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1 

 

 

はじめに 

 

  本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

においては、県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（以下
い か

「県立
けんりつ

施設
し せ つ

」という。）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
た

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

ってきた。 

昨年
さくねん

7月
がつ

から、これまで、第一線
だいいっせん

の実践家
じっせんか

からの事例
じ れ い

紹介
しょうかい

も織
お

り込
こ

みながら、10回
かい

に

わたり会議
か い ぎ

を重
かさ

ねるとともに、関係
かんけい

の団体
だんたい

からヒアリング
ひ あ り ん ぐ

も実施
じ っ し

したところであるが、

今般
こんぱん

、昨年
さくねん

10月
がつ

の中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

も踏
ふ

まえ、これまでの議論
ぎ ろ ん

の内容
ないよう

を反映
はんえい

させた報告書
ほうこくしょ

を次
つぎ

のとおり取
と

りまとめた。 

 

１ これまでの経緯
け い い

 

 

（１）中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

までの検討
けんとう

の内容
ないよう

 

 

本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

では、20年後
ね ん ご

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

（将来像）を以下
い か

の

ように設定
せってい

し、この実現
じつげん

に向
む

けて、いわゆるバックキャスト
ば っ く き ゃ す と

の考
かんが

え方で、中長期的
ちゅうちょうきてき

な

視点
し て ん

から、行政
ぎょうせい

、事業者
じぎょうしゃ

、県民
けんみん

等
とう

がどのように取
と

り組
く

んでいくべきか議論
ぎ ろ ん

を行っ
おこな 

てきた。 

 

 【目指
め ざ

すべき将来像
しょうらいぞう

】 

 

「 「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

になるほど浸透
しんとう

し、本人
ほんにん

の意思
い し

決定
けってい

を踏
ふ

まえた、その人
ひと

らしい生活
せいかつ

を支
ささ

える当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

のサービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の

整備
せ い び

が進
すす

んだいのち輝
かがや

く地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

                 」 

 

当初
とうしょ

、議論
ぎ ろ ん

の際
さい

の視点
し て ん

（案
あん

）として、以下
い か

について事務局
じむきょく

から提示
て い じ

を受
う

けたが、この

5 つの視点
し て ん

は、中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

の取
と

りまとめに向
む

けた検討
けんとう

の過程
か て い

において、各委員
かくいいん

の了解
りょうかい

の

下
もと

、論点
ろんてん

に据
す

えた。 

 

  【神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

の議論
ぎ ろ ん

のための 5 つの視点
し て ん

（論点
ろんてん

）】 

 

① 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

を契機
け い き

に、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

を図
はか

っていくべきではな

いか 

② 障
しょう

がい福祉
ふ く し

において、家族
か ぞ く

目線
め せ ん

・支援者
しえんしゃ

目線
め せ ん

ではなく、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の考
かんが

えを

徹底
てってい

するべきではないか（意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

など） 



 

2 

 

   ③ いわゆる「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」、高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

、医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

など困難性
こんなんせい

の高
たか

い

支援
し え ん

課題
か だ い

に対
たい

し、県
けん

として果敢
か か ん

に取
と

り組
く

むべきではないか（地域
ち い き

の担
にな

い手
て

の確保
か く ほ

、

人材
じんざい

育成
いくせい

など） 

   ④ 障
しょう

がい者
しゃ

は地域
ち い き

社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

であり、本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

する場所
ば し ょ

で、尊厳
そんげん

をも

って、その人
ひと

らしく暮
く

らすことが当
あ

たり前
まえ

であるべきではないか（社会
しゃかい

資源
し げ ん

の

充実
じゅうじつ

、サービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

など） 

   ⑤ それぞれの才能
さいのう

を引
ひ

き出
だ

し、多様
た よ う

な価値観
か ち か ん

を取り入
と  い

れ、S D G s
えすでぃーじーず

の「誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さない」持続
じ ぞ く

可能
か の う

な多様性
たようせい

と全
すべ

ての人
ひと

が受
う

け入
い

れられる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す

という理念
り ね ん

を生
い

かすべきではないか 

 

また、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

がまずもって行
おこな

うべき議論
ぎ ろ ん

の視点
し て ん

として、「県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方
かた

」

に関
かん

する以下
い か

の５つが加
くわ

えられた。これは、４つの県立
けんりつ

施設
し せ つ

について、次期
じ き

指定
し て い

管理
か ん り

期間
き か ん

が令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

から始
はじ

まることから、次期
じ き

指定
し て い

管理者
かんりしゃ

の公募
こ う ぼ

が本年
ほんねん

（令和
れ い わ

4年
ねん

）早々
そうそう

に

実施
じ っ し

される予定
よ て い

であることに鑑
かんが

み、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

での県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方
かた

に係
かか

る議論
ぎ ろ ん

を、

当該
とうがい

募集
ぼしゅう

要項
ようこう

１に反映
はんえい

させることが必要
ひつよう

であると考
かんが

えられたためである。 

 

【「県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方
かた

」について議論
ぎ ろ ん

を進
すす

める上
うえ

での５つの視点
し て ん

】 

 

   ① 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の役割
やくわり

を持
も

たせ、緊急
きんきゅう

時
じ

に対応
たいおう

できる短期
た ん き

入所
にゅうしょ

の整備
せ い び

を

必須
ひ っ す

としてはどうか 

   ② 相談
そうだん

支援
し え ん

の機能
き の う

と人材
じんざい

育成
いくせい

の機能
き の う

を充実
じゅうじつ

させることとしてはどうか 

   ③ 長期
ちょうき

の入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を加速
か そ く

させるとともに、通過
つ う か

施設
し せ つ

（有
ゆう

期限
き げ ん

の入所
にゅうしょ

期間
き か ん

）として位置
い ち

付
づ

けることとしてはどうか 

   ④ 長期
ちょうき

入所
にゅうしょ

の定員
ていいん

は漸
ざん

減
げん

させることとし、終
つい

の棲家
す み か

を念頭
ねんとう

に置
お

いた新規
し ん き

の入所
にゅうしょ

については、原則
げんそく

として、行
おこな

わないこととしてはどうか 

   ⑤ 民間
みんかん

では担
にな

えない理由
り ゆ う

を明確
めいかく

にし、目的
もくてき

を達成
たっせい

するために必要
ひつよう

な実施
じ っ し

態勢
たいせい

につ

いても検討
けんとう

してはどうか 

 

前後
ぜ ん ご

するが、令和
れ い わ

２年
ねん

、複数
ふくすう

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

において、長時間
ちょうじかん

にわたる居室
きょしつ

施錠
せじょう

といった

身体
しんたい

拘束
こうそく

が長
なが

きにわたり続
つづ

けられていることが有識者
ゆうしきしゃ

による検証
けんしょう

２で明
あき

らかとなり、

支援
し え ん

の内容
ないよう

の改善
かいぜん

が求
もと

められた。当然
とうぜん

に県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方にも議論
ぎ ろ ん

が及
およ

び、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の

あり方
かた

を見直
み な お

すには、神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

のあり方
かた

を議論
ぎ ろ ん

する中
なか

で行
おこな

うべきでは

ないか、という有識者
ゆうしきしゃ

からの提言
ていげん

を受
う

け、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

が設置
せ っ ち

されたという経緯
け い い

がある。 

 

こうして、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

の当面
とうめん

の対応
たいおう

等
とう

を中心
ちゅうしん

に議論
ぎ ろ ん

し、昨年
さくねん

（令和
れ い わ

2

年
ねん

10月
がつ

）、中間
ちゅうかん

報告書
ほうこくしょ

としてその結果
け っ か

を取りまとめた。 
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中間
ちゅうかん

報告書
ほうこくしょ

においては、神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

についても様々
さまざま

な提言
ていげん

が盛
も

り込
こ

まれてはいるが、県立
けんりつ

施設
し せ つ

も含
ふく

む障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（以下
い か

「入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

」という。）全体
ぜんたい

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

についての議論
ぎ ろ ん

は十分
じゅうぶん

尽
つ

くされたとは言
い

えない。 

また、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

を語
かた

るとき、福祉
ふ く し

の分野
ぶ ん や

だけではなく、医療
いりょう

や教育
きょういく

、

雇用
こ よ う

・労働
ろうどう

、住宅
じゅうたく

、運輸
う ん ゆ

、商工
しょうこう

、芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

などの関連
かんれん

領域
りょういき

も、県
けん

が目指
め ざ

す「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

のためには重要
じゅうよう

な要素
よ う そ

であると考
かんが

えられ、福祉
ふ く し

の分野
ぶ ん や

がこ

れら領域
りょういき

とどのように連携
れんけい

、協働
きょうどう

していくかの議論
ぎ ろ ん

も深
ふか

めていく必要
ひつよう

である。 

 

さらに、県
けん

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

」の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

に注 力
ちゅうりょく

してきたが、

20年後
ね ん ご

、この憲章
けんしょう

が当
あ

たり前
まえ

となるほど浸透
しんとう

した社会
しゃかい

を目指
め ざ

すとき、今後
こ ん ご

、行政
ぎょうせい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、県民
けんみん

等
とう

が取組
と り く

みを進
すす

めるべき施策
し さ く

等
とう

は公的
こうてき

なサービス
さ ー び す

だけでないだろう。障
しょう

が

い者
しゃ

が友人
ゆうじん

と余暇
よ か

活動
かつどう

を楽
たの

しんだり、野球
やきゅう

を観
み

に行
い

くといった、その人
ひと

が望
のぞ

む、その人
ひと

らしい暮
く

らしの全体
ぜんたい

を皆
みな

でどう支
ささ

えていくか、そういう議論
ぎ ろ ん

の広
ひろ

がりが重要
じゅうよう

である。 

 

このような経緯
け い い

を踏
ふ

まえ、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

は、報告書
ほうこくしょ

の取
と

りまとめに向
む

け、2040年
ねん

頃
ころ

の

人口
じんこう

構造
こうぞう

をはじめとする社会
しゃかい

経済
けいざい

状 況
じょうきょう

の予測
よ そ く

を基礎
き そ

に、障
しょう

がい福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く政策
せいさく

の

動向
どうこう

、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

やその家族
か ぞ く

、支援者
しえんしゃ

など関係
かんけい

する人々
ひとびと

が抱
かか

える福祉
ふ く し

課題
か だ い

の状 況
じょうきょう

の

変化
へ ん か

、そして障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

や「かながわ障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」、あるいは、「神奈川県
か な が わ け ん

障
しょう

が

い福祉
ふ く し

計画
けいかく

」の検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

、さらには自治体
じ ち た い

行政
ぎょうせい

のあり方
かた

に関
かん

する議論
ぎ ろ ん

の推移
す い い

も注視
ちゅうし

しながら、「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

」の推進
すいしん

のための具体
ぐ た い

の取組
と り く

みについて、中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

までの検討
けんとう

からさらに議論
ぎ ろ ん

を深
ふか

めた。 

 

 

（２）会議
か い ぎ

の進
すす

め方
かた

 

 

ア
あ

 幅広
はばひろ

い論点
ろんてん

からの議論
ぎ ろ ん

と事例
じ れ い

紹介
しょうかい

 

 

  本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の第
だい

6回
かい

から第
だい

８回
かい

にかけての議論
ぎ ろ ん

では、前述
ぜんじゅつ

の 5 つの「議論
ぎ ろ ん

の視点
し て ん

」

を踏
ふ

まえ、それらを細分化
さいぶんか

する格好
かっこう

で、全部
ぜ ん ぶ

で 16 の論点
ろんてん

（中事項）が提示
て い じ

された。（詳細
しょうさい

は 6 頁
ぺーじ

以降
い こ う

を参照
さんしょう

いただきたい。） 

 

  各論点
かくろんてん

（中事項
ちゅうじこう

）は、中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

までの意見
い け ん

等
とう

を踏
ふ

まえた「現状
げんじょう

と課題
か だ い

」、及
およ

び 2040

年
ねん

頃
ころ

のあるべき姿
すがた

に向
む

けて、どのように対応
たいおう

していくかという「検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

」により

構成
こうせい

され、それぞれの論点
ろんてん

について、各委員
かくいいん

により自由
じ ゆ う

かっ達
たつ

に意見
い け ん

交換
こうかん

が行
おこな

われた。 
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  また、各回
かくかい

の意見
い け ん

交換
こうかん

に先立
さ き だ

ち、当該
とうがい

回
かい

で議論
ぎ ろ ん

する論点
ろんてん

に関係
かんけい

する施策
し さ く

等
とう

に取
と

り組
く

ん

でいる団体
だんたい

や行政
ぎょうせい

機関
き か ん

からの事例
じ れ い

紹介
しょうかい

が行
おこな

われた。それぞれの事例
じ れ い

紹介
しょうかい

は、まさに

第一線
だいいっせん

からの報告
ほうこく

であり、大変
たいへん

現実味
げんじつみ

のあるものであったし、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の議論
ぎ ろ ん

に厚
あつ

みと深
ふか

みをもたらしたものと考
かんが

えている。発表者
はっぴょうしゃ

各位
か く い

におかれては、諸事
し ょ じ

ご多忙
た ぼ う

の折
おり

、

資料
しりょう

を作成
さくせい

していただき、また、当日
とうじつ

の発表
はっぴょう

に時間
じ か ん

を割
さ

いていただいたことに心
こころ

から

感謝
かんしゃ

申
もう

し上
あ

げたい５。 

 

イ
い

 団体
だんたい

等
とう

からのヒアリング
ひ あ り ん ぐ

の実施
じ っ し

 

 

  本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

は、県
けん

のおよそ 20年後
ね ん ご

（2040年
ねん

頃
ころ

）の障
しょう

がい福祉
ふ く し

のあり方
かた

を検討
けんとう

の

主務
し ゅ む

とすることから、広範
こうはん

にわたる議論
ぎ ろ ん

となることが予想
よ そ う

された。一方
いっぽう

で、構成
こうせい

メンバー
め ん ば ー

については、いわゆる「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

」が議論
ぎ ろ ん

の起点
き て ん

となっていることもあっ

て、主
しゅ

として知的
ち て き

障
しょう

がいに関
かん

する施策
し さ く

等
とう

に知見
ち け ん

を有
ゆう

する当事者
とうじしゃ

や有識者
ゆうしきしゃ

が多
おお

い。 

 

もとより、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

においては、特定
とくてい

の障
しょう

がい種別
しゅべつ

に偏
かたよ

ることなく普遍的
ふへんてき

な提言
ていげん

につながるよう議事
ぎ じ

の整理
せ い り

には留意
りゅうい

したが、団体
だんたい

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

の実施
じ っ し

に際
さい

し、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

としては、身体障
しんたいしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいの分野
ぶ ん や

についても、施策
し さ く

等
とう

の課題
か だ い

にしっかりと目配
め く ば

りできるよう、事務局
じむきょく

に対
たい

して、様々
さまざま

な障
しょう

がい種別
しゅべつ

の団体
だんたい

等
とう

から意見
い け ん

を聴
き

くように要請
ようせい

したところである。 

 

団体
だんたい

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

は令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

から同年
どうねん

８月
がつ

にかけて、事務局
じむきょく

により実施
じ っ し

され、詳細
しょうさい

なレポート
れ ぽ ー と

が本
ほん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

に対
たい

して提示
て い じ

されるとともに、論点
ろんてん

ごとに、各団体
かくだんたい

からの主要
しゅよう

な意見
い け ん

として取
と

りまとめられたものが議事
ぎ じ

資料
しりょう

に加
くわ

えられている。 

したがって、本報告書
ほんほうこくしょ

の提言
ていげん

は、こうした団体
だんたい

ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

を通
つう

じた各団体
かくだんたい

からのご意見
い け ん

も踏
ふ

まえたものとなっている。 

また、県立
けんりつ

施設
し せ つ

（指定
し て い

管理
か ん り

を含
ふく

む）６か所
しょ

のいずれかの施設
し せ つ

を平成
へいせい

28年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

２

年度
ね ん ど

に退所
たいしょ

し、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

を利用
り よ う

して地域
ち い き

生活
せいかつ

をしている人
ひと

のうち、

インタビュー
い ん た び ゅ ー

の同意
ど う い

が得
え

られた９名
めい

に対
たい

するヒアリング
ひ あ り ん ぐ

が、令和
れ い わ

３年
ねん

10月
がつ

から同年
どうねん

11月
がつ

にかけて、事務局
じむきょく

により実施
じ っ し

された。その際
さい

のご意見
い け ん

は、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

で議論
ぎ ろ ん

を行
おこな

う上
うえ

で共有
きょうゆう

された。 

大変
たいへん

多忙
た ぼ う

な中
なか

、趣旨
し ゅ し

を理解
り か い

いただき、ご対
たい

応
おう

いただいた団体
だんたい

各位
か く い

・当事者
とうじしゃ

及
およ

び支援者
しえんしゃ

の皆様
みなさま

には、この場
ば

を借
か

りて心
こころ

から御礼
おんれい

を申
もう

し上
あ

げたい。 

 

（参考
さんこう

）ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

団体
だんたい

 

（順
じゅん

不同
ふ ど う

） 

・ 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
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・ 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 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

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

・ にじいろでＧＯ
ご ー

！ 

・ ピープルファースト
ぴ ー ぷ る ふ ぁ ー す と

横浜
よこはま

 

・ 神奈川県手
か な が わ け ん て

をつなぐ育成会
いくせいかい

 

・ 神奈川県
か な が わ け ん

自閉症
じへいしょう

協会
きょうかい

（神奈川県
か な が わ け ん

自閉症児
じへいしょうじ

・者
しゃ

親
おや

の会
かい

連合会
れんごうかい

） 

・ 神奈川県
か な が わ け ん

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

保護者会
ほ ご し ゃ か い

連合会
れんごうかい

 

・ 神奈川県
か な が わ け ん

肢体
し た い

不自由児者
ふ じ ゆ う じ し ゃ

父母
ふ ぼ

の会
かい

連合会
れんごうかい

 

・ 神奈川県
か な が わ け ん

知的
ち て き

障害
しょうがい

施設
し せ つ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 

・ 神奈川県
か な が わ け ん

身体
しんたい

障害
しょうがい

施設
し せ つ

協会
きょうかい

 

・ 障害
しょうがい

のある人
ひと

と援助者
えんじょしゃ

でつくる日本
に ほ ん

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

学会
がっかい

 

・ 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 神奈川
か な が わ

セルプセンター
せ る ぷ せ ん た ー

 

・ 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

作業所
さぎょうじょ

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 

・ きょうされん 神奈川
か な が わ

支部
し ぶ

 

・ 特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 かながわ障
しょう

がいケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

従事者
じゅうじしゃ

ネットワーク
ね っ と わ ー く

 

 

 

１）令和
れ い わ

４年
ねん

１月
がつ

に「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

指定
し て い

管理者
かんりしゃ

募集
ぼしゅう

要項
ようこう

」が公表
こうひょう

されている 

２）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

「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

報告書
ほうこくしょ

」（令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

） 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/documents/shiensuishi/shiensuishitop.html） 

３）福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

など様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

において、県
けん

の障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

等
とう

の施策
し さ く

を推進
すいしん

するための基本
き ほ ん

となる計画
けいかく

。神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

施策審
せさくしん

議会
ぎ か い

や障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

との意見
い け ん

交換会
こうかんかい

の意見
い け ん

を踏
ふ

ま

て策定
さくてい

されている。現行
げんこう

の「かながわ障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」は、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

