう

等
とう

を踏
ふ

まえ、今後
こ ん ご

、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

やその人
ひと

らしい暮
く

らしを実現
じつげん

す

るためには、何
なに

より地域
ち い き

づくりが重要
じゅうよう

であるとの認識
にんしき

に立ち、そのための施策
し さ く

等
とう

につい

て広範
こうはん

に検討
けんとう

を行
おこな

った。その手法
しゅほう

は、およそ 20年後
ね ん ご

（2040年
ねん

頃
ころ

）の神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい

福祉
ふ く し

のあるべき姿
すがた

を展望
てんぼう

し、その実現
じつげん

に向
む

け、行政
ぎょうせい

のみならず、事
じ

業者
ぎょうしゃ

や県民
けんみん

を含
ふく

め

オール
お ー る

神奈川
か な が わ

でどう取
と

り組
く

んでいくべきかというものであり、昨年
さくねん

の 7月
がつ

から 10回
かい

に

わたり、精力的
せいりょくてき

に議論
ぎ ろ ん

を行
おこな

った。 

 

〇 一般
いっぱん

に、こうした検討
けんとう

を踏
ふ

まえた対応
たいおう

策
さく

は、厳
きび

しい改革
かいかく

が予想
よ そ う

される。しかし、今般
こんぱん

の報告書
ほうこくしょ

の提言
ていげん

は、お互
たが

いの心
こころ

が輝
かがや

く「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ」を目指
め ざ

して、障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

を含
ふく

む関係
かんけい

者
しゃ

が支
ささ

える・支
ささ

えられる関係
かんけい

を越
こ

え、「自分
じ ぶ ん

ごと」としてその道行
み ち ゆ

きについて議論
ぎ ろ ん

し、合意
ご う い

した上
うえ

で取
と

り組
く

む、いわば「温
あたた

かい改革
かいかく

」によって実現
じつげん

するこ

とを期待
き た い

している。 

 

〇 本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

でのこれまでの幅広
はばひろ

い議論
ぎ ろ ん

を反映
はんえい

し、この報告書
ほうこくしょ

には、280 もの提言
ていげん

が

盛
も

り込
こ

まれているが、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

の基底
き て い

を成
な

す考
かんが

えを改
あらた

めて示
しめ

すと

以下
い か

の三
みっ

つである。この報告書
ほうこくしょ

の内容
ないよう

が広
ひろ

く関係
かんけい

者
しゃ

に共有
きょうゆう

され、今後
こ ん ご

、総合的
そうごうてき

、計画的
けいかくてき

な施策
せ さ く

等
とう

の展開
てんかい

につながることを望
のぞ

む。 

 

① 個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

が守
まも

られる社会
しゃかい

を作
つく

る 

  ～ 差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

、虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

関連
かんれん

の措置
そ ち

を強 力
きょうりょく

に進
すす

める 

  ～ 「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」等
とう

の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に 

努
つと

める 

  ～ 可能性
かのうせい

を引
ひ

き出
だ

す、ひとり一人
ひ と り

に対応
たいおう

した専門的
せんもんてき

なサポート
さ ぽ ー と

を確立
かくりつ

する          など 

 

② 本人
ほんにん

の自己
じ こ

決定
けってい

、自己
じ こ

選択
せんたく

を尊重
そんちょう

した障
しょう

がい施策
し さ く

を展開
てんかい

する 

  ～ 本人
ほんにん

活動
かつどう

、当事者
とうじしゃ

の政策
せいさく

決定
けってい

過程
か て い

への参加
さ ん か

を推進
すいしん

する 

  ～ 必要
ひつよう

とする障
しょう

がい者
しゃ

全
すべ

て意思
い し

決定
けってい

支援
しえん

を受
う

けられるようにするとともに、伴走型
ばんそうがた

の相談
そうだん

支援
しえん

体制
たいせい

を

築
きず

く 

  ～ その人
ひと

らしい暮
く

らしが可能
か の う

となるよう、地域
ちいき

の福祉
ふ く し

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る           など 

 

③ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の役割
やくわり

を転換
てんかん

し、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

にオール
お ー る

神奈川
か な が わ

で取り組
と  く

む 

  ～ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の役割
やくわり

の縮 小
しゅくしょう

、転換
てんかん

を図
はか

り、緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

と通過型
つうかがた

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 

  ～ 地域
ちいき

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の対象
たいしょう

拡大
かくだい

、関連
かんれん

領域
りょういき

との連携
れんけい

等
とう

により包括的
ほうかつてき

な支援
しえん

体制
たいせい

を作
つく

る 

  ～ 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

への関
かか

わり強化
きょうか

するなどにより、市町村
しちょうそん

支援
しえん

に取
と

り組
く

む       など 



 

 

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

に係
かか

る将来
しょうらい

展望
てんぼう

検討
けんとう

委員会
いいんかい

 委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

（50音
おん

順
じゅん

 敬称
けいしょう

略
りゃく

） 

                         

委員名
いいんめい

 所属
しょぞく

等
など

 

大川
おおかわ

 貴志
たかし

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

同愛会
どうあいかい

 てらん広場
ひ ろ ば

 統括
とうかつ

所長
しょちょう

 

大塚
おおつか

 晃
あきら

 日本
に ほ ん

発達
はったつ

障害
しょうがい

ネットワーク
ね っ と わ ー く

 副理事長
ふくりじちょう

 

