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福祉部障害福祉課

神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例
～ともに生きる社会を目指して～
に基づく基本計画について
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①計画の構成

②新たな計画の特徴

③計画完成に向けての意見整理と反映の状況

・県独自の目標設定等の一例

・施策審議会委員からの意見（反映状況）

・パブリックコメント（結果報告、反映状況）

・新たな試み

・総論、各論、資料

資料の構成

・当時者部会報告（第１回開催結果、委員意見の反映状況）

資料３は、大きく分けて以下①～③の３つに整理しています。
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計画の構成 （ 「総論」、「各論」、「資料」 ）

Ⅱ 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み

３. 安心して暮らせる地域づくり

４. 地域生活を支える福祉・医療体制づくり

Ⅰ すべての人のいのちを大切にする取組み

１. すべての人の権利を守るしくみづくり

２. ともに生きる社会を支える人づくり

Ⅲ 障害者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、

いかなる偏見や差別も排除する取組み

５. 社会参加を促進するための環境づくり

６. 雇用・就業、経済的自立の支援に関するしくみづくり

Ⅳ 地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み

７. ともに生きるための意識づくり

８. ともに育つための教育の振興

９. ともに楽しむための文化・芸術及びスポーツ活動等の振興

「当事者目線の障害福祉に至った経緯」や、「当事者目線とは何か」、「ともに生きる社会とは何か」 など

3資 料 県の取組みの実績値・目標値、専門用語解説や障害福祉に関する各種マーク、計画策定の経過 など
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Ⅰ すべての人のいのちを大切にする取組み ・・・大柱

（１）権利擁護の推進、虐待の防止 ・・・小柱

（２）障害を理由とする差別の解消の推進

（１）障害福祉を支える人材の確保・育成

（２）保健・医療を支える人材の確保・育成

（３）意思決定支援の推進

１. すべての人の権利を守るしくみづくり ・・・中柱

２. ともに生きる社会を支える人づくり

・障害者虐待防止（精神病院含む）、身体拘束ゼロへの取組み

・障害当事者の参画による権利擁護の取組み推進 等

・障害を理由とする差別の解消

・差別に関する紛争の解決に向けたあっせん等の調整

を行う機関の設置 等

・意思決定支援ガイドラインの普及、啓発

・施設職員や成年後見人などへの意思決定支援の研修 等

・障害福祉サービス従事者、サービス提供人材等の養成、確保

・大学生、企業転職者、高齢者等をターゲットにした取組の推進

・ピアサポーターの育成、ボランティア活動の推進 等

・医療従事者等の養成と人材確保

・保健所（保健センター）等の職員の育成

・発達障害の診療・支援ができる医師の養成 等

【主な数値目標】

・虐待に関する弁護士による法的な助言回数 等

【主な数値目標】

・県民ニーズ調査において「障がいを理由とする差別や偏見があると思う」と

回答する方の割合

・障害者差別解消支援地域協議会を設置した市町村数 等

【主な数値目標】

・意思決定支援研修の累計受講者数

【主な数値目標】

・グループホームの職員に対して支援技術や人権意識の向上を図る研修の

修了者数

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修の累計修了者数 等

【主な数値目標】

・重症心身障害児者施設等の看護師を対象とした専門的研修の修了者数

・看護学生や看護師等を対象とした福祉現場における看護に関する普及啓発

研修の修了者数 等 4
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Ⅱ 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み(1/2)

（１）相談支援体制の構築

（２）地域生活移行支援等の充実

３. 安心して暮らせる地域づくり

・身近な地域における相談支援体制の構築

・基幹相談支援センターの設置促進

・自立支援協議会の活性化

・難病患者・盲ろう者等への支援体制の整備 等

・グループホームの整備、助言や指導

・地域生活移行の不安解消のための取組、体験利用等の促進

地域生活移行スペシャリスト、エキスパートによる取組

民間提案事業、地域生活移行チャレンジ事業

・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム

・精神障害者の地域生活移行の支援強化

・精神障害者を支援するピア活動の推進と普及啓発

・県立障害者支援施設の取組

・措置入院者の退院後支援 等

【主な数値目標】

・相談支援事業所における相談支援専門員の実人数

・相談支援事業の累計利用者数

・相談支援従事者研修の累計修了者数

・ピアサポートの活動への参加人数 等

【主な数値目標】

・地域生活移行者数

・施設入所者数の減少数 等
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Ⅱ 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み(2/2)