（2019年度
ね ん ど

）から令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

（2023年度
ね ん ど

）

までの 5年間
ねんかん

を対象
たいしょう

期間
き か ん

としている。 

４）障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
およ

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

）に基
もと

づき、障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び障
しょう

がい児
じ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

などの提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

を進
すす

めるため、市町村
しちょうそん

の障
しょう

がい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の達成
たっせい

を支援
し え ん

する県
けん

の計画
けいかく

。平成
へいせい

18年度
ね ん ど

に第
だい

１期
き

「神奈川県
か な が わ け ん

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」が策定
さくてい

されている。現行
げんこう

の計画
けいかく

は、令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

（2020年度
ね ん ど

）で計画
けいかく

期間
き か ん

が満了
まんりょう

しており、現在
げんざい

、これまでの計画
けいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

や新
あら

たな

課題
か だ い

を踏
ふ

まえて、「神奈川県
か な が わ け ん

障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

」改定
かいてい

素案
そ あ ん

が作成
さくせい

されている。パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

の手続
て つ づ

きを経
へ

て、令和
れ い わ

3年度中
ねんどちゅう

に改定
かいてい

される予定
よ て い

。 

５）各事例
かくじれい

紹介
しょうかい

は、神奈川県
か な が わ け ん

HP「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

に係
かか

る将来
しょうらい

展望
てんぼう

検討
けんとう

委員会
いいんかい

」を参照
さんしょう

いただきたい。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/tenboukentou/tenboukentoutop.html） 

 

 

 

  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/documents/shiensuishi/shiensuishitop.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/tenboukentou/tenboukentoutop.html
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２ 中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

の提言
ていげん

を踏
ふ

まえた議論
ぎ ろ ん

 

 

（１）神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の未来
み ら い

予測
よ そ く

 

 

繰
く

り返
かえ

しになるが、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

に課
か

せられた役割
やくわり

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

けて何
なに

にどのように取
と

り

組
く

んでいくのかを議論
ぎ ろ ん

することであった。 

 

本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

が 10月
がつ

に取
と

りまとめた中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

に向
む

けての議論
ぎ ろ ん

の過程
か て い

においては、

議論
ぎ ろ ん

の前提
ぜんてい

となる障
しょう

がい福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く社会
しゃかい

経済
けいざい

状 況
じょうきょう

の中長期的
ちゅうちょうきてき

な変化
へ ん か

について、

「神奈川県
か な が わ け ん

人口
じんこう

ビジョン
び じ ょ ん

」（平成
へいせい

28年
ねん

３月
がつ

（令和
れ い わ

２年
ねん

３月
がつ

改訂
かいてい

））や「８市
し

の未来
み ら い

予測
よ そ く

等
とう

に関
かん

する報告書
ほうこくしょ

」（令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

）をはじめ、各種
かくしゅ

の未来
み ら い

予想
よ そ う

を参考
さんこう

とした１。 

これらに共通
きょうつう

していることは、将来
しょうらい

推計
すいけい

の確度
か く ど

の高
たか

い、人口
じんこう

構造
こうぞう

の推移
す い い

を前提
ぜんてい

とし

て中長期的
ちゅうちょうきてき

な見通
み と お

しを立
た

てているところであり、共通
きょうつう

事項
じ こ う

を整理
せ い り

すると概
おおむ

ね以下
い か

の

とおりである。 

 

・ 人口
じんこう

動態
どうたい

は大
おお

きく変化
へ ん か

し、高齢者
こうれいしゃ

割合
わりあい

・単身
たんしん

世帯
せ た い

割合
わりあい

が増加
ぞ う か

すること 

 

→ 2040年
ねん

頃
ころ

には、高齢者
こうれいしゃ

の増加幅
ぞうかはば

は落
お

ち着
つ

くものの、現役
げんえき

世代
せ だ い

の減少
げんしょう

が加速
か そ く

し、

100歳
さい

以上
いじょう

の高齢者
こうれいしゃ

が 30万人
まんにん

を超
こ

える見通
み と お

しであること 

→ 単身
たんしん

世帯
せ た い

は 2040年
ねん

に 39.3 %
ぱーせんと

まで拡大
かくだい

し、最大
さいだい

の世帯
せ た い

類型
るいけい

となること 

→ 一方
いっぽう

で、高齢者像
こうれいしゃぞう

は大きく変化
へ ん か

し、高齢者
こうれいしゃ

の若返
わかがえ

りが見
み

られ、就 業 率
しゅうぎょうりつ

も上 昇
じょうしょう

すること 

 

・ 地域
ち い き

・コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

の変化
へ ん か

、地方
ち ほ う

の働
はたら

き手
て

の更
さら

なる減少
げんしょう

が生
しょう

じること 

 

→ 人口
じんこう

ボーナス
ぼ ー な す

を享受
きょうじゅ

してきた三
さん

大都市圏
だ い と し け ん

は急激
きゅうげき

な高齢化
こうれいか

局面
きょくめん

に突入
とつにゅう

し、特
とく

に、東京圏
とうきょうけん

は入院
にゅういん

・介護
か い ご

ニーズ
に ー ず

の増加率
ぞうかりつ

が全国
ぜんこく

で最
もっと

も高
たか

く、医療
いりょう

介護
か い ご

人材
じんざい

が

地方
ち ほ う

から流 出
りゅうしゅつ

する恐
おそ

れがあること 

→ 地方圏
ちほうけん

では東京
とうきょう

からのサービス
さ ー び す

移入
いにゅう

に伴
ともな

う資金
し き ん

流 出
りゅうしゅつ

が常態化
じょうたいか

する可能性
かのうせい

が

あること 

 

  ・ 人々
ひとびと

の考
かんが

え方
かた

の変化
へ ん か

・多様化
た よ う か

が進
すす

むこと 

 

・ 基盤
き ば ん

技術
ぎじゅつ

の進展
しんてん

がみられること 
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   → I o T
あいおーてぃー

、A I
えーあい

、ロボット
ろ ぼ っ と

技術
ぎじゅつ

など、第
だい

４次
じ

産業
さんぎょう

革命
かくめい

を踏
ふ

まえた変革
へんかく

が進展
しんてん

し、

ロボット
ろ ぼ っ と

、自動
じ ど う

運転
うんてん

等
とう

の基盤
き ば ん

技術
ぎじゅつ

は、2040年
ねん

に向
む

けて大
おお

きく進化
し ん か

すること 

   → 健康
けんこう

・医療
いりょう

・介護
か い ご

の分野
ぶ ん や

においても、情報
じょうほう

が統合
とうごう

管理
か ん り

され、 A I
えーあい

が判断
はんだん

の

サポート
さ ぽ ー と

を行
おこな

ったり自動化
じ ど う か

する可能性
かのうせい

があること 

 

  ・ グローバル
ぐ ろ ー ば る

化
か

の影響
えいきょう

がますます大
おお

きくなること 

 

   → 経済面
けいざいめん

では、アジア
あ じ あ

の中
なか

での重要性
じゅうようせい

が低下
て い か

する一方
いっぽう

、人的
じんてき

移動
い ど う

の活発化
かっぱつか

の中
なか

で

日本
に ほ ん

における在留
ざいりゅう

外国人
がいこくじん

は増加
ぞ う か

すると推計
すいけい

されること 

   → アジア
あ じ あ

を含
ふく

む諸外国
しょがいこく

では高齢化
こうれいか

が急速
きゅうそく

に進展
しんてん

し、医療
いりょう

・介護費
か い ご ひ

の増加
ぞ う か

により

イノベーション
い の べ ー し ょ ん

への投資
と う し

が進
すす

まなくなる恐
おそ

れがある一方
いっぽう

、各国間
かっこくかん

の人材
じんざい

収奪
しゅうだつ

競争
きょうそう

が高
たか

まる可能性
かのうせい

があること 

 

また、社会
しゃかい

保障
ほしょう

分野
ぶ ん や

でかねてより注視
ちゅうし

されている、いわゆる 2040年
ねん

問題
もんだい

に関
かん

し、各般
かくはん

の先行
せんこう

研究
けんきゅう

等
とう

の情報
じょうほう

についても共有
きょうゆう

した上
うえ

で議論
ぎ ろ ん

を進
すす

めた。 

例
たと

えば、令和
れ い わ

２年版
ねんばん

の厚生
こうせい

労働
ろうどう

白書
はくしょ

においては、平成
へいせい

の 30年間
ねんかん

の社会
しゃかい

の変容
へんよう

と 2040

年
ねん

にかけての今後
こ ん ご

の 20年間
ねんかん

の変化
へ ん か

の見通
み と お

しを踏
ふ

まえ、今般
こんぱん

の新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

の影響
えいきょう

を含
ふく

め、今後
こ ん ご

の対応
たいおう

の方向性
ほうこうせい

等
など

が以下
い か

のように提示
て い じ

されている。 

 

  ・ 人生
じんせい

100年
ねん

時代
じ だ い

に向
む

けて 

 

   → 平均
へいきん

寿命
じゅみょう

は、平成
へいせい

30年間
ねんかん

に約
やく

５年
ねん

伸
の

び、さらに 2040年
ねん

にかけて約
やく

２年
ねん

伸
の

びる

見通
み と お

しであり、2040年
ねん

時点
じ て ん

で 65歳
さい

の人
ひと

は、男性
だんせい

の約
やく

４割
わり

が 90歳
さい

まで、女性
じょせい

の２

割
わり

が 100歳
さい

まで生
い

きると推計
すいけい

され、「人生
じんせい

100年
ねん

時代
じ だ い

」が射程
しゃてい

に入
はい

ってきているこ

と 

   → 健康
けんこう

寿命
じゅみょう

の延伸
えんしん

とともに、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じてどのような働
はたら

き方
かた

を選
えら

ぶ

か、就労
しゅうろう

以外
い が い

の学
まな

びや社会
しゃかい

参加
さ ん か

などをどのように組
く

み合
あ

わせていくかといった

生
い

き方
かた

の選択
せんたく

を支
ささ

える環境
かんきょう

整備
せ い び

が重要
じゅうよう

になってきていること 

 

・ 担
にな

い手不足
て ぶ そ く

・人口
じんこう

減少
げんしょう

の克服
こくふく

に向
む

けて 

 

   → 今後
こ ん ご

、本格的
ほんかくてき

な人口
じんこう

減少
げんしょう

が進
すす

む中
なか

で、就 業 者
しゅうぎょうしゃ

を始
はじ

めとする「担
にな

い手
て

」の減少
げんしょう

が懸念
け ね ん

され、女性
じょせい

や高齢者
こうれいしゃ

の 就 業 率
しゅうぎょうりつ

の一層
いっそう

の向上
こうじょう

とともに、 働
はたら

く人
ひと

の

ポテンシャル
ぽ て ん し ゃ る

を引
ひ

き上
あ

げ、活躍
かつやく

できる環境
かんきょう

整備
せ い び

が必要
ひつよう

であること 

   → 特
とく

に、医療
いりょう

福祉
ふ く し

従事者
じゅうじしゃ

は 2040年
ねん

には最大
さいだい

1,070万人
まんにん

（就 業 者
しゅうぎょうしゃ

の約
やく

５人
にん

に１人
ひ と り

）

に増加
ぞ う か

の見通
み と お

しであり、健康
けんこう

寿命
じゅみょう

の延伸
えんしん

等
とう

の取組
と り く

みと合
あ

わせて、医療
いりょう

福祉
ふ く し

現場
げ ん ば

の
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生産性
せいさんせい

を上
あ

げることにより、より少
すく

ない人手
ひ と で

でも現場
げ ん ば

が回
まわ

っていく体制
たいせい

を実現
じつげん

し

ていくことが必要
ひつよう

であること 

   → 担
にな

い手不足
て ぶ そ く

が生
しょう

じる根本的
こんぽんてき

な原因
げんいん

は少子化
しょうしか

の進行
しんこう

であり、長期的
ちょうきてき

な展望
てんぼう

に立
た

っ

て総合
そうごう

的
てき

な対策
たいさく

を進
すす

めることが必要
ひつよう

であること 

 

・ 新
あら

たなつながり・支
ささ

え合
あ

いに向
む

けて 

 

   → 平成
へいせい

の 30年間
ねんかん

で、三
さん

世代
せ だ い

世帯
せ た い

が約
やく

４割
わり

から約
やく

１割
わり

に減少
げんしょう

するなど、世帯
せ た い

構造
こうぞう

は大
おお

きく変化
へ ん か

し、「日頃
ひ ご ろ

のちょっとした手助
て だ す

けが得
え

られない」や「介護
か い ご

や看病
か ん ご

で頼
たよ

れる人
ひと

がいない」など、生活
せいかつ

の支
ささ

えが必要
ひつよう

と思
おも

われる高齢者
こうれいしゃ

世帯
せ た い

は、過去
か こ

25年間
ねんかん

で３.５倍
ばい

程度
て い ど

増加
ぞ う か

。今
こん

後
ご

25年間
ねんかん

でさらに１.５倍
ばい

程度
て い ど

増
ふ

える見込
み こ

みであること 

   → 「地縁
ち え ん

、血縁
けつえん

、社
しゃ

縁
えん

」の弱
よわ

まりの一方
いっぽう

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

等
とう

によってつながる「新
あら

たな縁
えん

」や、支
ささ

え手
て

・受
う

け手
て

といった枠
わく

を超
こ

え、支
ささ

え合
あ

いながら暮
く

らす「地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実践
じっせん

も拡
ひろ

がりつつある。人口
じんこう

減少
げんしょう

による地域
ち い き

社会
しゃかい

の縮 小
しゅくしょう

が見込
み こ

まれる

中
なか

で、新
あら

たなつながり・支
ささ

え合
あ

いを構築
こうちく

することが必要
ひつよう

であること 

 

このような基本的
きほんてき

な現状
げんじょう

認識
にんしき

に加
くわ

え、その後
ご

の国
くに

の政策
せいさく

動向
どうこう

として、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

に

おいては、「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」の見直
み な お

しの議論
ぎ ろ ん

が進
すす

められていること、また、内閣府
ないかくふ

に設置
せ っ ち

されている障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

２においては、「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」３に基
もと

づく

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の改定
かいてい

の議論
ぎ ろ ん

、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（第
だい

５次
じ

）の検討
けんとう

に向
む

けた議論
ぎ ろ ん

、国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

委員会
いいんかい

の審査
し ん さ

に向
む

けた審議
し ん ぎ

などが行
おこな

われており、こうした動向
どうこう

も注視
ちゅうし

しながら、

本報告書
ほんほうこくしょ

の取
と

りまとめに向
む

けた議論
ぎ ろ ん

を進
すす

めてきた。 

 

他方
た ほ う

、グローバル
ぐ ろ ー ば る

化
か

や情報化
じょうほうか

が進展
しんてん

する現代
げんだい

社会
しゃかい

においては、多様
た よ う

な主体
しゅたい

が速
はや

い

スピード
す ぴ ー ど

で相互
そ う ご

に影響
えいきょう

し合
あ

い、一
ひと

つの出来事
で き ご と

が広範囲
こうはんい

かつ複雑
ふくざつ

に伝播
で ん ぱ

し、先
さき

を見通
み と お

すこ

とがますます難
むずか

しくなってきている。 

こうしたことから、この報告書
ほうこくしょ

は、中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

と同様
どうよう

、いろいろな要因
よういん

を条件
じょうけん

として

設定
せってい

して、考
かんが

えられる様々
さまざま

な将来像
しょうらいぞう

について議論
ぎ ろ ん

されたことをベース
べ ー す

に置
お

きながらも、

神奈川
か な が わ

のあるべき障
しょう

がい福祉
ふ く し

の姿
すがた

を思
おも

い描
えが

き、その実現
じつげん

に向
む

けて、行政
ぎょうせい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、

県民
けんみん

等
とう

はこれから何
なに

にどう取
と

り組
く

んでいくのかという視点
し て ん

に重点
じゅうてん

をおいて記述
きじゅつ

してい

る。 

 

これは、いわゆる「バックキャスティング
ば っ く き ゃ す て ぃ ん ぐ

」の発想
はっそう

であり、「規範的
きはんてき

シナリオ
し な り お

」と言
い

わ

れる考
かんが

え方
かた

であるが、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

においては、県
けん

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

において公開
こうかい

されて

いる議事録
ぎ じ ろ く

からも分
わ

かるとおり、神奈川
か な が わ

のおよそ 20年後
ね ん ご

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

のあるべき姿
すがた

、

すなわち将来
しょうらい

展望
てんぼう

（ビジョン
び じ ょ ん

）について、活発
かっぱつ

に意見
い け ん

交換
こうかん

が行
おこな

われたのである。 
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（２）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

 

 

本論
ほんろん

に進
すす

む前
まえ

に、県
けん

が目指
め ざ

す「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

」とはどのようなものなのか、

その内容
ないよう

について本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

としての一応
いちおう

の整理
せ い り

を行
おこな

い、共有
きょうゆう

しておく必要
ひつよう

がある

だろう。 

本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

は、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

」を厳格
げんかく

に定義
て い ぎ

することを本務
ほ ん む

としてい

る訳
わけ

ではないが、これが今後
こ ん ご

、県
けん

が取組
と り く

みを進
すす

めていく障
しょう

がい関係
かんけい

施策
し さ く

等
とう

の思想的
しそうてき

支柱
しちゅう

になると考
かんが

えられるからである。 

 

 ア
あ

 「利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」 

 

県
けん

は、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の支援
し え ん

内容
ないよう

の検証
けんしょう

等
とう

を行
おこな

うため、令和
れ い わ

２年
ねん

（2020年
ねん

）７月
がつ

、県
けん

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

である神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

施策審
しさくしん

議会
ぎ か い

の部会
ぶ か い

として「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

における利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

推進
すいしん

検討
けんとう

部会
ぶ か い

」（以下
い か

「支援
し え ん

推進
すいしん

検討
けんとう

部会
ぶ か い

」という。）を設置
せ っ ち

した。支援
し え ん

推進
すいしん

検討
けんとう

部会
ぶ か い

は、民間
みんかん

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

への広
ひろ

がりも視野
し や

に、県立
けんりつ

施設
し せ つ

における支援
し え ん

内容
ないよう

の改善
かいぜん

、

充実
じゅうじつ

に向
む

けて様々
さまざま

な提言
ていげん

を行
おこな

った。 

 

支援
し え ん

推進
すいしん

検討
けんとう

部会
ぶ か い

は、令和
れ い わ

３年
ねん

３月
がつ

に取
と

りまとめた報告書
ほうこくしょ

において、その会議体名
かいぎたいめい

に

も含
ふく

まれる「利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」について、次
つぎ

のように記述
きじゅつ

している。 

 

  「 検討
けんとう

部会
ぶ か い

では、利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

について、「『利用者
りようしゃ

のためにはこれが良
よ

い』と

いう支援者側
しえんしゃがわ

の目線
め せ ん

ではなく、どんなに重
おも

い障
しょう

がいがあっても、利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

には

必
かなら

ず意思
い し

があるという理解
り か い

に立
た

ち、本人
ほんにん

を中心
ちゅうしん

に、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いを第一
だいいち

に考
かんが

え、本人
ほんにん

の可能性
かのうせい

を最大限
さいだいげん

引
ひ

き出
だ

す支援
し え ん

を行
おこな

うこと」と考
かんが

える。      」 

 

 イ
い

 予算案
よさんあん

における施策
し さ く

名称
めいしょう

 

 

次
つぎ

に、県
けん

の予算
よ さ ん

編成
へんせい

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

」がどのように位置
い ち

付
づ

けら

れてきたかを見
み

てみたい。 

 

県
けん

の令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

当初
とうしょ

予算
よ さ ん

（案
あん

）付属
ふ ぞ く

資料
しりょう

（当時
と う じ

）においては、一部
い ち ぶ

新規
し ん き

の予算
よ さ ん

事項
じ こ う

とし

て「「利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

」による新
あたら

しい障
しょう

がい福祉
ふ く し

の実現
じつげん

」との記載
き さ い

がある。 

 

当該
とうがい

事業
じぎょう

は、目的
もくてき

を「「利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

」の新
あたら

しい障
しょう

がい福祉
ふ く し

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、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