委員長
いいんちょう

 蒲原
かもはら

 基
もと

道
みち

 日本
に ほ ん

社会
しゃかい

事業
じぎょう

大学
だいがく

 専門
せんもん

職
しょく

大学院
だいがくいん

 客員
きゃくいん

教授
きょうじゅ

 

河原
かわはら

 雄一
ゆういち

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

星谷会
ほしやかい

 理事長
りじちょう

 

小西
こにし

 勉
つとむ

 ピープルファースト
ぴ ー ぷ る ふ ぁ ー す と

横浜
よこはま

 会長
かいちょう

 

佐藤
さとう

 彰 一
しょういち

 國學
こくがく

院大學
いんだいがく

 教授
きょうじゅ

 

冨田
とみた

 祐
たすく

 ブルースカイクラブ
ぶ る ー す か い く ら ぶ

会長
かいちょう

 

奈良
な ら

﨑
ざき

 真弓
まゆみ

 にじいろでＧＯ
ご ー

！ 会長
かいちょう

 

野口
のぐち

 富
ふ

美子
み こ

 神奈川県
か な が わ け ん

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

父母
ふ ぼ

の会
かい

連盟
れんめい

 幹事
か ん じ

 

林
はやし

 雅之
まさゆき

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

清和会
せいわかい

 三浦
み う ら

しらとり園
えん

 

児童
じ ど う

施設
し せ つ

長兼
ちょうけん

生活
せいかつ

支援
し え ん

部長
ぶちょう

 

福岡
ふくおか

 寿
ひさし

 日本
に ほ ん

相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

協会
きょうかい

 顧問
こ も ん

 



 

 

【開催
かいさい

状 況
じょうきょう

】 

回数
かいすう

 日時
に ち じ

 内容
ないよう

 

第
だい

１回
かい

 
令和
れ い わ

３年
ねん

７月
がつ

９日
にち

 

9:45～11:30 

○ 検討
けんとう

の進
すす

め方
かた

について 

○ 意見
い け ん

交換
こうかん

 

第
だい

２回
かい

 
令和
れ い わ

３年
ねん

８月
がつ

６日
にち

 

14:30～16:55 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

について 

○ 事例
じ れ い

紹介
しょうかい

（国立
こくりつ

のぞみの園
その

） 

○ 事例
じ れ い

紹介
しょうかい

（千葉県
ち ば け ん

袖ケ浦
そでがうら

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

） 

第
だい

３回
かい

 
令和
れ い わ

３年
ねん

９月
がつ

３日
にち

 

15:30～17:50 

○ 事例
じ れ い

紹介
しょうかい

（長野県
ながのけん

西駒
にしこま

郷
ごう

） 

○ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

について 

第
だい

４回
かい

 
令和
れ い わ

３年
ねん

９月
がつ

22日
にち

 

10:00～12:30 

○ 事例
じ れ い

紹介
しょうかい

（社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

同愛会
どうあいかい

 てらん広場
ひ ろ ば

） 

○ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

について 

～中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

（たたき台
だい

について） 

第
だい

５回
かい

 
令和
れ い わ

３年
ねん

10月
がつ

20日
にち

 

16:00～18:00 

○ 中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

（案
あん

）について 

○ 今後
こ ん ご

の進
すす

め方
かた

について 

第
だい

６回
かい

 
令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

24日
にち

 

9:30～12:00 

○ 事例
じ れ い

紹介
しょうかい

（ 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

 ） 

○ 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

について 

○ 普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みづくりについて 

第
だい

７回
かい

 
令和
れ い わ

３年
ねん

12月
がつ

22日
にち

 

17:00～19:30 

○ 事例
じ れ い

紹介
しょうかい

（ 社会福祉法人沸子
しゃかいふくしほうじんぶっし

園
えん

 ） 

○ 地域
ち い き

の社会福祉
ふ く し

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

について 

○ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の徹底
てってい

と権利擁護
よ う ご

について 

第
だい

８回
かい

 
令和
れ い わ

４年
ねん

１月
がつ

24日
にち

 

13:30～16:00 

○ 事例
じ れ い

紹介
しょうかい

（ 逗子市
ず し し

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

地域
ち い き

共 生 係
きょうせいがかり

 ） 

○ 地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

について 

○ 先駆的
せんくてき

な施策の積極的
せっきょくてき

な取入
と り い

れについて 

第
だい

９回
かい

 
令和
れ い わ

４年
ねん

２月
がつ

21日
にち

 

9:30～12:00 

○ 事例
じ れ い

紹介
しょうかい

（ 県
けん

共生
きょうせい

社会
しゃかい

アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

 ） 

○ 委員会
いいんかい

報告書
ほうこくしょ

（骨子
こ っ し

案
あん

）について 

第
だい

10回
かい

 
令和
れ い わ

４年
ねん

３月
がつ

29日
にち

 

15:30～17:30 

○ 本人
ほんにん

活動
かつどう

の取組
と り く

みの紹介
しょうかい

 

（小西
こ に し

委員
い い ん

、冨田
と み た

委員
い い ん

、奈良
な ら

﨑
ざき

委員
い い ん

） 

○ 委員会
いいんかい

報告書
ほうこくしょ

（案
あん

）について 

 