（２）地域における支援体制の整備

（１）障害福祉サービス等の整備・充実と質の向上

（３）保健・医療施策の推進

（５）障害当事者やその家族等への支援の充実

（６）支援者の負担軽減に向けた取組みの推進

（４）障害のある子どもへの支援の充実

・在宅サービスや自立訓練サービス、日常生活支援の充実

・事業所間連携の促進や、処遇改善への取組み 等

４. 地域生活を支える福祉・医療体制づくり

・障害者支援施設における地域生活支援機能の強化

・障害者自立支援協議会の活性化

・地域ネットワークづくり・社会福祉連携推進法人の取組 等

・障害や疾病の早期発見と早期療育、障害者の医療、未病改善

・在宅医療の充実、難病患者等への支援体制の構築 等

・地域における療育支援体制の構築

・医療的ケア児支援、過齢児の円滑なサービス移行

・聴覚障害児の早期支援体制 等

・地域における切れ目ない家族支援の充実

・ケアラーへの支援 等

・ロボット技術やＩＣＴ機器等の導入促進

・生活支援ロボット等の研究開発の促進 等

【主な数値目標】

・障害福祉サービス報酬の「処遇改善加算」の届出をする事業所施設の割合

・県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者

等に対する指導監査結果を関係自治体と共有する回数 等

【主な数値目標】

・地域生活支援拠点等を整備し、コーディネーター等の配置、支援ネット

ワークなどによる効果的な支援体制及び緊急時連絡体制の構築を進めると

ともに、年１回以上運用状況を検証及び検討する市町村数 等

【主な数値目標】

・精神病床における入院需要

・難病医療協力病院の設置数 等

【主な数値目標】

・医療的ケア児在宅レスパイト支援事業を実施する市町村数

・児童発達支援を行う事業所数

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修の累計修了者数 等

【主な数値目標】

・障害児等メディカルショートステイの利用件数

・重症心身障害児者への一人当たりの平均支援回数 等

【主な数値目標】

・補助事業を活用してロボットやＩＣＴを導入した事業所等の数
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Ⅲ 障害者の社会参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見も排除する取組み(1/2)

（１）誰もが住みやすいまちづくりの推進

（４）デジタル技術を活用した障害支援の充実

（２）意思疎通支援の充実

（５）防災及び災害発生時の対策推進

（６）犯罪被害や消費者トラブルの防止と

被害者支援の充実

（３）行政情報等のアクセシビリティ（利便性）の向上

・バリアフリーまちづくりに向けた普及啓発

・公共施設や交通機関のバリアフリー化

・障害者の入居促進支援 等

・県窓口における合理的配慮の徹底や、県公報の利便性の向上

・障害者の投票機会の確保、投票所のバリアフリー化 等

・手話や電話リレーサービスの普及

・ライトセンターや聴覚障害者福祉センター、

盲ろう者支援センター等における情報提供の充実 等

・ＩＣＴを始めとする新たな技術の利活用

・メタバース（仮想空間）を活用した繋がりの創出 等

５. 社会参加を促進するための環境づくり

・防災と福祉の連携による地域防災計画等の作成

・災害発生時の要配慮者への支援 等

・警察職員の障害理解の促進

・消費者教育の推進、見守りネットワークの構築 等

【主な数値目標】

・「ヘルプマーク」の認知度

・視覚障害者用付加装置（バリアフリー対応型信号機）等の整備数 等

【主な数値目標】

・手話講習会の累計実施事業所

・電話リレーサービスの累計登録件数

・ライトセンターの図書増加数 等

【主な数値目標】

・公的機関のウェブサイトの情報アクセシビリティに関する

JIS規格への準拠率

・障害への理解についての県職員に対する研修の受講者数 等

【主な数値目標】

・かながわ障害者ＩＴ支援ネットワークへの投稿記事数 等

【主な数値目標】

・検討中

【主な数値目標】

・障害者及び障害者を見守る人向けの消費者教育に関する講座等

の開催数 等

しょうがいしゃ しゃかいさんか さまた かべ へんけん はいじょ とりく

しゃかいさんか そくしん かんきょう

だれ す すいしん

はんざい ひがい しょうひしゃ ぼうし

ぼうさい およ さいがい はっせい じ たいさくすいしん

ぎじゅつ かつよう しょうがいしえん じゅうじつ

ぎょうせいじょうほうとう りべんせい こうじょう

いしそつうしえん じゅうじつ

ひ が いしゃし えん じゅうじつ

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

にんちど

しかくしょうがいしゃようふかそうち たいおうがたしんごうき とう せいびすう とう

しゅわこうしゅうかい

でんわ るいけいとうろくけんすう

としょ ぞうか すう とう

こうてききかん じょうほう かん

きかく じゅんきょりつ

しょうがい りかい けんしょくいん たい けんしゅう じゅこうしゃすう とう

けんとうちゅう

しょうがいしゃおよ しょうがいしゃ みまも ひとむ しょうひしゃきょういく かん こうざとう

かいさいすう とう

しょうがいしゃ にゅうきょそくしんしえん とう

こうしょうしせつ こうつうきかん か

む ふきゅうけいはつ

もう しゃ しえん とう じょうほうていきょう じゅうじつ とう

ちょうかくしょうがいしゃふくし

しゅわ でんわ ふきゅう

しょうがいしゃ とうひょうきかい かくほ とうひょうじょ か とう

けんまどぐち ごうりてき はいりょ てってい けんこうほう りべんせい こうじょう

かそう くうかん かつよう つな そうしゅつ とう

はじ あら ぎじゅつ りかつよう

ぼうさい ふくし れんけい ちいき ぼうさい けいかくとう さくせい

さいがい はっせいじ ようはいりょしゃ しえん とう

けいさつしょくいん しょうがい りかい そくしん

しょうひしゃきょういく すいしん みまも こうちく とう

しょうがいしゃ しえん とうこうきじすう とう



8

Ⅲ 障害者の社会参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見も排除する取組み(2/2)