の全県
ぜんけん

展開
てんかい

に向
む

けた取組
と り く

みを始
はじ

める。また、県立
けんりつ

施設
し せ つ

における適切
てきせつ

な
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支援
し え ん

・身体
しんたい

拘束
こうそく

ゼロ
ぜ ろ

の実現
じつげん

に取
と

り組
く

む」としており、当該
とうがい

事業費
じぎょうひ

約
やく

34.7億円
おくえん

のうち約
やく

34.5億円
おくえん

が津久井
つ く い

やまゆり園
えん

及
およ

び芹
せり

が谷
や

やまゆり園
えん

新築
しんちく

工事
こ う じ

関係
かんけい

費用
ひ よ う

である。 

具体的
ぐたいてき

には、居室
きょしつ

を個室化
こ し つ か

するとともに、居住
きょじゅう

単位
た ん い

を 11人
にん

とし、プライバシー
ぷ ら い ば し ー

に配慮
はいりょ

して一人
ひ と り

ひとりが落
お

ち着
つ

いて生活
せいかつ

できる環境
かんきょう

の下
もと

、手厚
て あ つ

い支援
し え ん

を 行
おこな

う「小規模
しょうきぼ

ユニット
ゆ に っ と

ケア
け あ

」の実践
じっせん

のための経費
け い ひ

である旨
むね

、説明
せつめい

されている。 

 

また、県
けん

の令和
れ い わ

4年度
ね ん ど

当初
とうしょ

予算
よ さ ん

（案
あん

）の主要
しゅよう

施策
し さ く

概要
がいよう

においても、「障
しょう

がい児
じ

・者
しゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らせるしくみづくり」という施策
し さ く

の一環
いっかん

として「「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

」の新
あたら

しい

障
しょう

がい福祉
ふ く し

の実現
じつげん

」が掲
かか

げられており、「県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

での取組
と り く

み及
およ

び意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の普及
ふきゅう

・定着
ていちゃく

」や「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

の普及
ふきゅう

に向
む

けた取組
と り く

み」

に関
かん

する事業
じぎょう

として約
やく

3億円
おくえん

が盛
も

り込
こ

まれている。 

 

  このように、「利用者
りようしゃ

（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

」という表現
ひょうげん

は、「利用者
りようしゃ

（当事者
とうじしゃ

）

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」でいう、直接的
ちょくせつてき

な支援
し え ん

の姿勢
し せ い

の転換
てんかん

にとどまらず、施策
し さ く

等
とう

のあり方
かた

に範囲
は ん い

を広
ひろ

げ、当事者
とうじしゃ

の立場
た ち ば

に立
た

った、当事者
とうじしゃ

からの視点
し て ん

による障
しょう

がい関係
かんけい

施策
し さ く

等
とう

への転換
てんかん

を

図
はか

っていくという県
けん

の意思
い し

を見
み

ることができる。 

 

  なお、「利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

」という文言
ぶんげん

は、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の利用者
りようしゃ

という趣旨
し ゅ し

で用
もち

いられてきた

経緯
け い い

があり、県
けん

は施策
し さ く

の広
ひろ

がりを踏
ふ

まえて、「利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

」から「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

」という文言
ぶんげん

を使用
し よ う

する旨
むね

表明
ひょうめい

している。 

 

 ウ
う

 議会
ぎ か い

での答弁
とうべん

 

 

県
けん

議会
ぎ か い

においても、「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

」に対
たい

する関心
かんしん

は高
たか

く、たびたび質疑
し つ ぎ

が行
おこな

われている。令和
れ い わ

3年
ねん

第
だい

３回
かい

定例会
ていれいかい

の本
ほん

会議
か い ぎ

（11月
がつ

30日
にち

）においては、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

」について、知事
ち じ

が次
つぎ

のように答弁
とうべん

している４。 

 

「 「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

」とは、当事者
とうじしゃ

の心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

けて、工夫
く ふ う

しなが 

らサポート
さ ぽ ー と

することが、当事者
とうじしゃ

の皆様
みなさま

の幸
しあわ

せとなり、これにより、支援者
しえんしゃ

や周
まわ

り

の仲間
な か ま

の喜
よろこ

びにもつながるものです。                                   」 

 

 エ
え

 「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

」 

 

昨年
さくねん

（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、県
けん

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

実現
じつげん

宣言
せんげん

」を発信
はっしん

した。この宣言
せんげん

は、その後
ご

の県
けん

議会
ぎ か い

における議論
ぎ ろ ん

を経
へ

て一部
い ち ぶ
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が修
しゅう

正
せい

されたが、「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

」について以下
い か

のように言
い

い表
あらわ

されてい

る。 

 

「 私
わたし

たちは、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

と起
お

こさないために、

これまでの障
しょう

がい福祉
ふ く し

のあり方
かた

を根本的
こんぽんてき

に見直
み な お

し、「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

大転換
だいてんかん

することを誓
ちか

います。それは「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

す障
しょう

がい福祉
ふ く し

」です。                  」 

 

県
けん

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

や、障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

の第一線
だいいっせん

の従事者
じゅうじしゃ

等
とう

と対話
た い わ

を重
かさ

ね、「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

」についての考
かんが

えを深化
し ん か

させ、この「宣言
せんげん

」に至
いた

ったとしている。 

 

事件
じ け ん

のあった津久井
つ く い

やまゆり園
えん

は、神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

施策審
しさくしん

議会
ぎ か い

での検討
けんとう

を経
へ

て、県
けん

が

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

」に基
もと

づき、２つの新
あら

たなやまゆり園
えん

（新
あたら

し

い「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

」及
およ

び「芹
せり

が谷やまゆり園
えん

」）として再建
さいけん

された。 

 

県
けん

は、この宣言
せんげん

に前後
ぜ ん ご

して、長時間
ちょうじかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

等
とう

の不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が続
つづ

けられていた県立
けんりつ

施設
し せ つ

の支援
し え ん

内容
ないよう

を見直
み な お

す中
なか

で、これからの障
しょう

がい福祉
ふ く し

は、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

える「障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

」の支援
し え ん

を行
おこな

うことが重要
じゅうよう

であると認識
にんしき

を新
あら

たにし、両園
りょうえん

の開所
かいしょ

を新
あたら

しい障
しょう

がい福祉
ふ く し

の開始
か い し

時点
じ て ん

と位置付
い ち づ

けている。 

令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

の芹
せり

が谷
や

やまゆり園
えん

の開所式
かいしょしき

での「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

実現
じつげん

宣言
せんげん

」

の発信
はっしん

は、障
しょう

がい福祉
ふ く し

のあり方
かた

を「支援者
しえんしゃ

目線
め せ ん

」から「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

」へ転換
てんかん

を図
はか

り、「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

」を実現
じつげん

するという決意
け つ い

を示
しめ

したものと言
い

える。 

 

 オ
お

 「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

」の捉
とら

え方
かた

 

 

前述
ぜんじゅつ

の議会
ぎ か い

答弁
とうべん

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

」における「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

」に

関
かん

する説明
せつめい

は、必
かなら

ずしも法令的
ほうれいてき

な解釈
かいしゃく

を示
しめ

したものではない。県民
けんみん

等
とう

に対
たい

し、障
しょう

がい

関係
かんけい

施策
し さ く

等
とう

のあり方
かた

について広
ひろ

くメッセージ
め っ せ ー じ

を届
とど

けるために、その基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

、

理念
り ね ん

を分
わ

かりやすく示
しめ

したものと捉
とら

えることができる。 

 

県
けん

の予算
よ さ ん

（案
あん

）に盛
も

り込まれている事項名
じこうめい

が「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の新
あたら

しい障
しょう

がい福祉
ふ く し

」と

表現
ひょうげん

されているように、「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

」は、「本人
ほんにん

のため」「安全
あんぜん

のため」

と言
い

いながら本人
ほんにん

の自由
じ ゆ う

を制限
せいげん

してしまっていた、これまでの支援者
しえんしゃ

の目線
め せ ん

での支援
し え ん

か

ら転換
てんかん

をはかり、思
おも

いを新
あら

たにして当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

った支援
し え ん

に取
と

り組
く

むべき、という

考
かんが

えが出発点
しゅっぱつてん

であったとされる。 
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この直接
ちょくせつ

の支援
し え ん

の構造
こうぞう

の転換
てんかん

が「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」と言
い

い表
あらわ

されていると思
おも

われ

るが、そのような直接
ちょくせつ

の支援
し え ん

のみならず、 障
しょう

がい者
しゃ

に関
かか

わる公的
こうてき

な 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

も含
ふく

め関係
かんけい

施策
し さ く

等
とう

まで領域
りょういき

を広
ひろ

げたものが「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

」とい

うことになるのであろう。これは、「ミクロ
み く ろ

」（小 領 域
しょうりょういき

）と「メゾ
め ぞ

」（中 領 域
ちゅうりょういき

）という

事象
じしょう

の捉
とら

え方
かた

にも似
に

ている。 

この２つの表現
ひょうげん

の間
あいだ

に明確
めいかく

な境界
きょうかい

は希薄
き は く

であって、帯状
おびじょう

につながるものであり、

障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

を中心
ちゅうしん

に置
お

いて、関係
かんけい

する人的
じんてき

、物的
ぶってき

、あるいは制度
せ い ど

等
とう

の様々
さまざま

な要素
よ う そ

と

の関
かか

わりの深度
し ん ど

によって、「支援
し え ん

」なのか「障
しょう

がい福祉
ふ く し

」なのか、変
か

わってくるものと

考
かんが

えられる。 

 

さらに、およそ20年後
ね ん ご

の2040年
ねん

頃
ころ

の神奈川
か な が わ

県
けん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

（ビジョン
び じ ょ ん

）

として掲
かか

げる「いのち輝
かがや

く地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」は、障
しょう

がい関係
かんけい

施策
し さ く

等
とう

のいわば究 極 的
きゅうきょくてき

な

目標
もくひょう

であり、最
もっと

も広
ひろ

く捉
とら

えるならば、「人間
にんげん

の福祉
ふ く し

」（well-being）を目指
め ざ

すものと考
かんが

えることができるだろう。「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

」が「支
ささ

える人
ひと

も支
ささ

えられる人
ひと

も

お互
たが

いの心
こころ

が輝
かがや

く」ということであるならば、この究 極 的
きゅうきょくてき

な目標
もくひょう

と同義
ど う ぎ

であるとも

言
い

える。 

この、地域
ち い き

社会
しゃかい

にまで広
ひろ

げた捉
とら

え方
かた

は、行政
ぎょうせい

の関
かか

わり、国
くに

の政策
せいさく

との関
かか

わり、社会
しゃかい

の

様々
さまざま

なサービス
さ ー び す

とも関係
かんけい

するものであり、「マクロ
ま く ろ

」（大領域
だいりょういき

）として捉
とら

えるものである。 

 

 カ
か

 「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

」の一応
いちおう

の整理
せ い り

 

 

〇 「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」 

 

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する支援
し え ん

の立
た

ち位置
い ち

、視点
し て ん

を言
い

い表
あらわ

した「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」である

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

実現
じつげん

宣言
せんげん

」において、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する「サポート
さ ぽ ー と

」に

ついての捉
とら

え方
かた

が、支援
し え ん

する者
しゃ

と支援
し え ん

される者
しゃ

とが相互
そ う ご

に 心
こころ

を 輝
かがや

かせるという、

双方向
そうほうこう

の関係性
かんけいせい

へと広
ひろ

がっている。 

したがって、「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

における利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

推進
すいしん

検討
けんとう

部会
ぶ か い

」報告書
ほうこくしょ

の

「利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」の定義
て い ぎ

については、現段階
げんだんかい

においては、次
つぎ

のような若干
じゃっかん

の加筆
か ひ つ

が

必要
ひつよう

ではないかと考
かんが

える。 

 

「 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

に直接
ちょくせつ

に関
かか

わる支援者
しえんしゃ

等
など

が本人
ほんにん

に寄
よ

り添
そ

い、支援者
しえんしゃ

等
とう

の目線
め せ ん

から 

ではなく本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

ち、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いについて、（意思
い し

の表 出
ひょうしゅつ

が難
むずか

しい 

重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

にあっては意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を行
おこな

い、）心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

けてしっかり 

と汲
く

み取
と

り、本人
ほんにん

の可能性
かのうせい

を最大限
さいだいげん

引
ひ

き出
だ

せるよう、工夫
く ふ う

をしながらお互
たが

いの心
こころ

 

が輝
かがや

く支援
し え ん

を行
おこな

うこと                          」 
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〇 「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

」 

 

  前述
ぜんじゅつ

のとおり、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

」と「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉」との境界
きょうかい

は決
けっ

して明確
めいかく

ではなく希薄
き は く

であると考
かんが

えられるが、前者
ぜんしゃ

を直接的
ちょくせつてき

な支援
し え ん

の関係
かんけい

について言
い

い表
あらわ

したものだとすれば、後者
こうしゃ

は、直接的
ちょくせつてき

な支援
し え ん

だけではなく、本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いに

寄
よ

り添
そ

い、本人
ほんにん

らしい暮
く

らしを実現
じつげん

するための様々
さまざま

な公的
こうてき

なサービス
さ ー び す

や地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

との関
かか

わりも含
ふく

まれるものと捉
とら

えることができるだろう。そのように整理
せ い り

するとすれば、

「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

」は次
つぎ

のように言
い

い表
あらわ

せるのではないか。 

 

「 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

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

、インフォーマルケア
い ん ふ ぉ ー ま る け あ

や互助
ご じ ょ

活動
かつどう

に取
とり

組
く

む

団体
だんたい

、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

等
とう

が障
しょう

がい者
しゃ

を直接
ちょくせつ

に支援
し え ん

する者
しゃ

と連携
れんけい

し、それぞれの主体
しゅたい

が障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いに寄
よ

り添
そ

い、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

った施策
し さ く

等
とう

を

展開
てんかい

するとともに、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の整備
せ い び

を進
すす

めていくことにより、障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

が望
のぞ

むその人
ひと

らしい暮
く

らしを実現
じつげん

していく取組
と り く

み              」 

 

〇「いのち輝
かがや

く、ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ」 

 

「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

することで行
ゆ

き着
つ

く先
さき

は、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

が議論
ぎ ろ ん

を

進
すす

めてきた「「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」の理念
り ね ん

が当
あ

たり前
まえ

になるほど浸透
しんとう

し、

本人
ほんにん

の意思
い し

決定
けってい

を踏
ふ

まえた、その人
ひと

らしい生活
せいかつ

を支
ささ

える当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

のサービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

の

整備
せ い び

が進
すす

んだいのち輝
かがや

く地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」である。 

 

地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

は障
しょう

がい者
しゃ

のみならず、高齢者
こうれいしゃ

や生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

、あるいは子
こ

どもなど、

全
すべ

ての人々
ひとびと

が含
ふく

まれる。行政
ぎょうせい

、事業者
じぎょうしゃ

、県民
けんみん

等
とう

が当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

って、障
しょう

がい関係
かんけい

施策
し さ く

等
とう

に取
と

り組
く

むことにより実現
じつげん

する、支
ささ

え、支
ささ

えられる関係
かんけい

を越
こ

えた、全
すべ

ての人
ひと

が受入
う け い

れられる社会
しゃかい

を言
い

い表
あらわ

すものである。 

 

「福祉
ふ く し

」を「施策
し さ く

」と狭
せま

く捉
とら

えるのではなく、「幸
しあわ

せ」、「豊
ゆた

かさ」とするなら、前述
ぜんじゅつ

のとおり、「いのち輝
かがや

く、ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ」は、広
ひろ

い意味
い み

では「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

」と同義
ど う ぎ

と言
い

え、次
つぎ

のように表
あらわ

すことができるのではないか。 

 

「 地域
ち い き

社会
しゃかい

の様々
さまざま

な構成員
こうせいいん

が、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

について理解
り か い

を深
ふか

め、県
けん

や

市町村
しちょうそん

、県民
けんみん

等
とう

が相互
そ う ご

に連携
れんけい

しながら、障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

並
なら

びに障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

のための施策
し さ く

等
とう

に、当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

っ

て取
と

り組
く

んでいくことにより実現
じつげん

する、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

                             」 
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 キ
き

 深化
し ん か

する「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

」 

 

  「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

」の考
かんが

え方は、様々
さまざま

な議論
ぎ ろ ん

等
とう

を経
へ

て広
ひろ

がりや深
ふか

みが増
ま

し

ている。したがって、固定化
こ て い か

した定義付
て い ぎ づ

けを行
おこな

うことは難
むずか

しく、上記
じょうき

を本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

として共有
きょうゆう

する一応
いちおう

の整理
せ い り

とするが、今後
こ ん ご

も、関係者
かんけいしゃ

により議論
ぎ ろ ん

が続
つづ

けられ、さらなる

深化
し ん か

が図
はか

られるものと考
かんが

えられる。 

 

  もとより、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

の援助
えんじょ

技術
ぎじゅつ

であるソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

においては、「自己
じ こ

決定
けってい

の

尊重
そんちょう

」は大原則
だいげんそく

とされていることを忘
わす

れてはならない５。我
わ

が国
くに

では、「利用者本
りようしゃほん

位
い

」

への改革
かいかく

を目指
め ざ

し、措置
そ ち

制度
せ い ど

から契約
けいやく

制度
せ い ど

への社会
しゃかい

福祉
ふ く し

の基礎
き そ

構造
こうぞう

の改革
かいかく

が行
おこな

われて

から 20年
ねん

以上
いじょう

が経過
け い か

した６。その改革
かいかく

では、個人
こ じ ん

の自立
じ り つ

を基本
き ほ ん

とし、その選択
せんたく

を尊重
そんちょう

した制度
せ い ど

を確立
かくりつ

することとし、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の仕組
し く

みを整
ととの

えるとともに、サービス
さ ー び す

の質
しつ

の

向上
こうじょう

のための事業
じぎょう

も開始
か い し

された。 

 

  このように本人
ほんにん

を中心
ちゅうしん

に置
お

いた支援
し え ん

を推進
すいしん

していくことについては、かねてより

制度上
せいどじょう

の整備
せ い び

が進
すす

められてきた。しかしながら、先般来
せんぱんらい

、県立
けんりつ

施設
し せ つ

において不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が続
つづ

いていることが指摘
し て き

されており、その理由
り ゆ う

は、こうした理念
り ね ん

が第一線
だいいっせん

にはまだまだ

十分
じゅうぶん

に浸透
しんとう

していなかったのか、あるいは、徐々
じょじょ

に忘
わす

れ去
さ

られてしまったのか、きちん

と検証
けんしょう

が行
おこな

われなければならないだろう。 

 

  そういう意味
い み

からすると、「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

」は、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

するサポート
さ ぽ ー と

のあり方
かた

について、こうした現状
げんじょう

からの転換
てんかん

を図
はか

り、本来
ほんらい

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の姿
すがた

を取
と

り戻
もど

すための強 力
きょうりょく

なメッセージ
め っ せ ー じ

であると言
い

えるのである。 

 

ク
く

 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

 

 

なお、厚生労働省の
こうせいろうどうしょう 

審
しん

議会
ぎ か い

においても、「当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

」について取
と

り上
あ

げられている。 

 

 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

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

等
とう

の見直
み な お

し作業
さぎょう

にお

いて、令和
れ い わ

３年
ねん

12月
がつ

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

改正法
かいせいほう

施行
し こ う

後
ご

３年
ねん

の見直
み な お

しについて（中間
ちゅうかん

整理
せ い り

）」を取
と

りまとめているが、その見直
み な お

しの基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

を、 

① 障
しょう

がい者
しゃ

が希望
き ぼ う

する地域
ち い き

生活
せいかつ

を実現
じつげん

する地域
ち い き

づくり 

② 社会
しゃかい

の変化
へ ん か

等
とう

に伴
ともな

う障
しょう

がい児
じ

・障
しょう

がい者
しゃ

のニーズ
に ー ず

へのきめ細
こま

かな対応
たいおう

 

③ 持続
じ ぞ く

可能
か の う

で質
しつ

の高
たか

い障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の実現
じつげん

 

の３つの柱
はしら

に整理
せ い り

したとしている。 
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これに続
つづ

けて、「（略
りゃく

）こうした基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

に沿
そ

って、当事者
とうじしゃ

中心
ちゅうしん

に考
かんが

えるべ

きとの視点
し て ん

をもち、どのように暮
く

らしどのように働
はたら

きたいかなど障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

の願
ねが

い

をできる限
かぎ

り実現
じつげん

していけるよう、支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

っていくべきである。その際
さい

、障
しょう

がい者
しゃ

自身
じ し ん

が主体
しゅたい

であるという考
かんが

え方
かた

を前提
ぜんてい

に、行政
ぎょうせい

や支援者
しえんしゃ

は、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

」

の意味
い み

を考え
かんが 

ながら、当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

をもって取
と

り組
く

むことが重要
じゅうよう

である。また、家族
か ぞ く

へ

の支援
し え ん

を含
ふく

め、障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

を支
ささ

えていくという視点
し て ん

が重要で
じゅうよう 

ある」と記述
きじゅつ

している。 

 

 

（３）普遍的
ふ へ ん て き

な仕組
し く

みへの論点
ろんてん

設定
せってい

と憲章
けんしょう

、宣言
せんげん

を起点
き て ん

にした条例
じょうれい

等
とう

の制定
せいてい

 

 

 ア
あ

 報告書
ほうこくしょ

の取
と

りまとめに向
む

けた論点
ろんてん

の設定
せってい

 

 

中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

の取
と

りまとめ以降
い こ う

の議論
ぎ ろ ん

については、それまでの議論
ぎ ろ ん

をさらに深化
し ん か

させる

ために、前述
ぜんじゅつ

の「神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

の議論
ぎ ろ ん

のための 5 つの視点
し て ん

」を基
もと

に、論点
ろんてん

（大事項
だいじこう

）を以下
い か

のように設定
せってい

した。 

 

  〇 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

が必要
ひつよう

ではないか 

  〇 地域
ち い き

の福祉
ふ く し

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

ではないか 

〇 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（県立
けんりつ

施設
し せ つ

含
ふく

む）の必要性
ひつようせい

を含
ふく

めたあり方
かた

をどう考
かんが

えるか 

〇 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の徹底
てってい

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

に取
と

り組
く

むべきではないか  

  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

にどう取
と

り組
く

むか 

  〇 先駆的
せんくてき

な施策
し さ く

を積極的
せっきょくてき

に取
と

り入れるべきではないか 

 

 イ
い

 普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

み 

 

本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

の取
と

りまとめに向
む

けた議論
ぎ ろ ん

では、「長期
ちょうき

ビジョン
び じ ょ ん

の実現
じつげん

を

着実
ちゃくじつ

に進
すす

めるには、指針
し し ん

、計画
けいかく

、条例
じょうれい

といった仕組
し く

みが必要
ひつよう

」、「条例
じょうれい

を作
つく

って障
しょう

が

い者
しゃ

の居場所
い ば し ょ

を作
つく

っていく決意
け つ い

を示
しめ

すべき」などの意見
い け ん

が示
しめ

された。 

 

また、県
けん

議会
ぎ か い

においても、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

に取
と

り組
く

んでいくに際
さい

し、計画
けいかく

の策定
さくてい

、憲章
けんしょう

、宣言
せんげん

、条例
じょうれい

も大
おお

きな取組
と り く

みの一
ひと

つであり、あらゆる可能性
かのうせい

、選択肢
せんたくし

を

排除
はいじょ

することなく検討
けんとう

すべき旨
むね

の要請
ようせい

がなされた７。 

 

県
けん

は、こうした意見
い け ん

を受
う

け止
と

め、「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

」に必要
ひつよう

な施策
し さ く

を確実
かくじつ

に実行
じっこう

する普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みについて検討
けんとう

した結果
け っ か

、理念
り ね ん

や目的
もくてき

、責務
せ き む

などを市町村
しちょうそん

や
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事業者
じぎょうしゃ

、県民
けんみん

等
とう

と共有
きょうゆう

することが必要
ひつよう

であり、県
けん

議会
ぎ か い

の議決
ぎ け つ

を得
え

て制定
せいてい

する「条例
じょうれい

」

が最
もっと

も効果的
こうかてき

と判断
はんだん

している。 
 

   本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

においては、幅広
はばひろ

い論点
ろんてん

による議論
ぎ ろ ん

を経
へ

て、後述
こうじゅつ

のとおり、様々
さまざま

な提言
ていげん

を行
おこな

うに至
いた

ったが、本報告書
ほんほうこくしょ

には、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

」を地域
ち い き

においてしっ

かりと実践
じっせん

していくための施策
し さ く

等
とう

の方向性
ほうこうせい

が多
おお

く盛
も

り込
こ

まれている。 

   今後
こ ん ご

、検討
けんとう

されていくであろう具体的
ぐたいてき

な施策
し さ く

等
とう

について、行政
ぎょうせい

、事業者
じぎょうしゃ

、当事者
とうじしゃ

も

含
ふく

む県民
けんみん

等
とう

がそれぞれの役割
やくわり

を果
は

たしつつ、一体
いったい

となって取組
と り く

みを継続
けいぞく

していくこと

が必要
ひつよう

であり、条例
じょうれい

等
とう

の普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みを作
つく

ってけん引
いん

していくという視点
し て ん

は大変
たいへん

重要
じゅうよう

である。 

 

かつて、地域
ち い き

の人々
ひとびと

の様々
さまざま

な生活
せいかつ

課題
か だ い

は、家族
か ぞ く

や地域
ち い き

の助
たす

け合
あ

いによって解決
かいけつ

され

てきた側面
そくめん

があるが、急速
きゅうそく

に少子
しょうし

高齢化
こうれいか

が進み、世帯
せ た い

の小規模化
し ょ う き ぼ か

、地域
ち い き

における人
ひと

と

人
ひと

とのつながりの薄
うす

まり、市民
し み ん

の「我々
われわれ

意識
い し き

」の低下
て い か

などにより、孤立
こ り つ

・孤独
こ ど く

といった

新
あら

たな生活
せいかつ

課題
か だ い

が深刻化
しんこくか

している。 

   このような人
ひと

と人
ひと

がつながる力
ちから

が弱
よわ

くなり、心
こころ

のつながりも失
うしな

われつつある今日
こんにち

の地域
ち い き

社会
しゃかい

にあっては、障
しょう

がい者
しゃ

が最
もっと

も影響
えいきょう

を受
う

ける可能性
かのうせい

があり、これからの障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

は、「新
あら

たなつながり」を築
きず

いていくことに注 力
ちゅうりょく

すべきである。

「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

」の理念
り ね ん

は、支
ささ

え、支
ささ

えられる関係
かんけい

を越
こ

えて、お互
たが

いに心
こころ

を輝
かがや

かせるものであり、その方
ほう

向性
こうせい

と一致
い っ ち

するものと考
かんが

える。 

   あの許
ゆる

しがたい津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

から約
やく

５年半
ねんはん

が経過
け い か

したが、「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

」の思
おも

いと決意
け つ い

を起点
き て ん

に、

条例
じょうれい

等
とう

の普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みが構築
こうちく

され、長期的
ちょうきてき

な展望
てんぼう

をもって、必要
ひつよう

な施策
し さ く

等
とう

が計画的
けいかくてき

、

総合的
そうごうてき

に実施
じ っ し

されていくことが期待
き た い

される。 

 

 

１）その他
た

、神奈川県
か な が わ け ん

「神奈川
か な が わ

まち・ひと・しごと創生
そうせい

総合
そうごう

戦略
せんりゃく

」（平成
へいせい

28年
ねん

3月
がつ

）や、神奈川県
か な が わ け ん

政策
せいさく

研究
けんきゅう

・大学
だいがく

連携
れんけい

センター
せ ん た ー

「人口
じんこう

減少
げんしょう

・労働力
ろうどうりょく

人口
じんこう

減少
げんしょう

への対応
たいおう

」（平成
へいせい

27年
ねん

3月
がつ

）、同
どう

「今後
こ ん ご

の人口
じんこう

減少
げんしょう

社会
しゃかい

における政策
せいさく

のあり方
かた

」（平成
へいせい

25年
ねん

3月
がつ

）、株式
かぶしき

会社
がいしゃ

三菱
みつびし

総合
そうごう

研究所
けんきゅうじょ

「ウィズコロナ
う ぃ ず こ ろ な

下
か

での世界
せ か い

・日本
に ほ ん

経済
けいざい

の展望
てんぼう

（2021～2022

年度
ね ん ど

の内外
ないがい

経済
けいざい

見通
み と お

し）」（令和
れ い わ

3年
ねん

11月
がつ

）、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

「人口
じんこう

動態
どうたい

統計
とうけい

速報
そくほう

（令和
れ い わ

3年
ねん

10月分
がつぶん

）」（令和
れ い わ

3年
ねん

12月
がつ

）

なども参考
さんこう

にした 

２）障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

が平成
へいせい

23年
ねん

8月
がつ

に改
かい

正
せい

され、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

又
また

は変更
へんこう

に当
あ

たって調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

や意見
い け ん

具申
ぐ し ん

を

行
おこな

うとともに、計画
けいかく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

について監視
か ん し

や勧告
かんこく

を行
おこな

うための機関
き か ん

として、内閣府
ないかくふ

に「障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

」

が設置
せ っ ち

された 

  ３）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

 

４）令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

30日
にち

、神奈川県
か な が わ け ん

議会
ぎ か い

本
ほん

会議
か い ぎ

において同旨
ど う し

を知事
ち じ

が答弁
とうべん

している。 
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５）例
たと

えば、米国
べいこく

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

学者
がくしゃ

、フェリックス
ふ ぇ り っ く す

・P・バイスティック
ば い す て ぃ っ く

（Biestek.F.P.）が唱
とな

えた「ケースワーク
け ー す わ ー く

の

原則
げんそく

」（1957年
ねん

）では、① 個別化
こ べ つ か

（クライエント
く ら い え ん と

を個人
こ じ ん

としてとらえる）② 意図的
い と て き

な感情
かんじょう

表現
ひょうげん

（クライエント
く ら い え ん と

の感情
かんじょう

表現
ひょうげん

を大切
たいせつ

にする）③ 統制
とうせい

された情緒的
じょうちょてき

関与
か ん よ

（援助者
えんじょしゃ

は自分
じ ぶ ん

の感情
かんじょう

を自覚
じ か く

して調整
ちょうせい

する）④ 受容
じゅよう

（クライエント
く ら い え ん と

をありのままに受
う

けとめ批判
ひ は ん

をしない）⑤ 非審判的
ひしんぱんてき

態度
た い ど

（クライエント
く ら い え ん と

を一方的
いっぽうてき

に非難
ひ な ん

しない）

⑥ 利用者
りようしゃ

の自己
じ こ

決定
けってい

（クライエント
く ら い え ん と

の意思
い し

に基
もと

づく自己
じ こ

決定
けってい

を促
うなが

して尊重
そんちょう

する）⑦ 秘密
ひ み つ

保持
ほ じ

（秘密
ひ み つ

を保
ほ

持
じ

し

て信頼感
しんらいかん

を醸成
じょうせい

する）の 7 つがソーシャルワーカー
そ ー し ゃ る わ ー か ー

の基本
き ほ ん

姿勢
し せ い

とされている 

６）昭和
しょうわ

26 年（1951年
ねん

）の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業法
じぎょうほう

制定
せいてい

以来
い ら い

大
おお

きな改正
かいせい

の行
おこな

われていない社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

、

措置
そ ち

制度
せ い ど

など社会
しゃかい

福祉
ふ く し

の共通
きょうつう

基盤
き ば ん

制度
せ い ど

について、今後
こ ん ご

増大
ぞうだい

、多様化
た よ う か

が見込
み こ

まれる福祉
ふ く し

需要
じゅよう

に対応
たいおう

するために行
おこな

われた、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業法
じぎょうほう

等
とう

の改正
かいせい

（平成 12年
ねん

（2000年
ねん

）6月
がつ

）などの一連
いちれん

の改革
かいかく

が社会
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

と呼
よ

ばれている 

  この改革
かいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

としては「自立
じ り つ

」および「自立
じ り つ

支援
しえん

」を根幹
こんかん

とし、これを実現
じつげん

するための「利用者
りようしゃ

の立場
た ち ば

に立
た

った社会
しゃかい

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

」及
およ

び「福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

」を柱
はしら

としている。「利用者
りようしゃ

の立場
た ち ば

に立
た

った社会
しゃかい

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

」

は、具体
ぐ た い

には、①福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

制度化
せ い ど か

、②利用者
りようしゃ

の利益
り え き

保護
ほ ご

、③福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

、を目指
め ざ

したも

のである。とりわけ「利用
り よ う

制度化
せ い ど か

」は、これまでの措置
そ ち

制度
せ い ど

から大転換
だいてんかん

を図
はか

るもので、利用者
りようしゃ

に選択
せんたく

と主体性
しゅたいせい

（利用者
りようしゃ

主体
しゅたい

）を可能
か の う

とするものとされた 

７）神奈川県
か な が わ け ん

議会令和
ぎ か い れ い わ

3年
ねん

第
だい

3回
かい

定例会
ていれいかい

（前半
ぜんはん

）10月
がつ

４日
にち

の厚生
こうせい

常任
じょうにん

委員会
いいんかい

での質疑
し つ ぎ
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Ⅰ
１

 神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

 

 

  この章
しょう

は、次
じ

章
しょう

「Ⅱ 論点
ろんてん

ごとの提言
ていげん

の詳細
しょうさい

」について概括
がいかつ

できるように、いわば

ダイジェスト
だ い じ ぇ す と

編
へん

としてまとめたものである。 

今般
こんぱん

の検討
けんとう

から導
みちび

き出
だ

された「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

」の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

と、目指
め ざ

すべき将来
しょうらい

展望
てんぼう

（ビジョン
び じ ょ ん

）を要素分
ようそぶん

解
かい

したものについて若干
じゃっかん

の解説
かいせつ

を行
おこな

い、「今後
こ ん ご

取
と

り組
く

むべき重要
じゅうよう

な課題
か だ い

」として、基本的
きほんてき

な考
かんが

え（7 つの理念
り ね ん

）の各事項
かくじこう

に主要
しゅよう

施策
し さ く

等
とう

を当
あ

てはめ、その要点
ようてん

を記述
きじゅつ

している。また、これら施策
し さ く

等
とう

について、「横
よこ

串
くし

」でどの

ように進
すす

めるべきか、若干
じゃっかん

の考察
こうさつ

を最後
さ い ご

に加
くわ

えている。 

 

１ 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

の基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

と目指
め ざ

す未来
み ら い

 

 

これまでの議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえ、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

として考
かんが

える、神奈川
か な が わ

の県民
けんみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、行政
ぎょうせい

等
とう

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

を推進
すいしん

し、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

するための取組
と り く

みを

展開
てんかい

する際
さい

の基本的
きほんてき

な考え方と目指
め ざ

す未来
み ら い

（方向性
ほうこうせい

）は以下
い か

のとおりである。 

 

ⅰ
１

 誰
だれ

もが個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されること 

  ⅱ
２

 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

く支援
し え ん

を広
ひろ

げていくこと 

  ⅲ
３

 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

を進
すす

めること 

  ⅳ
４

 その人
ひと

らしい、希望
き ぼ う

する暮
く

らしを実現
じつげん

すること 

  ⅴ
５

 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
こ べ つ

のサポート
さ ぽ ー と

に取
と

り組
く

むこと 

  ⅵ
６

 持続
じ ぞ く

可能
か の う

で多様性
たようせい

があり、誰
だれ

も排
はい

除
じょ

しない社会
しゃかい

を実現
じつげん

すること 

  ⅶ
７

 オール
お ー る

神奈川
か な が わ

で地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を創造
そうぞう

すること 

 

 

（１）基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

（７つの理念
り ね ん

） 

 

 ⅰ
１

 誰
だれ

もが個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されること 

 

  〇 平成
へいせい

28（2006）年
ねん

12月
がつ

、国連
こくれん

総会
そうかい

で「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

」（障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

）が採択
さいたく

され、我
わ

が国
くに

は国
こく

内法
ないほう

の整
せい

備
び

に取
と

り組
く

み、平成
へいせい

26（2014）年
ねん

1月
がつ

20日
か

、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

を批准
ひじゅん

した。 
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〇 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

を実現
じつげん

するための措置
そ ち

等
とう

を

規定
き て い

しており、障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

する初
はじ

めての国際
こくさい

条約
じょうやく

である。その内容
ないよう

は前文
ぜんぶん

及
およ

び

50 条
じょう

からなり、市民的
しみんてき

・政治的
せいじてき

権利
け ん り

、教育
きょういく

・保健
ほ け ん

・労働
ろうどう

・雇用
こ よ う

の権利、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

における障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

実現
じつげん

のための取組
と り く

みを締約
ていやく

国
こく

に対
たい

して求
もと

めている。 

 

〇 県
けん

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

を推進
すいしん

し、誰
だれ

もがいのち輝
かがや

く地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の

実現
じつげん

を標榜
ひょうぼう

し、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

の実現
じつげん

と人権
じんけん

尊重
そんちょう

に向
む

けた取組
と り く

みを力強
ちからづよ

く展開
てんかい

していくことを既
すで

に目標
もくひょう

として掲
かか

げており、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の締
てい

約
やく

国
くに

の自治体
じ ち た い

と

して、これを実体
じったい

のあるものにしていくべきである。 

 

 ⅱ
２

 心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

け、互
たが

いの心
こころ

が輝
かがや

く支援
し え ん

を広
ひろ

げていくこと 

 

  〇 どんな重
おも

い障
しょう

がいがあっても、本人
ほんにん

には必
かなら

ず意思
い し

があるという、「能力
のうりょく

存在
そんざい

推定
すいてい

」

の考
かんが

えの下
もと

、事件
じ け ん

のあった津久井
つ く い

やまゆり園
えん

においては、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みが

行
おこな

われてきた。 

 

  〇 不自由
ふ じ ゆ う

な仮住
か り す

まいの状 況
じょうきょう

から、どのような暮
く

らしに移行
い こ う

したいのか、取組
と り く

みが

始
はじ

められた平成
へいせい

28年
ねん

当時
と う じ

、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

から示
しめ

された意思
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

は

存在
そんざい

していたものの、具体的
ぐたいてき

な意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

方法
ほうほう

は、関
かか

わりを始
はじ

めた支援
し え ん

者
しゃ

らが工夫
く ふ う

しながら実践
じっせん

を積
つ

み上
あ

げていった。 

 

  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

は、コロナ
こ ろ な

禍
か

の中
なか

にあって、本人
ほんにん

の暮
く

らし方
かた

を考
かんが

えてく上
うえ

で重要
じゅうよう

な、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の体験
たいけん

入居
にゅうきょ

などの様々
さまざま

な地域
ち い き

での暮
く

らし

方
かた

の体験
たいけん

が十分
じゅうぶん

にできないといった課題
か だ い

を抱
かか

えながらも、支援
し え ん

を進
すす

める中
なか

で、本人
ほんにん

の感情
かんじょう

の表 出
ひょうしゅつ

が増
ふ

え、関係者
かんけいしゃ

にとって、これまでの支援
し え ん

内容
ないよう

について省察
せいさつ

する

機会
き か い

となり、支援者
しえんしゃ

の意識
い し き

変革
へんかく

につながったことは大切
たいせつ

にすべき成果
せ い か

であったと言
い

える。 

 

  〇 こうした津久井
つ く い

やまゆり園
えん

の再生
さいせい

に向
む

けた過程
か て い

において、県
けん

が取
と

り組
く

んできた障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

との対話
た い わ

や様々
さまざま

な支援
し え ん

の第一線
だいいっせん

の人
ひと

達
たち

との意見
い け ん

交換
こうかん

を通
つう

じて、「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

」の考
かんが

えはさらに深化
し ん か

し、「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

く支援
し え ん

」こそが本当
ほんとう

の当事者
とうじしゃ

の立場
た ち ば

（目線
め せ ん

）から形作
かたちづく

られる障
しょう

がい福祉
ふ く し

であ

ると考
かんが

えられた。 

 



 

20 

 

  〇 本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

としても、今後
こ ん ご

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

等
とう

を展開
てんかい

していく上
うえ

で、

重要
じゅうよう

な考
かんが

え方
かた

として基底
き て い

に据
す

えるべきと考
かんが

える。 

 

 ⅲ
３

 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

を進
すす

めること 

 

〇 本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

は 11人
にん

の委員
い い ん

のうち３人
にん

が当事者
とうじしゃ

委員
い い ん

として参画
さんかく

した。議事録
ぎ じ ろ く

に

記録
き ろ く

されているように、物事
ものごと

の本質
ほんしつ

を鋭
するど

く突
つ

く質問
しつもん

や意見
い け ん

が多
おお

く出
だ

され、先
さき

の中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

についても、各当事者
かくとうじしゃ

委員
い い ん

の様々
さまざま

な意見
い け ん

が提言
ていげん

として多
おお

く取
と

り込まれている。 

 

〇 今日
こんにち

、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

や親
おや

の会
かい

を中心
ちゅうしん

に、知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

の本人
ほんにん

活動
かつどう

（当事者
とうじしゃ

活動
かつどう

）

が全国的
ぜんこくてき

に広
ひろ

がってきているが、神奈川
か な が わ

においては、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

での活躍
かつやく

をバネ
ば ね

として、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を増
ふ

やしていくことはもとより、本人
ほんにん

活動
かつどう

のさらなる推進
すいしん

、

さらには、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

を進
すす

めていくことが重要
じゅうよう

である。 

 

 ⅳ
４

 その人
ひと

らしい、希望
き ぼ う

する暮
く

らしを実現
じつげん

すること 

 

  〇 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を実現
じつげん

していくためには、人
ひと

と人
ひと

とがつながり合
あ

い、その

関係
かんけい

の中
なか

から居場所
い ば し ょ

と出番
で ば ん

のある地域
ち い き

社会
しゃかい

を目指
め ざ

していく必要
ひつよう

がある。 

 

  〇 生
う

まれ育
そだ

ち、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、社会
しゃかい

の一員
いちいん

として尊重
そんちょう

され、自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らし

たいという思
おも

いは、全
すべ

ての人々
ひとびと

の共通
きょうつう

の願
ねが

いである。障
しょう

がい者
しゃ

は地域
ち い き

を構成
こうせい

する

市民
し み ん

の一人
ひ と り

であって、自治会
じ ち か い

、ボランティアグループ
ぼ ら ん て ぃ あ ぐ る ー ぷ

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などの地域
ち い き

団体
だんたい

、N P O
えぬぴーおー

法人
ほうじん

や企業
きぎょう

など幅広
はばひろ

い民間
みんかん

団体
だんたい

の参加
さ ん か

の下
もと

、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が主体
しゅたい

となって、

地域
ち い き

社会
しゃかい

において、人
ひと

とのつながり、居場所
い ば し ょ

と出番
で ば ん

のある、その人
ひと

らしい暮
く

らしが

実現
じつげん

できることが重要
じゅうよう

である。 

 

 ⅴ
５

 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
こ べ つ

のサポート
さ ぽ ー と

に取組
と り く

むこと 

 

〇 本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

での入所
にゅうしょ

支援
し え ん

施設
し せ つ

のあり方
かた

に関
かん

する議論
ぎ ろ ん

においては、管理的
かんりてき

、

閉鎖的
へいさてき

な支援
し え ん

環境
かんきょう

に陥
おちい

りやすい大規模
だ い き ぼ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の構造的
こうぞうてき

な課題
か だ い

が指摘
し て き

された。 

 

〇 現行
げんこう

の障害
しょうがい

者
しゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく公的
こうてき

サービス
さ ー び す

においては、一人
ひ と り

ひとりに応
おう

じた

サービス
さ ー び す

等
とう

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

を必
かなら

ず作成
さくせい

することとされている。それは、決
けっ

して支援
し え ん

者
しゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

計画
けいかく

ではなく、本人
ほんにん

を中心
ちゅうしん

に置
お

いて、本人
ほんにん

と一緒
いっしょ

に考
かんが

えら

れた個別
こ べ つ

の計画
けいかく

でなければならない。 
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〇 いわゆる「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」や高齢化
こうれいか

、あるいは医療的
いりょうてき

なケア
け あ

の必要
ひつよう

など、一人
ひ と り

ひとりの状態
じょうたい

に対応
たいおう

した、根拠
こんきょ

のある専門性
せんもんせい

の高
たか

い個別
こ べ つ

のサポート
さ ぽ ー と

に取
と

り組
く

んでい

くことが重要
じゅうよう

であり、その人
ひと

の可能性
かのうせい

を引
ひ

き出
だ

すような支援
し え ん

であるべきである。 

 

 ⅵ
６

 持続
じ ぞ く

可能
か の う

で多様性
たようせい

があり、誰
だれ

も排
はい

除
じょ

しない社会
しゃかい

を実現
じつげん

すること 

 

〇 持続
じ ぞ く

可能
か の う

で多様性
たようせい

があり、誰
だれ

も排
はい

除
じょ

しない社会
しゃかい

を実現
じつげん

するとするS D G s
えすでぃーじーず

（持続的
じぞくてき

な開発
かいはつ

目標
もくひょう

）の考
かんが

え方
かた

は、今日
こんにち

、社会
しゃかい

経済
けいざい

の発展
はってん

のための普遍的
ふへんてき

な考
かんが

え方
かた

として

広
ひろ

く知
し

られるようになった。S D G s
えすでぃーじーず

の具体
ぐ た い

のターゲット
た ー げ っ と

（目標
もくひょう

）には、障
しょう

がい

関連
かんれん

の目標
もくひょう

が４つ設定
せってい

されており、2030年
ねん

までの目標
もくひょう

設定
せってい

とされるS D G s
えすでぃーじーず

は、

次
つぎ

のステージ
す て ー じ

の議論
ぎ ろ ん

に関心
かんしん

が移
うつ

っている。 

 

〇 S D G s
えすでぃーじーず

先進
せんしん

自治体
じ ち た い

を掲
かか

げる県
けん

においては、ポスト
ぽ す と

S D G s
えすでぃーじーず

の議論
ぎ ろ ん

に資
し

する提案
ていあん

を行
おこな

っていくことも視野
し や

に、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の取組
と り く

みをS D G s
えすでぃーじーず

の考
かんが

え

と関連
かんれん

させてくことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 そのための大事
だ い じ

な視点
し て ん

としては、効率性
こうりつせい

や生産性
せいさんせい

を優先
ゆうせん

する既存
き そ ん

の価値観
か ち か ん

を変
か

え

ていくという視点
し て ん

、例
たと

えば、現代
げんだい

アート
あ ー と

を席巻
せっけん

する障
しょう

がい者
しゃ

アート
あ ー と

のように、「障
しょう

がい」が新
あら

たなイノベーション
い の べ ー し ょ ん

を生
う

み出
だ

すという視点
し て ん

である。多様性
たようせい

が重要視
じゅうようし

され

ている今
いま

、障
しょう

がい者
しゃ

アート
あ ー と

は大
おお

きな役割
やくわり

を果
は

たす可能性
かのうせい

を秘
ひ

めていると言
い

われてい

る。こうした視点
し て ん

が、誰
だれ

も排
はい

除
じょ

しない社会
しゃかい

の構築
こうちく

というS D G s
えすでぃーじーず

の大目標
だいもくひょう

の具体化
ぐ た い か

にもつながっていくものと考
かんが

える。 

 

 

 ⅶ
７

 オール
お ー る

神奈川
か な が わ

で地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を創造
そうぞう

すること 

 

  〇 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

するには、住民
じゅうみん

に最
もっと

も身近
み ぢ か

な市町村
しちょうそん

の役割
やくわり

が非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

である。今日
こんにち

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

は、そのほ

とんどが市町村
しちょうそん

を一義的
いちぎてき

な実施
じ っ し

主体
しゅたい

として位置
い ち

付
づ

けており、神奈川
か な が わ

で地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を創造
そうぞう

していくには、各市町村
かくしちょうそん

の取組
と り く

みを進
すす

め、県
けん

が各市町村
かくしちょうそん

の取組
と り く

みをしっかり

と支援
し え ん

していく仕組
し く

みを作
つく

っていくことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

主体
しゅたい

とされていることで、本来
ほんらい

、広域的
こういきてき

な調整
ちょうせい

を行
おこな

う立場
た ち ば

にある

県
けん

は、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

など、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

していくための施策
し さ く

等
とう

の

推進
すいしん

が市町村
しちょうそん

任
まか

せとならないように留意
りゅうい

し、市町村
しちょうそん

支援
し え ん

に取
と

り組
く

んでいくべきであ

る。 
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（２）目指
め ざ

す未来
み ら い

（10 の方
ほう

向性
こうせい

） 

 

  本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の議論
ぎ ろ ん

は、前述
ぜんじゅつ

のとおり、将来
しょうらい

のあるべき姿
すがた

を設定
せってい

し、そのゴール
ご ー る

に

向
む

けて何
なに

にどう取
と

り組
く

むか、という考
かんが

え方
かた

の下
もと

で進
すす

めてきた。 

 

  設定
せってい

したゴール
ご ー る

は「「とも生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」の理念
り ね ん

が当
あ

たり前
まえ

になるほど浸透
しんとう

し、本人
ほんにん

の意思
い し

決定
けってい

を前提
ぜんてい

とした、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

の推進
すいしん

を図
はか

り、その人
ひと

らし

い生活
せいかつ

を支
ささ

えるサービス
さ ー び す

基盤
き ば ん

整備
せ い び

が進
すす

んだ、いのち輝
かがや

く地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

である。

このゴール
ご ー る

に向
む

けた具体
ぐ た い

の施策
し さ く

等
とう

を議論
ぎ ろ ん

、検討
けんとう

するに当
あ

たり、事務局
じむきょく

において要素分
ようそぶん

解
かい

した案
あん

は以下
い か

の 10点
てん

であった。 

 

  ① 住
す

み慣
な

れた場所
ば し ょ

で、差別
さ べ つ

や虐待
ぎゃくたい

を受
う

けることなく、安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる 

② いつでも生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を相談
そうだん

できる機関
き か ん

、場所
ば し ょ

がある 

③ 本人
ほんにん

の自己
じ こ

決定
けってい

が尊重
そんちょう

され、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の仕組
し く

みが機能
き の う

している 

④ 支援者
しえんしゃ

と対等
たいとう

な関係
かんけい

で、良
よ

き暮
く

らし、良
よ

き社会
しゃかい

を目指
め ざ

して協働
きょうどう

できる 

⑤ いのち輝
かがや

かせて豊
ゆた

かな生活
せいかつ

が送
おく

れる、その人
ひと

らしい暮
く

らし方が選択
せんたく

できる 

  ⑥ 医療
いりょう

や教育
きょういく

などの関連
かんれん

領域
りょういき

との連携
れんけい

により、生活
せいかつ

課題
か だ い

が解
かい

決
けつ

される 

  ⑦ いきいきと過
す

ごすことのできる日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

と、快適
かいてき

な住
す

まいがある 

⑧ 地域
ち い き

生活
せいかつ

が実現
じつげん

できるよう、可能性
かのうせい

を引
ひ

き出
だ

す専門的
せんもんてき

な個別
こ べ つ

の支援
し え ん

体制
たいせい

がある 

⑨ それぞれの様々
さまざま

な才能
さいのう

を発揮
は っ き

でき、違
ちが

いを認
みと

め、誰
だれ

も排
はい

除
じょ

しない地域
ち い き

社会
しゃかい

である 

  ⑩ 地域
ち い き

の担
にな

い手
て

として活躍
かつやく

できる、社会
しゃかい

参加
さ ん か

や就労
しゅうろう

等
とう

の機会
き か い

がある 

 

 いわゆるツリー
つ り ー

型
がた

ロジックモデル
ろ じ っ く も で る

として考
かんが

えられた「最終的
さいしゅうてき

アウトカム
あ う と か む

」（取組
と り く

みの

成果
せ い か

の状 況
じょうきょう

）とされるものである１。これらの「ゴール
ご ー る

」については、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の

議論
ぎ ろ ん

の経過
け い か

から、完全
かんぜん

ではないかも知
し

れないが、一定
いってい

の理解
り か い

が得
え

られているものと考
かんが

え

られることから、次
じ

節
せつ

においては、前述
ぜんじゅつ

の 7 つの基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

と、この 10 の方
ほう

向性
こうせい

を関連
かんれん

付
づ

けて、今後
こ ん ご

の具体
ぐ た い

の重要
じゅうよう

な施策
し さ く

について記述
きじゅつ

する。 

 

 

（３）提言
ていげん

が目指
め ざ

すもの 

 

  本報告書
ほんほうこくしょ

に盛
も

り込
こ

まれた提言
ていげん

は、実
じつ

に 280 にも上
のぼ

る。幅広
はばひろ

い論点
ろんてん

により議論
ぎ ろ ん

された

証左
しょうさ

であるが、敢
あ

えてフレーミング
ふ れ ー み ん ぐ

（枠付
わ く づ

け）を行
おこな

って、前述
ぜんじゅつ

の 7 つの理念
り ね ん

を大
おお

きく

三
みっ

つの柱
はしら

にまとめて、前述
ぜんじゅつ

の 10 の方
ほう

向性
こうせい

と併
あわ

せて整理
せ い り

すれば、次
つぎ

のようになるだろ

う。この三
みっ

つは、県
けん

が目指
め ざ

すおよそ 20年後
ね ん ご

、2040年
ねん

頃
ごろ

の神奈川
か な が わ

、「いのち輝
かがや

く地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

」を実現
じつげん

するための普遍的
ふへんてき

な目標
もくひょう

というべきものである。 
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  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 
 

  ・ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

２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、一人
ひ と り

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

全て
す べ て

が意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を受
うう

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

らしを選択
せんたく

できるよう、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

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
と

り組
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
つうかかた

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

に重点化
じゅうてんか

する 

   ・ 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

への県
けん

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 

 

 

 

１）日本
に ほ ん

財団
ざいだん

が作成
さくせい

した「ロジックモデル
ろ じ っ く も で る

作成
さくせい

ガイド
が い ど

」を参考
さんこう

にした。 

２）障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ
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２ 今後
こ ん ご

取
と

り組
く

むべき重要
じゅうよう

な施策
し さ く

 

 

  この節
せつ

は、前述
ぜんじゅつ

の「基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

（7 つの理念
り ね ん

）」に沿
そ

って、次
じ

章
しょう

（Ⅱ）におい

て詳細
しょうさい

に記述
きじゅつ

する各提言
かくていげん

の要点
ようてん

をまとめたものである。 

 

（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

の構築
こうちく

 

 

 ア
あ

 理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

 

  〇 「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

」の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に取
と

り組
く

んでいくべきである。 

 

  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

えであり、今日
こんにち

、障
しょう

がい

福祉
ふ く し

の分野
ぶ ん や

においては、地域
ち い き

で「普通
ふ つ う

に」「当
あ

たり前に」暮
く

らすことのできる社会
しゃかい

を作
つく

ろうというノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の 考
かんが

え方
かた

や、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が様々
さまざま

な地域
ち い き

の

社会
しゃかい

資源
し げ ん

を利用
り よ う

して包
つつ

み込
こ

む共生
きょうせい

社会
しゃかい

を作
つく

ろうというインクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

の考
かんが

え

方
かた

が普及
ふきゅう

定着
ていちゃく

してきた。 

 

  〇 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

のような事件
じ け ん

を二度
に ど

と起
お

こさないという決意
け つ い

の下
もと

、県
けん

議会
ぎ か い

と共同
きょうどう

で策定
さくてい

した「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」の理念
り ね ん

や、お互
たが

いの心
こころ

が

輝
かがや

く支援
し え ん

を目指
め ざ

すことを決意
け つ い

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

」の理念
り ね ん

は、

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

やインクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

といった考
かんが

えと共通
きょうつう

するものであり、

こうした理念
り ね ん

が県民
けんみん

にも広
ひろ

く浸
しん

透
とう

した社会
しゃかい

を目指
め ざ

すべきである。 

 

 イ
い

 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

のない社会
しゃかい

 

 

〇 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

のない社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目指
め ざ

すべきである。 

 

〇 県
けん

においては、いわゆる障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する条例
じょうれい

が制定
せいてい

されてい

ない。平成
へいせい

25年
ねん

に「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」が制定
せいてい

されたが、平成
へいせい

27年
ねん

２月
がつ

に閣議
か く ぎ

決定
けってい

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

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」において、同法
どうほう

と条例
じょうれい

との関係
かんけい

に触
ふ

れ、「新
あら

たに制定
せいてい

することも制限
せいげん

されることはなく、障
しょう

がい者
しゃ

にとって身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において、条例
じょうれい

の制定
せいてい

も含
ふく

めた障害
しょうがい

者
しゃ

差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

する取組
と り く

み

の推進
すいしん

が望
のぞ

まれる」としている。 

 



 

25 

 

  〇 津久井
つ く い

やまゆり園事件
じ け ん

は、犯人
はんにん

の障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

意識
い し き

がその犯行
はんこう

の根底
こんてい

に

あったと指摘
し て き

されており 1、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

けた取組
と り く

みの強化
きょうか

が求
もと

められている。 

 

 ウ
う

 障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

のない社会
しゃかい

 

 

  〇 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の仕組
し く

みが整
ととの

えられた、障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

のない社会
しゃかい

を実現
じつげん

すべきである。 

 

  〇 虐待
ぎゃくたい

は重大
じゅうだい

な人権
じんけん

侵害
しんがい

であり、我
わ

が国では、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

に基
もと

づく諸施策
しょしさく

が実施
じ っ し

されているが、同法
どうほう

に基
もと

づく通報
つうほう

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にある。また、県
けん

立
りつ

中井
な か い

やまゆ

り園
えん

では、長時間
ちょうじかん

の居室
きょしつ

施錠
せじょう

などの不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が行
おこな

われていることが明
あき

らかにな

り、現在
げんざい

、改善
かいぜん

に向
む

けた取組
と り く

みの途上
とじょう

にある。 

 

〇 施設
し せ つ

等
とう

での虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

には、職員
しょくいん

のスキル
す き る

養成
ようせい

、管理
か ん り

者
しゃ

の公正
こうせい

な姿勢
し せ い

、風
かぜ

通
とお

し

の良
よ

い組織
そ し き

風土
ふ う ど

の醸成
じょうせい

が重要
じゅうよう

であり、加
くわ

えて、適切
てきせつ

な意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

は、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の観点
かんてん

から今後
こ ん ご

更
こう

なる取組
と り く

みを進
すす

めていくべきである。 

 

✓ 支援
し え ん

スキル
す き る

の向上
こうじょう

を図
はか

るための階層
かいそう

別
べつ

の研修会
けんしゅうかい

の実施
じ っ し

 

✓ 身体
しんたい

拘束
こうそく

によらない支援
し え ん

を進
すす

めるための適切
てきせつ

なアセスメント
あ せ す め ん と

の手法
しゅほう

の確立
かくりつ

 

✓ 権利
け ん り

侵害
しんがい

が疑
うたが

われるヒヤリハット
ひ や り は っ と

の事例
じ れ い

の分析
ぶんせき

と再発
さいはつ

防止
ぼ う し

の仕組
し く

みの構築
こうちく

 

✓ 事業所
じぎょうしょ

等
とう

における虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

の必須化
ひ っ す か

 

   ✓ 市町村
しちょうそん

の虐待防止
ぼ う し

に関
かん

する知見
ち け ん

の蓄積
ちくせき

の支援
し え ん

 

✓ 支援
し え ん

の好事例
こうじれい

の情報
じょうほう

発信
はっしん

の促進
そくしん

による支援者
しえんしゃ

のやる気
き

の好循環化
こうじゅんかんか

 

✓ 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

による事業所
じぎょうしょ

等
とう

の支援
し え ん

内容
ないよう

の評価
ひょうか

・検証
けんしょう

の仕組
し く

みづくり 

 

 

（２）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

く支援
し え ん

 

 

 ア
あ

 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 

〇 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みは、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

を尊重
そんちょう

するものであ

り、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

の基礎
き そ

となるものである。今後
こ ん ご

、必要
ひつよう

とする障
しょう

がい

者
しゃ

全員
ぜんいん

が適切
てきせつ

に意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を受
う

けることができるようにすべきである。 

 

  〇 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、事業所
じぎょうしょ

等
とう

の責務
せ き む

として、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

の規定
き て い

が盛
も

り込
こ

まれ、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

は「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

」
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を策定
さくてい

する等
など

、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

・定着
ていちゃく

を進
すす

めている。県
けん

としても、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
もと

づき、同
どう

ガイドライン
が い ど ら い ん

も参考
さんこう

に、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

から県
けん

独自
ど く じ

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みが始
はじ

められた。 

 

〇 現在
げんざい

、県内
けんない

4施設
し せ つ

において、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の試行的
しこうてき

な取組
と り く

みが実施
じ っ し

されており、そ

の結果
け っ か

を踏
ふ

まえ、「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

）」をまとめた上
うえ

で、県内
けんない

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

から段階的
だんかいてき

に取組
と り く

みを広
ひろ

げていくこととしている。 

 

〇 県
けん

が取
と

り組
く

む意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

は、本人
ほんにん

の願
ねが

いや希望
き ぼ う

に沿
そ

った、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

及
およ

び個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

）の策定
さくてい

を目指
め ざ

すものであるが、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

の成果
せ い か

について、所期
し ょ き

の目的
もくてき

を果
は

たせたのか、きち

んと検証
けんしょう

すべきとの意見
い け ん

や、名称
めいしょう

や実施
じ っ し

する内容
ないよう

が分
わ

かりにくいという意見
い け ん

も出
だ

された。県
けん

は、こうした指摘
し て き

にしっかりと対応
たいおう

した上
うえ

で、県下
け ん か

の各事業所
かくじぎょうしょ

等
とう

での意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

に取
と

り組
く

んでいくべきである。 

 

   ✓ 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

の取組
と り く

みの評価
ひょうか

・検証
けんしょう

 

✓ 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

についての普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

 

✓ 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を県下
け ん か

に広
ひろ

げていくための推進
すいしん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

✓ 適切
てきせつ

な意思
い し

決定
けってい

が受
う

けられない場合
ば あ い

の苦情
くじょう

処理
し ょ り

、仲裁
ちゅうさい

あっせん機関
き か ん

の創設
そうせつ

 

 

 イ
い

 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

 

 

〇 地域
ち い き

での生活
せいかつ

を実現
じつげん

するには、いつでも身近
み ぢ か

に相談
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

が果
は

た

す役割
やくわり

は重要
じゅうよう

である。今後
こ ん ご

、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

め、「ひとりにさせない」

伴走型
ばんそうがた

の支援
し え ん

の実現
じつげん

を図
はか

るべきである。 

 

〇 伴走型
ばんそうがた

の支援
し え ん

体制
たいせい

を作
つく

るため、相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

のみならず、地域
ち い き

の様々
さまざま

な機関
き か ん

・

団体
だんたい

が連携
れんけい

し、「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

」についての学
まな

びを深
ふか

め、多様
た よ う

な

つながりができる環境
かんきょう

整備
せ い び

を進
すす

めていく必要
ひつよう

がある。 

 

✓ 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

の開催
かいさい

 

✓ 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

力
りょく

向上
こうじょう

を図
はか

るための実践的
じっせんてき

な研修
けんしゅう

の実施
じ っ 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

の未設置
み せ っ ち

市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

した設置
せ っ ち

の促進
そくしん

 

✓ 圏域
けんいき

毎
ごと

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の連携
れんけい

体制
たいせい

の強化
きょうか

 

✓ （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

強化
きょうか

に向
む

けた、好事例
こうじれい

、運営
うんえい

ノウハウ
の う は う

の共有
きょうゆう

 

✓ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の設置
せ っ ち

促進
そくしん

に向
む

けた関係
かんけい

者
しゃ

による協議
きょうぎ

の場
ば

の設定
せってい
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（３）本人
ほんにん

活動
かつどう

の推進
すいしん

 

 

 ア
あ

 本人
ほんにん

活動
かつどう

の支援
し え ん

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

 

 

  〇 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

は、障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

が中心
ちゅうしん

となって取
と

り組
く

まれる

べきであであり、本人
ほんにん

活動
かつどう

の推進
すいしん

を図
はか

るべきである。 

 

○ 「本人
ほんにん

活動
かつどう

」は、障
しょう

がい者
しゃ

同士
ど う し

が様々
さまざま

な自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

を行
おこな

うグループ
ぐ る ー ぷ

を中心
ちゅうしん

と

した活動
かつどう

であり、我
わ

が国
くに

では、特
とく

に知的
ち て き

障
しょう

がいをもつ当事者
とうじしゃ

たちの自主的
じしゅてき

活動
かつどう

を指
さ

す。当事者
とうじしゃ

が運営
うんえい

の中心
ちゅうしん

を担
にな

っているが、活動
かつどう

を支援
し え ん

する人
ひと

が不可欠
ふ か け つ

であり、親
おや

の

会
かい

や行政
ぎょうせい

機関
き か ん

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などがバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

している場合
ば あ い

もある。 

 

〇 全日本手
ぜ ん に ほ ん て

をつなぐ育成会
いくせいかい

（当時
と う じ

）による過去
か こ

の調査
ちょうさ

（平成
へいせい

17年
ねん

）では全国
ぜんこく

で 239

団体
だんたい

、神奈川
か な が わ

で 15団体
だんたい

が活動
かつどう

している。その後
ご

は本格的
ほんかくてき

な調査
ちょうさ

が行
おこな

われておらず、

ネットワーク
ね っ と わ ー く

組織化
そ し き か

が当事者
とうじしゃ

の間
あいだ

で議論
ぎ ろ ん

されている。 

 

〇 本人
ほんにん

活動
かつどう

の具体的
ぐたいてき

な活動
かつどう

内容
ないよう

は、当初
とうしょ

はレクレーション
れ く れ ー し ょ ん

活動
かつどう

が主軸
しゅじく

であったが、

近年
きんねん

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

制度
せ い ど

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

などの勉強会
べんきょうかい

等
など

も行
おこな

われるようになっている。 

 

〇 また、身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

運動
うんどう

から始
はじ

まったピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

と呼
よ

ばれる本人
ほんにん

（当事者
とうじしゃ

）活動
かつどう

は、近年
きんねん

、知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいの分野
ぶ ん や

にも広
ひろ

がっており、国
くに

に

おいても、研修
けんしゅう

事業
じぎょう

を創設
そうせつ

し養成
ようせい

等
とう

を支援
し え ん

している。県
けん

では、精神障
せいしんしょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

のピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

を養成
ようせい

し、精神科
せいしんか

病院
びょういん

からの退院
たいいん

促進
そくしん

を進
すす

めている。 

 

〇 国
くに

の調査
ちょうさ

では、活用
かつよう

資金
し き ん

の不足
ふ そ く

、活動
かつどう

の幅
はば

の拡
かく

大
だい

、活動
かつどう

する場
ば

の不足
ふ そ く

などが課題
か だ い

とされており、また、本人
ほんにん

活動
かつどう

の課題
か だ い

としては、利用者
りようしゃ

の対人
たいじん

関係
かんけい

、支援
し え ん

者
しゃ

の確保
か く ほ

、

運営
うんえい

資金
し き ん

などが挙
あ

がっており、こうした課題
か だ い

に向
む

き合
あ

って、障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

の様々
さまざま

な

社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

していくことが重要
じゅうよう

である。 

 

✓ 本人
ほんにん

活動
かつどう

の大切
たいせつ

さの県民
けんみん

への周知
しゅうち

、啓発
けいはつ

 

✓ ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活動
かつどう

範囲
は ん い

の知的
ち て き

障
しょう

がい分野
ぶ ん や

への拡大
かくだい

 

✓ ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

養成後
ようせいご

のフォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

（交流会
こうりゅうかい

やスキルアップ
す き る あ っ ぷ

研修
けんしゅう

） 

✓ 企業
きぎょう

活動
かつどう

への障
しょう

がい者
しゃ

の参加
さ ん か

事例
じ れ い

についての情報
じょうほう

共有
きょうゆう

、啓発
けいはつ

 

✓ 本人
ほんにん

活動
かつどう

の支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

に向
む

けた実態
じったい

把握
は あ く

 

✓ 本人
ほんにん

活動
かつどう

を広
ひろ

げていくための公的
こうてき

助成
じょせい

が必要
ひつよう
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 イ
い

 政策
せいさく

決定
けってい

過程
か て い

への参加
さ ん か

 

 

〇 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

していくには、とりわけ、障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する

政策
せいさく

を決定
けってい

していく行政
ぎょうせい

等
とう

における議論
ぎ ろ ん

の過程
か て い

に、 障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

の参加
さ ん か

を、

最大限
さいだいげん

、図
はか

っていくべきである。 

 

✓ 県
けん

設置
せ っ ち

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

関連
かんれん

の検討
けんとう

会議体
かいぎたい

への障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

の参加
さ ん か

の必須化
ひ っ す か

 

✓ 県
けん

が行
おこな

う福祉
ふ く し

関係
かんけい

の研修
けんしゅう

に当事
と う じ

者
しゃ

の声
こえ

を聴
き

くプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を用意
よ う い

 

✓ 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の多職種
たしょくしゅ

チーム
ち ー む

への本人
ほんにん

以外
い が い

の当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

の推進
すいしん

 

 

 

（４）その人
ひと

らしい暮
く

らしの実現
じつげん

～社会
しゃかい

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

方策
ほうさく

 

 

ア
あ

 居場所
い ば し ょ

と出番
で ば ん

 

 

〇 居場所
い ば し ょ

と出番
で ば ん

を作
つく

り、人
ひと

がつながる当
あ

たり前
まえ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を実現
じつげん

していくことが

重要
じゅうよう

である。 

 

  〇 平成
へいせい

18 年に障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

が施行
し こ う

され、公的
こうてき

な日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

である生活
せいかつ

介護
か い ご

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

Ｂ
びー

型
がた

事業
じぎょう

等
とう

の整備
せ い び

が進
すす

んできた。今日
こんにち

、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

える重要
じゅうよう

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

となっているが、①利用者
りようしゃ

の高齢化
こうれいか

への対応
たいおう

、②「行動
こうどう

障
しょう

が

い」のある人
ひと

や医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な人
ひと

の支援
し え ん

、③支援者
しえんしゃ

の確保
か く ほ

、が大
おお

きな課題
か だ い

とな

っている。 

 

〇 また、①自法人
じほうじん

の相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

によりサービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

を策定
さくてい

することが

権利
け ん り

擁護
よ う ご

の観点
かんてん

から問題
もんだい

ではないか、②ノウハウ
の う は う

のない営利
え い り

法人
ほうじん

等
とう

の参入
さんにゅう

が増大
ぞうだい

し、

質
しつ

に課題
か だ い

があるのではないか、③生産
せいさん

活動
かつどう

を行
おこな

う場合
ば あ い

の工賃
こうちん

の水準
すいじゅん

が低
ひく

い、④一般
いっぱん

就労
しゅうろう

につなげる取組
と り く

みが弱
よわ

い、⑤地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

との組
くみ

合
あ

わせによるより多様
た よ う

な

日中
にっちゅう

活動
かつどう

のあり方
かた

を検討
けんとう

すべき、といった指摘
し て き

もある。 

 

   ✓ 事業所数
じぎょうしょすう

の増加
ぞ う か

に対応
たいおう

した適切
てきせつ

かつ効率的
こうりつてき

な事業所
じぎょうしょ

指導
し ど う

 

✓ 利用者
りようしゃ

の高齢化
こうれいか

、強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

児
じ

・者
しゃ

等
など

、困難性
こんなんせい

の高
たか

い支援
し え ん

スキル
す き る

を学
まな

ぶ機会
き か い

の確保
か く ほ

 

✓ サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の策定
さくてい

に際
さい

し、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の手法
しゅほう

を取入
と り い

れ、多職種
たしょくしゅ

によ

るチーム
ち ー む

で検討
けんとう

を行
おこな

う仕組
し く

みの導入
どうにゅう

 

✓ 小規模
しょうきぼ

な事業所
じぎょうしょ

に対
たい

する経営
けいえい

指導
し ど う

の実施
じ っ し
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✓ 就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

の事業
じぎょう

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るための意見
い け ん

交換
こうかん

、好事例
こうじれい

等
とう

の共有
きょうゆう

 

✓ 企業
きぎょう

との連携
れんけい

の強化
きょうか

による一般
いっぱん

就労
しゅうろう

につながる取組
と り く

みの推進
すいしん

 

✓ 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を組
く

み合
あ

わせた、より多様
た よ う

な支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

 

イ
い

 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の推進
すいしん

と地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

の強化
きょうか

 

 

  〇 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、地域
ち い き

でその人
ひと

らしい暮
く

らしが実現
じつげん

できるよ

う、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を組
く

み立
た

てていくべきである。 

 

〇 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

では「全
すべ

て障害
しょうがい

者
しゃ

は、可能
か の う

な限
かぎ

り、どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかについ

ての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

において他
た

の人々
ひとびと

と共生
きょうせい

することを妨
さまた

げら

れない」とされており、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

においても「どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかにつ

いて選択肢
せんたくし

が確保
か く ほ

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

において他
た

の人々
ひとびと

と共生
きょうせい

することが妨
さまた

げられな

い」と基本
き ほ ん

理念
り ね ん

において定
さだ

めている。このような考
かんが

えの下
もと

、これまで、全国的
ぜんこくてき

に

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

の整備
せ い び

が進
すす

められ、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

や精神科
せいしんか

病院
びょういん

からの

地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の取組
と り く

みが進
すす

められてきた。 

 

〇 これまで、県
けん

としてもグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の加配
か は い

人件費
じんけんひ

や改修費
かいしゅうひ

の補助
ほ じ ょ

を行
おこな

い、居住
きょじゅう

支援
し え ん

の充
じゅう

実
じつ

に注 力
ちゅうりょく

してきたが、足元
あしもと

では、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

等
とう

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

がや

や鈍化
ど ん か

の傾向
けいこう

となってきており、国
くに

は、重度
じゅうど

の障
しょう

がいの人
ひと

もグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に移行
い こ う

できるよう、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

に日中
にっちゅう

サービス
さ ー び す

支援
し え ん

型
がた

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を創設
そうせつ

した。 

 

〇 一方
いっぽう

で、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が一番
いちばん

適切
てきせつ

であり地域
ち い き

移行
い こ う

は不要
ふ よ う

という意識
い し き

の施設
し せ つ

も一
いっ

定数
ていすう

存在
そんざい

する。施設
し せ つ

か地域
ち い き

かという問
と

いかけではなく、どのような暮
く

らしをしたいのか、

心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

け、願
ねが

いや希望
き ぼ う

に寄
よ

り添
そ

う意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に取組
と り く

むことが重要
じゅうよう

であ

る。とりわけ県立
けんりつ

施設
し せ つ

は率先
そっせん

して、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

に取
と

り組
く

む専任
せんにん

職員
しょくいん

の配置
は い ち

などの

体制
たいせい

整備
せ い び

、地域
ち い き

生活
せいかつ

体験用
たいけんよう

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の設置
せ っ ち

、街中
まちなか

での居住
きょじゅう

支援
し え ん

の提供
ていきょう

に

取
と

り組
く

むべきである。加
くわ

えて、施設
し せ つ

が提
てい

供
きょう

する日中
にっちゅう

活動
かつどう

はできる限
かぎ

り施設外
しせつがい

に出
で

ていくようにすべきである。 

 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

に積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

し、関係者
かんけいしゃ

との連携
れんけい

に努
つと

めるこ

とが重要
じゅうよう

であり、県立
けんりつ

施設
し せ つ

は地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

のロールモデル
ろ ー る も で る

となるよう取
と

り組
く

むべき

である。 
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ウ
う

 居住
きょじゅう

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 

  〇 誰
だれ

もが自立
じ り つ

して尊厳
そんげん

をもち、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
くら

らし続
つづ

けることのでき

る居住
きょじゅう

の場
ば

が用意
よ う い

されるべきである。 

 

  〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

ではない公的
こうてき

な居住
きょじゅう

支援
し え ん

として、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の整備
せ い び

が進
すすめ

められて

きた。身辺
しんぺん

自立
じ り つ

が困難
こんなん

な重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

の受入
う け い

れを進
すす

めるため、夜間
や か ん

支援員
しえんいん

の配置
は い ち

、

「強度行動
きょうどこうどう

障
しょう

がい」のある人
ひと

の受入
う け い

れに伴
ともな

う報 酬 上
ほうしゅうじょう

の評価
ひょうか

、医療
いりょう

との連携
れんけい

を図
はか

る加算
か さ ん

など、制度
せ い ど

の改善
かいぜん

が図
はか

られてきているが、「親
おや

亡
な

き後
あと

」の不安
ふ あ ん

が完全
かんぜん

に払
ふっ

しょ

くされてはいない。 

 

  〇 こうしたことから、平成
へいせい

30年度
ね ん ど

創設
そうせつ

の「日中
にっちゅう

サービス支援
し え ん

型
がた

」グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の

全国
ぜんこく

の先進
せんしん

事例
じ れ い

を収 集
しゅうしゅう

し、制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

り、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
と り く

みを促
うなが

すとともに、 

重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

の受入
う け い

れを容易
よ う い

にするための改修
かいしゅう

費用
ひ よ う

の助成
じょせい

を引
ひ

き続
つづ

き実施
じ っ し

して

くことが重要
じゅうよう

である。 

 

  〇 もとより、住
す

まいをどこにするか、本人
ほんにん

の意向
い こ う

をよく聞
き

くことが重要
じゅうよう

であり、

意思
い し

表 出
ひょうしゅつ

が難
むずか

しい人には、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を行
おこな

いながら、サービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

を

作成
さくせい

することが必要
ひつよう

である。 

 

〇 また、近年
きんねん

、経営
けいえい

ノウハウ
の う は う

のない営利
え い り

法人
ほうじん

等
とう

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の開設
かいせつ

運営
うんえい

への

参入
さんにゅう

が続
つづ

いており、新規
し ん き

参入
さんにゅう

した法人
ほうじん

に対
たい

する質
しつ

の確保
か く ほ

を図
はか

るための経営
けいえい

指導
し ど う

を

行
おこな

うことも重要
じゅうよう

である。 

 

✓ 民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

の利用
り よ う

を円滑
えんかつ

にするため、神奈川県
か な が わ け ん

居住
きょじゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に参画
さんかく

する

とともに、住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

要配慮者
ようはいりょしゃ

居住
きょじゅう

法人
ほうじん

等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

る 

✓ 建物
たてもの

構造
こうぞう

の整備
せ い び

ノウハウ
の う は う

を関係者
かんけいしゃ

が容易
よ う い

に得
え

られるよう、知見
ち け ん

を有
ゆう

する機関
き か ん

と

の連携
れんけい

関係
かんけい

を作
つく

る 

 

 エ
え

 関連
かんれん

領域
りょういき

と連携
れんけい

を図
はか

った包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

 

 

〇 今後
こ ん ご

、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

がますます複雑化
ふくざつか

、多様化
た よ う か

していくことが予想
よ そ う

されるところであり、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

等
とう

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

体制
たいせい

づく

りが必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

である。 

 

〇 また、県
けん

は、相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

づくりのエンジン
え ん じ ん

となる（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

強化
きょうか

にも取
と

り組
く

むべきである。その設置
せ っ ち

が目的化
もくてきか

して形骸化
けいがいか

しているとの指摘
し て き

がある障
しょう
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がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

の（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

について、関係者間
かんけいしゃかん

の連携
れんけい

態勢
たいせい

を強
きょう

化
か

す

べきである。 

 

〇 障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

においては、障
しょう

がい者
しゃ

が各
かく

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

を通
つう

じて適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう、教育
きょういく

、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

、福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、雇用
こ よ う

等
とう

の各分野
かくぶんや

の有機的
ゆうきてき

な連携
れんけい

の下
もと

、切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

、とされている。 

 

〇 県
けん

の障
しょう

がい関係
かんけい

施策
し さ く

も福祉
ふ く し

部局
ぶきょく

だけに留
と

まらないことから、関係
かんけい

部局
ぶきょく

が連携
れんけい

し、

施策
し さ く

を一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

することが重要
じゅうよう

であり、障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

を実効性
じっこうせい

の

ある取組
と り く

みとするには、政令
せいれい

指定
し て い

都
と

市
し

、中核
ちゅうかく

市
し

を含
ふく

む市町村
しちょうそん

との連携
れんけい

も必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

である。 

 

〇 関連
かんれん

各分野
かくぶんや

が一体
いったい

となって、以下
い か

に掲
かか

げるような当事者
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

していくために、知事
ち じ

をトップ
と っ ぷ

とした全庁的
ぜんちょうてき

な推進
すいしん

体制
たいせい

を組織
そ し き

することが必要
ひつよう

であ

る。 

 

✓ 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

、職能
しょくのう

団体
だんたい

、企業
きぎょう

、経済
けいざい

団体
だんたい

等
とう

の協 力
きょうりょく

体制
たいせい

を構築
こうちく

する 

✓ 障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

（本人
ほんにん

）の活動
かつどう

団体
だんたい

は当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に不可欠
ふ か け つ

 

✓ 医療
いりょう

と福祉
ふ く し

の効果的
こうかてき

な連携
れんけい

のあり方
かた

についての市町村
しちょうそん

レベル
れ べ る

での検討
けんとう

 

✓ 学校
がっこう

と放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

事業
じぎょう

者
しゃ

との情報
じょうほう

共有
きょうゆう

の促進
そくしん

 

✓ 教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

に対
たい

する福祉
ふ く し

制度
せ い ど

の研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

 

✓ 障
しょう

がい児
じ

のきょうだいに対
たい

する支援
し え ん

ニーズ
に ー ず

の早期
そ う き

の把握
は あ く

 

✓ 保育所
ほいくじょ

での障
しょう

がい児
じ

の受入
うけいれ

促進
そくしん

のための保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

の更
さら

なる活用
かつよう

 

✓ ハローワーク
は ろ ー わ ー く

と就労
しゅうろう

系
けい

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の協働
きょうどう

による、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

し

た障
しょう

がい者
しゃ

の職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

✓ 一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

の利用
り よ う

の円滑化
えんかつか

策
さく

（居住
きょじゅう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

）の推進
すいしん

 

✓ 障
しょう

がいの状態像
じょうたいぞう

に応
おう

じた住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

のノウハウ
の う は う

の蓄積
ちくせき

と情報
じょうほう

提供
ていきょう

の促進
そくしん

 

✓ 「農
のう

福
ふく

連携
れんけい

」の一層
いっそう

の推進
すいしん

 

✓ 介護
か い ご

の地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

で取
と

り組
く

む移動
い ど う

支援
し え ん

のノウハウ
の う は う

の活用
かつよう

 

✓ 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

がより豊
ゆた

かになるよう、商工会
しょうこうかい

、観光
かんこう

業者
ぎょうしゃ

、商店街
しょうてんがい

、

生協
せいきょう

などの既存
き そ ん

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を活
い

かすための支援
し え ん

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の設置
せ っ ち

の検討
けんとう

 

 

オ
お

 福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

と養成
ようせい

 

 

  〇 公的
こうてき

なサービス
さ ー び す

が質
しつ

を確保
か く ほ

しながら必要
ひつよう

十分
じゅうぶん

に提
てい

供
きょう

されるには、持続的
じぞくてき

に人材
じんざい

を確保
か く ほ

、養成
ようせい

していくことが不可欠
ふ か け つ

であり、今日
き ょ う

、社会
しゃかい

保障
ほしょう

分野
ぶ ん や

に限
かぎ

らず、全
すべ

ての 
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産業
さんぎょう

において共通
きょうつう

する課題
か だ い

となっている。 

 

〇  福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

は一
いち

市
し

町村
ちょうそん

だけでは解決
かいけつ

が困難
こんなん

な課題
か だ い

であり、県
けん

が

リーダーシップ
り ー だ ー し っ ぷ

を発揮
は っ き

して、関係者
かんけいしゃ

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

しながら、重層的
じゅうそうてき

で広範
こうはん

な取組
と り く

み

を進
すす

めることが必要
ひつよう

である。 

 

〇 今
こん

後
ご

20年
ねん

で労働力
ろうどうりょく

人口
じんこう

は約
やく

1,000万人
まんにん

減少
げんしょう

し、介護
か い ご

分野
ぶ ん や

と同様
どうよう

の推計
すいけい

比率
ひ り つ

を

障
しょう

がい分野
ぶ ん や

に当
あ

てはめると、20年後
ね ん ご

の 2040年
ねん

には、約
やく

25万人
まんにん

が不足
ふ そ く

すると予想
よ そ う

される。国
くに

は平成
へいせい

３年
ねん

頃
ごろ

からマンパワー
ま ん ぱ わ ー

確保
か く ほ

対策
たいさく

を講
こう

じてきており、平成
へいせい

19年
ねん

に新
あら

たな人材
じんざい

確保
か く ほ

指針
し し ん

を策定
さくてい

し、以来
い ら い

、福祉
ふ く し

事業
じぎょう

従事者
じゅうじしゃ

の福利
ふ く り

厚生
こうせい

の充実
じゅうじつ

、退職
たいしょく

手当
て あ て

共済
きょうさい

制度
せ い ど

、処遇
しょぐう

改善
かいぜん

交付
こ う ふ

金
きん

等
とう

の措置
そ ち

を講
こう

じるとともに、外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

へ

の誘導
ゆうどう

策
さく

も実施
じ っ し

してきた。 

 

〇 今日
こんにち

、福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の有効
ゆうこう

求人
きゅうじん

倍率
ばいりつ

は、他
た

産業
さんぎょう

よりも大
おお

きく（人手
ひ と で

不足感
ぶそくかん

が大
おお

きい）、

とりわけ大都市圏
だ い と し け ん

はその差
さ

がさらに大
おお

きい。給与
きゅうよ

水準
すいじゅん

が 直
ちょっ

近
きん

の毎月
まいつき

勤労
きんろう

調査
ちょうさ

で

全労働者
ぜんろうどうしゃ

が約
やく

33.7万円
まんえん

に対
たい

し、福祉
ふ く し

・介護
か い ご

は31.3万円
まんえん

と下回
したまわ

っている一方
いっぽう

で、離職率
りしょくりつ

は全産業
ぜんさんぎょう

との差
さ

は殆
ほとん

どなく、離職
りしょく

理由
り ゆ う

は「人間
にんげん

関係
かんけい

」が一位
い ち い

という特色
とくしょく

がある。 

 

〇  今後
こ ん ご

、 各障害
かくしょうがい

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

は、ロボット
ろ ぼ っ と

・ I C T
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

の 導入
どうにゅう

や

キャリアパス
き ゃ り あ ぱ す

制度
せ い ど

の整備
せ い び

など、職場
しょくば

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

を図
はか

っていくことはもちろんである

が、支援者
しえんしゃ

皆
みな

がやりがいを感
かん

じながら、いきいきと働
はたら

くことのできるチーム
ち ー む

づくり

や、職
しょく

場内
ば な い

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の向上
こうじょう

を図
はか

る運営
うんえい

マネジメント
ま ね じ め ん と

力
りょく

の向上
こうじょう

が必要
ひつよう

であり、行政
ぎょうせい

が積極的
せっきょくてき

にその支援
し え ん

を行
おこな

っていく必要
ひつよう

がある。 

 

✓ 国
くに

が実施
じ っ し

する処遇
しょぐう

改善
かいぜん

加算
か さ ん

の申請率
しんせいりつ

の向上
こうじょう

を図
はか

る 

✓ 産業
さんぎょう

カウンセラー
か う ん せ ら ー

の派遣
は け ん

を可能
か の う

にする仕組
し く

みを整
ととの

えるなど、メンタル
め ん た る

へ
へ

ルス
る す

対策
たいさく

を進
すす

める 

✓  やる気
き

のある職員
しょくいん

が孤立
こ り つ

したり燃
も

え尽
つ

き症候群
しょうこうぐん

にならないように、

スーパービジョン
す ー ぱ ー び じ ょ ん

やコンサルテーション
こ ん さ る て ー し ょ ん

の導入
どうにゅう

を進める 

✓ 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

みの活用
かつよう

を図りながら、法
ほう

人間
じんかん

の人事
じ ん じ

交流
こうりゅう

等
とう

を進
すす

めることにより、キャリアラダー
き ゃ り あ ら だ ー

の設計
せっけい

につなげる 

✓ 現役
げんえき

の職員
しょくいん

のキャリアアップ
き ゃ り あ あ っ ぷ

を図
はか

るため、リカレント
り か れ ん と

教育
きょういく

を受
う

けやすくする

方策
ほうさく

を検討
けんとう

する 

✓ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

に関心
かんしん

をもってもらうため、情報
じょうほう

発信
はっしん

を工夫
く ふ う

するとともに、

障
しょう

がい福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

に関
かん

するWEB
う ぇ ぶ

サイト
さ い と

等
など

を整備
せ い び

する 
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✓ ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

やアル
あ る

バイト
ば い と

で事業所
じぎょうしょ

に関
かか

わりをもった人
ひと

に丁寧
ていねい

な対応
たいおう

を行
おこな

い、

就 業
しゅうぎょう

につながるよう努
つと

める 

✓ 事業所
じぎょうしょ

等
とう

で長期
ちょうき

のインターン
い ん た ー ん

を受入
う け い

れ、就業後
しゅうぎょうご

のミスマッチ
み す ま っ ち

を防
ふせ

ぐ 

✓ 企業者
きぎょうしゃ

と連携
れんけい

の上
うえ

、「創業
そうぎょう

等
など

支援
し え ん

措置
そ ち

制度
せ い ど

」を活用
かつよう

し、元気
げ ん き

高齢者
こうれいしゃ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

への就 業
しゅうぎょう

を促
うなが

す 

✓ 移
うつ

り住
す

んで障
しょう

がい福祉
ふ く し

の仕事
し ご と

に就
つ

きたいと考
かんが

える人
ひと

を増
ふ

やしていくため、働
はたら

くエリア
え り あ

と住
す

むエリア
え り あ

の魅力
みりょく

を情報
じょうほう

発信
はっしん

する取組
と り く

みを進
すす

める 

 

カ
か

 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

（県立
けんりつ

施設
し せ つ

も含
ふく

む）のあり方
かた

の議論
ぎ ろ ん

の深化
し ん か

 

 

〇 国
くに

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

基本
き ほ ん

計画
けいかく

では、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の地域
ち い き

の受
う

け皿
さら

を整備
せ い び

しながら、

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

については、段階的
だんかいてき

・計画的
けいかくてき

に縮 小
しゅくしょう

していく方針
ほうしん

とされている。実際
じっさい

、

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の入所
にゅうしょ

者
しゃ

数
すう

は減少
げんしょう

しており、今日
こんにち

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

入居者数
にゅうきょしゃすう

の方
ほう

が、

それを上回
うわまわ

っている現状
げんじょう

にある。 

 

〇 一方
いっぽう

で、「親
おや

亡
な

き後
あと

」の恒久的
こうきゅうてき

な居住
きょじゅう

の場
ば

として、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に安心感
あんしんかん

を持
も

つ家族
か ぞ く

もあり、また、今日
こんにち

、障
しょう

がいの重度化
じゅうどか

、高齢化
こうれいか

、医療
いりょう

ケア
け あ

の必要性
ひつようせい

など、新
あら

たな課題
か だ い

も 生
しょう

じていることから、こうした課題
か だ い

に入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

がどう関
かか

わっていくべきか

具体的
ぐたいてき

に考
かんが

えていく必要
ひつよう

がある。 

 

〇 また、戦後間
せ ん ご ま

もないときに、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が在宅
ざいたく

の障
しょう

がい児
じ

・者
しゃ

を受
う

け止
と

めてきた

という歴史
れ き し

も踏
ふ

まえておくことが重要
じゅうよう

であり、その上
うえ

で、①入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

でしか担
にな

え

ない役割
やくわり

、②入所
にゅうしょ

「待機
た い き

者
しゃ

」の需要
じゅよう

とは何
なに

か、③現入所者
げんにゅうしょしゃ

のケア
け あ

をどうするのか

といった論点
ろんてん

を十分
じゅうぶん

に検討
けんとう

することが必要
ひつよう

である。 

 

〇 障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

の施設
し せ つ

での暮
く

らし、地域
ち い き

での暮
く

らしに関
かん

する考
かんが

えは、立場
た ち ば

によっ

ても異
こと

なり、様々
さまざま

な意見
い け ん

があるが、今日
き ょ う

、ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の考
かんが

えに基
もと

づき、

地域
ち い き

における本人
ほんにん

中心
ちゅうしん

の当
あ

たり前
まえ

の暮
く

らしを可能
か の う

とすべきである。今後
こ ん ご

、県
けん

がしっ

かりと関与
か ん よ

し、（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

等
とう

の場
ば

で議論
ぎ ろ ん

を重
かさ

ね、県下
け ん か

の各
かく

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の理解
り か い

、

合意
ご う い

の下
もと

で、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

や地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

等
とう

の仕組
し く

みを活用
かつよう

しながら、

神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

で、必要
ひつよう

な支援
し え ん

の組立
く み た

てを行
おこな

っていく必要
ひつよう

がある。 

 

〇 具体的
ぐたいてき

には、「相談
そうだん

」、「住まい
す ま い

」、「日中
にっちゅう

活動
かつどう

」、「居宅
きょたく

支援
し え ん

」、「移動
い ど う

」、「集
つど

いの場
ば

」、

「地域
ち い き

のつながり」について充実
じゅうじつ

させ、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の機能
き の う

の分散化
ぶんさんか

を図
はか

っていく必要
ひつよう

がある。 
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そして、施設
し せ つ

機能
き の う

の分散化
ぶんさんか

を図
はか

りながら、①旧来
きゅうらい

の保護
ほ ご

収容型
しゅうようがた

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は

解消
かいしょう

を目指
め ざ

し、②新規
し ん き

入所
にゅうしょ

は、緊急
きんきゅう

時
じ

対応
たいおう

を除
のぞ

き、原則
げんそく

として有期
ゆ う き

の自立
じ り つ

訓練
くんれん

の

みとし、併
あわ

せて、実質的
じっしつてき

な「昼夜
ちゅうや

分離
ぶ ん り

」を進
すす

め、施設
し せ つ

の機能
き の う

は、居住
きょじゅう

支援
し え ん

（夜間
や か ん

の

支援
し え ん

）に特化
と っ か

させる（地域
ち い き

に対
たい

する日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

等
とう

の提供
ていきょう

は妨
さまた

げない）。う

ち、③県立
けんりつ

施設
し せ つ

については、機能
き の う

（市町村
しちょうそん

支援
し え ん

、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

、研修
けんしゅう

機能
き の う

）の移転
い て ん

を進
すす

め、規模
き ぼ

を縮 小
しゅくしょう

の上
うえ

、民間
みんかん

移譲
いじょう

を目指
め ざ

すことを提案
ていあん

する（ただし、県
けん

として

求
もと

められる臨床
りんしょう

研究的
けんきゅうてき

役割
やくわり

、人材
じんざい

育成
いくせい

は別途
べ っ と

検討
けんとう

）。 

 

〇 しかしながら、夜間
や か ん

部分
ぶ ぶ ん

（施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

）の報酬
ほうしゅう

だけで運営
うんえい

を維持
い じ

できるかが

課題
か だ い

であるため、国
くに

への要望
ようぼう

も検討
けんとう

に含
ふく

めながら、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

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

することを、2040年
ねん

頃
ころ

の

目標
もくひょう

とするよう提案
ていあん

したい。 

 

 キ
き

 県立
けんりつ

施設
し せ つ

の支援
し え ん

内容
ないよう

のさらなる検証
けんしょう

 

 

  〇 県立
けんりつ

施設
し せ つ

において続
つづ

いていた、長時間
ちょうじかん

の身体拘束
こうそく

などの不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

について、

なぜそうしたことが続
つづ

けられてきたのか、また、どのようなプロセス
ぷ ろ せ す

により身体
しんたい

拘束
こうそく

を解
かい

消
しょう

することができたのか、更
さら

なる検証
けんしょう

に取
と

り組
く

み、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を行政
ぎょうせい

や民間
みんかん

事業者
ぎょうしゃ

と共有
きょうゆう

すべきである。 

 

〇 折
おり

しも、本年
ほんねん

（令和
れ い わ

4年
ねん

）3月
がつ

、県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

における利用者
りようしゃ

支援
し え ん

外部
が い ぶ

調査
ちょうさ

委員会
いいんかい

が設置
せ っ ち

された。これは、令和
れ い わ

元年
がんねん

7月
がつ

に発生
はっせい

した骨折
こっせつ

事案
じ あ ん

における再調査
さいちょうさ

を進
すす

める中
なか

で、別
べつ

の不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

に関
かん

する情報
じょうほう

を把握
は あ く

したことから、徹底的
てっていてき

に調査
ちょうさ

を行
おこな

うためのものである。 

 

  〇 県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

における不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

に関
かん

する報道
ほうどう

をきっかけにした対応
たいおう

に

ついては、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

においても言及
げんきゅう

したところである。本件
ほんけん

に関
かん

しては、本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

としても、早期
そ う き

の真相
しんそう

の解明
かいめい

を期待
き た い

するとともに、入所者
にゅうしょしゃ

に

対
たい

する適切
てきせつ

な支援
し え ん

が確保
か く ほ

され、支援者
しえんしゃ

の就労
しゅうろう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

が図
はか

られることを望
のぞ

むも

のである。 
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（５）本人
ほんにん

の可能性
か の う せ い

を引
ひ

き出
だ

す、専門的
せんもんてき

な個別
こ べ つ

のサポート
さ ぽ ー と

 

 

 ア
あ

 いわゆる「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 

〇 いわゆる「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

に対する支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

を図
はか

ることが

必要
ひつよう

である。 

 

  〇 神奈川
か な が わ

では、「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

の約
やく

60 ％
ぱーせんと

が入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

で生活
せいかつ

してい

る。県立
けんりつ

施設
し せ つ

にも多
おお

くの行動
こうどう

障
しょう

がいのある人
ひと

が入所
にゅうしょ

しているが、不適切
ふてきせつ

な身体
しんたい

拘束
こうそく

等
とう

が指摘
し て き

されており、課題
か だ い

が多
おお

い。 

 

〇 当事者
とうじしゃ

本人
ほんにん

の合意
ご う い

と了解
りょうかい

の上
うえ

で入所
にゅうしょ

し、「地域
ち い き

を作
つく

る」視点
し て ん

から「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」のある人
ひと

が地域
ち い き

に戻
もど

っていくことのできる環境
かんきょう

を作
つく

るといった、優
すぐ

れた支援
し え ん

を実践
じっせん

している民間
みんかん

施設
し せ つ

に学
まな

び、こうした支援
し え ん

の理念
り ね ん

や手法
しゅほう

を神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

に広
ひろ

げて

いくことが重要
じゅうよう

である。 

 

   ✓ 「行動障
こうどうしょう

がい」についての理解
り か い

が広
ひろ

がるよう県民
けんみん

への周知
しゅうち

に努
つと

める 

✓ 支援
し え ん

のノウハウ
の う は う

を蓄積
ちくせき

し、事例
じ れ い

検討
けんとう

や実践
じっせん

報告
ほうこく

の場
ば

を設
もう

ける 

✓ 適切
てきせつ

なアセスメント
あ せ す め ん と

とモニタリング
も に た り ん ぐ

手法
しゅほう

の確立
かくりつ

 

✓ 全
すべ

ての支援
し え ん

者
しゃ

が「強度行動障
きょうどこうどうしょう

がい」のある人
ひと

の支援
し え ん

の基礎的
き そ て き

研修
けんしゅう

を受講
じゅこう

する 

✓ より実践的
じっせんてき

で高度
こ う ど

な研修
けんしゅう

の機会
き か い

を設
もう

ける 

✓ スーパーバイズ
す ー ぱ ー ば い ず

やコンサルテーション
こ ん さ る て ー し ょ ん

の機会
き か い

を設
もう

け、支援
し え ん

の評価
ひょうか

を適切
てきせつ

に行
おこな

う

とともに、支援者
しえんしゃ

が燃
も

え尽
つ

きないようにサポート
さ ぽ ー と

する 

✓ 居宅
きょたく

サービス
さ ー び す

等
とう

を活用
かつよう

した地域
ち い き

生活
せいかつ

のためのモデル
も で る

的
てき

な取組
と り く

みを行
おこな

う 

✓ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の個室化
こ し つ か

、ユニット
ゆ に っ と

化
か

を進
すす

め生活
せいかつ

の質
しつ

を高
たか

める 

✓ グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

での受入
う け い

れが進
すす

むよう、住
じゅう

環境
かんきょう

と人員
じんいん

配置
は い ち

の改善
かいぜん

を図
はか

る 

✓ 適応
てきおう

障
しょう

がいにしない療育
りょういく

・教育
きょういく

の予防的
よぼうてき

な取組
と り く

みを進
すす

める 

✓ 「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」ゆえに地域
ち い き

生活
せいかつ

を続
つづ

けることが困難
こんなん

な人
ひと

の支援
し え ん

体制
たいせい

づくり 

✓ 神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

で、「行動
こうどう

障
しょう

がい」のある人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

のネットワーク
ね っ と わ ー く

を構築
こうちく

 

✓ 専門性
せんもんせい

の高
たか

い支援
し え ん

のノウハウ
の う は う

を持
も

つ事
じ

業者
ぎょうしゃ

をその拠点
きょてん

として指定
し て い

し、人材
じんざい

育成
いくせい

や施策
し さ く

の評価
ひょうか

・効果
こ う か

測定
そくてい

等
とう

を行
おこな

う 

 

 イ
い

 高齢化
こうれいか

への対応
たいおう

 

 

  〇 我
わ

が国
くに

の少子
しょうし

高齢化
こうれいか

の進展
しんてん

速度
そ く ど

はすさまじく、障
しょう

がい者
しゃ

の高齢化
こうれいか

も同時
ど う じ

に進行
しんこう

し

ていることが数値的
すうちてき

にも明
あき

らかになっており、障
しょう

がい者
しゃ

の高齢化
こうれいか

への対応
たいおう

を推進
すいしん
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することは急務
きゅうむ

である。 

 

〇 国
くに

においては、平成
へいせい

30年
ねん

に共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

を創設
そうせつ

し、介護
か い ご

サービス
さ ー び す

を障
しょう

がい者
しゃ

が利用
り よ う

しやすいようにしたほか、 障
しょう

がい者
しゃ

が介護
か い ご

老人
ろうじん

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

した際
さい

の

利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

措置
そ ち

についても併
あわ

せて創設
そうせつ

され、障
しょう

がい福祉
ふ く し

と介護
か い ご

の連携
れんけい

が強化
きょうか

されてきた。 

 

〇 しかしながら、ターミナルケア
た ー み な る け あ

が必要
ひつよう

となった場面
ば め ん

の支援
し え ん

等
とう

については、障
しょう

がい

者
しゃ

だけの課題
か だ い

ではなく、誰
だれ

もが適切
てきせつ

な対応
たいおう

を受
う

けられるようにすべきである。この

ため、障
しょう

がい者
しゃ

が高齢
こうれい

になっても、地域
ち い き

での生活
せいかつ

を維持
い じ

することができるよう、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

や訪問
ほうもん

医療
いりょう

を受
う

けやすくすることや、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の夜間
や か ん

の

看護師
か ん ご し

配置
は い ち

を強化
きょうか

することで、夜間
や か ん

の緊
きん

急時
きゅうじ

対応
たいおう

を可能
か の う

とするなどの取組
と り く

みが必要
ひつよう

である。 

 

  〇 さらに、共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

について制度
せ い ど

周知
しゅうち

を図
はか

るなどして実施事
じ っ し じ

業者
ぎょうしゃ

を増
ふ

やす

とともに、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の専門
せんもん

職
しょく

が、高齢
こうれい

の障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

のノウハウ
の う は う

を介護
か い ご

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

に対
たい

し助言
じょげん

を行
おこな

うことや、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

などの場
ば

を活用
かつよう

し

て、障
しょう

がい福祉
ふ く し

、介護
か い ご

、医療
いりょう

などの関係者
かんけいしゃ

が情報
じょうほう

交換
こうかん

、課題
か だ い

共有
きょうゆう

を行
おこな

い、高齢
こうれい

の障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する総合的
そうごうてき

な支援
し え ん

ができる体制
たいせい

を作
つく

ることが重要
じゅうよう

である。 

 

 ウ
う

 新
あら

たな課題
か だ い

への対応
たいおう

 

 

〇 医学
い が く

の進歩
し ん ぽ

を背景
はいけい

として、N I C U
えぬあいしーゆー

（新生児
しんせいじ

集 中
しゅうちゅう

治療室
ちりょうしつ

）等
など

に長期
ちょうき

入院
にゅういん

した後
あと

、

引
ひ

き続
つづ

き人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

や胃
い

ろう等
とう

を使用
し よ う

し、たんの吸引
きゅういん

等
とう

の医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が日常的
にちじょうてき

に

必要
ひつよう

な子
こ

どもたち（医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

）やその家族
か ぞ く

への支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

が高
たか

まっている。 

 

〇 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な人
ひと

とその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

は、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、保健
ほ け ん

、子育
こ そ だ

て支援
し え ん

、

教育
きょういく

等
とう

の多職種
たしょくしゅ

連携
れんけい

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であるとされおり、医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に

対
たい

する支援
し え ん

を推進
すいしん

するため、「医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

する支援
し え ん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」

が令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

に成立
せいりつ

し、同年
どうねん

９月
がつ

に施行
し こ う

されている。 

 

〇 同法
どうほう

においては、国
くに

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

の責務
せ き む

や、保育
ほ い く

及
およ

び教育
きょういく

の拡充
かくじゅう

に係
かか

る施策
し さ く

、

医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

の指定
し て い

等
とう

について定
さだ

めており、神奈川
か な が わ

においても、関係
かんけい

施策
し さ く

の推進
すいしん

が期待
き た い

される。 
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〇 また、障
しょう

がいに関連
かんれん

して、ひきこもり、孤立
こ り つ

・孤独
こ ど く

、生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

、ケアラー
け あ ら ー

、家族
か ぞ く

支援
し え ん

といった新
あら

たな課題
か だ い

への対応
たいおう

も急
いそ

がれる。こうした課題
か だ い

に対
たい

しても、市町村
しちょうそん

や

事業
じぎょう

者
しゃ

、県民
けんみん

と情報
じょうほう

を共有
きょうゆう

するとともに、連携
れんけい

を図
はか

って、解決
かいけつ

に向
む

けた取組
と り く

みを

進
すす

めていくべきである。 

 

 

（６）多様
た よ う

な価値感
か ち か ん

の取
と

り込
こ

み、持続
じ ぞ く

可能
か の う

な誰
だれ

も排
はい

除
じょ

しない社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

 

 ア
あ

 障
しょう

がい者
しゃ

アート
あ ー と

や I C T
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

活用
かつよう

の推進
すいしん

 

 

〇 文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

先進
せんしん

県
けん

を標榜
ひょうぼう

し、障
しょう

がい者
しゃ

アート（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

）の推進
すいしん

を図
はか

るべきである。 

 

〇 我
わ

が国
くに

の障
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

まり、平成
へいせい

30年
ねん

、「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、「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「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

）」においても、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

付
づ

けられてい

る。 

 

〇 いわゆる「障
しょう

がい者
しゃ

アート
あ ー と

」は現代
げんだい

アート
あ ー と

の領域
りょういき

に、剰余
じょうよ

価値
か ち

や効率
こうりつ

主義
し ゅ ぎ

とい

った既存
き そ ん

の価値観
か ち か ん

を 覆
くつがえ

すものとして強烈
きょうれつ

なインパクト
い ん ぱ く と

を与
あた

えており、「障
しょう

がい」

が、今
いま

までにない発想
はっそう

によってより良
よ

い変化
へ ん か

をもたらし、社会
しゃかい

を大
おお

きく変化
へ ん か

させる

ような新
あたら

しい価値観
か ち か ん

の創造
そうぞう

の可能性
かのうせい

を秘
ひ

めているといえる。 

 

〇 国
くに

は、各種
かくしゅ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

等
とう

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

の普及
ふきゅう

を進めており、県
けん

も、

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

を 運営
うんえい

し 、 人材
じんざい

育成
いくせい

や

ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

等
とう

を実施
じ っ し

するなど、障
しょう

がい者
しゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

の振興
しんこう

に努
つと

めてきたが、

先進地
せんしんち

では、障
しょう

がい者
しゃ

アート
あ ー と

で町
まち

おこしに取
と

り組
く

むところも現
あらわ

れている。 

 

〇 障
しょう

がい者
しゃ

の創作
そうさく

活動
かつどう

は、多
おお

くが自己
じ こ

表現
ひょうげん

の一
ひと

つとして行
おこな

われるものであり、

芸術的
げいじゅつてき

な価値
か ち

のみにとらわれずに、身近
み ぢ か

に自己
じ こ

表現
ひょうげん

を 行
おこな

う機会
き か い

や作品
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

めることを基本
き ほ ん

にしつつ、アーティスト
あ ー て ぃ す と

の発掘
はっくつ

や創作
そうせつ

した

作品
さくひん

の展示
て ん じ

の機会
き か い

を創出
そうしゅつ

する取組
と り く

みを行
おこな

ってきた「ともいきアート
あ ー と

サポート
さ ぽ ー と

事業
じぎょう

」

をさらに進
すす

め、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

の取
と

り組
く

み、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

めていくべきである。 



 

38 

 

〇 また、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 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
かい

発
はつ

されることも重要
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。県
けん

は、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
と う じ

者
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。 

 

 イ
い

 ポスト
ぽ す と

ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

 

 

〇 今後
こ ん ご

、S D G s
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
かんれん

付
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、事
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 G s
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。 

 

〇 例
たと

えば、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

（ディーセントワーク
で ぃ せ ん と 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、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

となっている。 

 

〇 こうした中
なか

、近年
きんねん

、働
はたら

き難
がた

さを抱
かか

える障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

の実現
じつげん

に向
む

けて、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、ワーカーズコレクティブ
わ ー か ー ず こ れ く て ぃ ぶ

、労働者
ろうどうしゃ

協同
きょうどう

組合
くみあい

、

労働
ろうどう

統合型
とうごうがた

社会的
しゃかいてき

企業
きぎょう

、支援
し え ん

付
つ

き中間
ちゅうかん

就労
しゅうろう

といった働
はたら

き方
かた

が注目
ちゅうもく

されている。 

 

  〇 行政
ぎょうせい

、地域
ち い き

の関係
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、障
しょう

がい当事
と う じ

者
しゃ

一人
ひ と り

ひとり

の「出番
で ば ん

」を持続的
じぞくてき

に作
つく

っていくための、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

）を立
た

ち上
あ

げるなど、障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

の場
ば

の持続的
じぞくてき

な確保
か く ほ

を目指
め ざ

すことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 また、企業
きぎょう

の障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こ よ う

の課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

け、「ジョブヘルパー
じ ょ ぶ へ る ぱ ー

」などの本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

における提言
ていげん

も踏
ふ

まえ、県
けん

関係
かんけい

部局間
ぶきょくかん

で連携
れんけい

を図
はか

るとともに、労働者
ろうどうしゃ

協同
きょうどう
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組合
くみあい

、社会的
しゃかいてき

企業
きぎょう

等
とう

について情報
じょうほう

を発信
はっしん

し、知見
ち け ん

のある公益
こうえき

団体
だんたい

の協 力
きょうりょく

を得
え

なが

ら、その起業
きぎょう

等
とう

を支援
し え ん

することも必要
ひつよう

である。 

 

 ウ
う

 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

 

 

  〇 障
しょう

がい福祉
ふ く し

を含
ふく

む社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

は、今日
こんにち

、国民
こくみん

、県民
けんみん

にとって、守
まも

るべき共有
きょうゆう

財産
ざいさん

ともいえるほど必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

なものとなっており、必要
ひつよう

な財源
ざいげん

の手当
て あ

てはしっか

りと行
おこな

いつつ、効果
こ う か

検証
けんしょう

を行
おこな

いながら、公的
こうてき

なサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

をはじめとする施策
し さ く

等
とう

の最適化
さいてきか

を図
はか

っていくべきである。 

 

 

（７）地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

したオール
お ー る

神奈川
か な が わ

の取組
と り く

み 

 

 ア
あ

 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

 

 

  〇 障
しょう

がい者
しゃ

も含
ふく

めた地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

を目指
め ざ

し、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

することを目指
め ざ

すべきである。地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

に障
しょう

がい分野
ぶ ん や

全体
ぜんたい

も加
くわ

えていくことを念頭
ねんとう

に、関係
かんけい

部局
ぶきょく

と連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を進
すす

め、各施策
かくしさく

の滑
なめ

らかな連結
れんけつ

に努
つと

める必要
ひつよう

がある。 

 

〇 「地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

」は、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
つづ

けることができる、地域
ち い き

の包括的
ほうかつてき

な支援
し え ん

・サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

」

を目指
め ざ

すものであり、国
くに

も県
けん

も、その構築
こうちく

を進
すすめ

めてきた。近年
きんねん

、障
しょう

がい分野
ぶ ん や

と関連付
かんれんづ

けが進展
しんてん

し、国
くに

の障害
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、精神障
せいしんしょう

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

が成果
せ い か

目標
もくひょう

とされた。 

 

〇 平成
へいせい

30年
ねん

から「共生
きょうせい

型
がた

サービス
さ ー び す

」が、令和
れ い わ

3年
ねん

から重層的
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

が始
はじ

まり、介護
か い ご

と他
た

分野
ぶ ん や

の一層
いっそう

の連携
れんけい

を進
すす

める公的
こうてき

な仕組
し く

みが整備
せ い び

されてきた。今後
こ ん ご

、

旧
きゅう

農
のうのう

漁村型
ぎょそんがた

のコミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

に戻
もど

ることは困難
こんなん

であり、「新
あら

たな地域
ち い き

のつながり」

が求
もと

められており、人口
じんこう

減少
げんしょう

と高齢化
こうれいか

が進
すす

み、生活
せいかつ

課題
か だ い

も複雑化
ふくざつか

、複合化
ふくごうか

していく

ことが予想
よ そ う

される中
なか

で、いわゆる 2040年
ねん

問題
もんだい

の課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けて、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

が求
もと

められている。 

 

〇 今後
こ ん ご

、市町村
しちょうそん

レベル
れ べ る

では困難
こんなん

な医療
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

るとともに、専門
せんもん

職
しょく

が配置
は い ち

されている地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターは大
おお

きな社会
しゃかい

資源
し げ ん

であ

ることに 着目
ちゃくもく

し、県
けん

は、 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

等
とう

を活用
かつよう

し、地域
ち い き

包括
ほうかつ



 

40 

 

ケアシステム
け あ し す て む

が障
しょう

がい分野
ぶ ん や

へ対象
たいしょう

を拡大
かくだい

していけるよう市町村
しちょうそん

を支援
し え ん

することが

重要
じゅうよう

である。 

 

〇 また、障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ち い き

の大切
たいせつ

な「担
にな

い手
て

」として、耕作
こうさく

放棄地
ほ う き ち

を再整備
さいせいび

したり、

移動
い ど う

商店街
しょうてんがい

を展開
てんかい

したりするなどの取組
と り く

みが広
ひろ

がっており、こうした情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

を図
はか

り、関係者
かんけいしゃ

の相互
そ う ご

の連携
れんけい

を進
すす

めることも重要
じゅうよう

な視点
し て ん

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

は地域
ち い き

の再生
さいせい

につながる取組
と り く

みであり、行政
ぎょうせい

だけでは完結
かんけつ

できない。住民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりが自分
じ ぶ ん

ごととして捉
とら

えられるよう、考
かんが

え方
かた

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

が重要
じゅうよう

であり、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、必要
ひつよう

な総合
そうごう

調整
ちょうせい

を行う必要
ひつよう

がある。「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、支援
し え ん

する、支援
し え ん

される関係
かんけい

が固定
こ て い

されないよう、障
しょう

がい福祉
ふ く し

事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、地域
ち い き

での当事
と う じ

者
しゃ

の出番
で ば ん

を創造
そうぞう

する役割
やくわり

を果
は

たすべきである。 

 

 イ
い

 自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の活性化
かっせいか

と市町村
しちょうそん

支援
し え ん

 

 

  〇 障
しょう

がい保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

毎
ごと

に自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

を設置
せ っ ち

し、その活性化
かっせいか

を図
はか

っていくべき

である。この圏域
けんいき

毎
ごと

の自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

には、県
けん

職員
しょくいん

がコミュニティワーカー
こ み ゅ に て ぃ わ ー か ー

として

しっかりと関与
か ん よ

を行い、各市町村
かくしちょうそん

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

に関
かん

し、市町村間
しちょうそんかん

で格差
か く さ

が

生
しょう

じないように、総合
そうごう

調整
ちょうせい

等
とう

の役割
やくわり

を果
は

たしていくべきである。 

 

ウ
う

 市町村
しちょうそん

支援
し え ん

 

 

市町村
しちょうそん

支援
し え ん

に関
かん

する議論
ぎ ろ ん

については、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
ろん

点
てん

）設定
せってい

１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
か

程
てい

で、以下
い か

の重要
じゅうよう

な提案
ていあん

がなされた。 

 

〇 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
し

、その他
た

が県域
けんいき

という複雑
ふくざつ

な構成
こうせい

で

あり、市町村
しちょうそん

との連携
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。県
けん

が市町村
しちょうそん

と、どこまでど

のような連携
れんけい

を行
おこな

っていくのか。「連携
れんけい

」は実体
じったい

が伴
ともな

うことが重要
じゅうよう

である。 

 

〇 市町村
しちょうそん

の時代
じ だ い

である。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

。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

だが、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、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。 
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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。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

だ。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

していくかがこれからの課題
か だ い

である。 

 

〇 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。 

 

 

 

１）本検討
ほんけんとう

委員会
いいんかい

の中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

以降
い こ う

の議論
ぎ ろ ん

に際
さい

しての論点
ろんてん

設定
せってい

の考
かんが

え方
かた

については、14 頁
ぺーじ

を参照
さんしょう

されたい。 

 

 

  