（１）就労支援の充実

（２）障害者雇用の促進

６. 雇用・就業、経済的自立の支援に関するしくみづくり

・就労から職場定着までの一貫した支援の実施

・障害の特性に応じた職場訓練等の実施

・介護の仕事の理解促進 等

・一般就労及び定着支援の強化

・法定雇用率の達成に向けた取組みの充実

・農福連携の取組の推進

・短期雇用体験の支援 等

【主な数値目標】

・障害者の委託訓練修了者における就職率

・障害者職業能力開発校の修了者における就職率 等

【主な数値目標】

・障害者就労施設等からの物品等の調達実績額

・県における障害者の雇用率 等

しょうがいしゃ しゃかいさんか さまた かべ へんけん はいじょ とりく

こよう しゅうぎょう けいざいてき じりつ しえん かん

しゅうろうしえん じゅうじつ

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

しょうがいしゃ こよう そくしん

しゅうろう しょくばていちゃく いっかん しえん じっし

しょうがい とくせい おう しょくばくんれんとう じっし

かいご しごと りかいそくしん とう

たんき こよう たいけん しえん とう

いっぱんしゅうろうおよ ていちゃくしえん きょうか

ほうていこようりつ たっせい む とりく じゅうじつ

のうふくれんけい とりくみ すいしん

しょうがいしゃしゅうろうしせつとう ぶっぴんとう ちょうたつじっせきがく

けん しょうがいしゃ こようりつ とう

しょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう しゅうりょうしゃ しゅうしょくりつ とう

しょうがいしゃ いたくくんれんしゅうりょうしゃ しゅうしょくりつ
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Ⅳ 地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み(1/2)

（１）当事者目線の障害福祉の理念の普及・啓発

（２）障害の理解と差別解消の促進

（３）障害者主体の活動等の促進

（１）教育環境の整備

（２）インクルーシブ教育の推進

７．ともに生きるための意識づくり

・憲章（条例）の普及啓発、障害者理解の促進

・共生の場の創出 等

・地域住民への障害の理解促進

・障害の理解の促進 等

・政策立案過程における障害者参加の推進

・ピア活動の推進 等

８. ともに育つための教育の振興

・すべての学校における特別支援教育の体制整備、専門性の向上

・障害児等の実態把握、調査研究

・入試や授業等における配慮

・地域で子どもの成長を支える取組みの推進、生涯学習の取組等

・適切な指導や支援、学習機会の確保に向けた取組み

・多様な学び場のしくみづくり

・校内支援体制の構築 等

【主な数値目標】

・ともに生きる社会かながわ憲章の認知度

・障害者理解のための企業向け講座の累計受講者数 等

【主な数値目標】

・「ヘルプマーク」の認知度（再）

・難病医療協力病院の設置数（再） 等

【主な数値目標】

・障害者が参加している県の審議会等の会議数 等

【主な数値目標】

・個別の指導計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の指導計画

が作成されている学校の割合 等

【主な数値目標】

・高等学校において通級による指導を受けている児童、生徒数 等

ちいききょうせいしゃかい じつげん む けんみんそう とりく

そだ きょういく しんこう

い いしき

とうじしゃ めせん しょうがいふくし りねん ふきゅう けいはつ

きょうせい ば そうしゅつ とう

けんしょう じょうれい ふきゅうけいはつ しょうがいしゃ りかい そくしん

しょうがい りかい さべつかいしょう そくしん

しょうがいしゃしゅたい かつどうとう そくしん

かつどう すいしん とう

せいさく りつあん かてい しょうがいしゃ さんか すいしん

しょうがい りかい そくしん とう

ちいきじゅうみん しょうがい りかいそくしん

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

い しゃかい けんしょう にんちど

しょうがいしゃりかい きぎょうむ こうざ るいけいじゅこうしゃすう とう

にんちど さい

なんびょういりょうきょうりょくびょういん せっちすう さい とう

しょうがいしゃ さんか けん しんぎかいとう かいぎすう とう

こべつ しどうけいかく さくせい ひつよう じどうとう じっさい こべつ しどうけいかく

さくせい がっこう わりあい とう

こうとうがっこう つうきゅう しどう う じどう せいとすう とう

きょういく すいしん

きょういくかんきょう せいび

こうないしえんたいせい こうちく とう

たよう まな ば

てきせつ しどう しえん がくしゅうきかい かくほ む とりく

ちいき こ せいちょう ささ とりく すいしん しょうがいがくしゅう とりくみ とう

にゅうし じゅぎょうとう はいりょ

しょうがいじとう じったい はあく ちょうさけんきゅう

がっこう とくべつしえんきょういく たいせいせいび せんもんせい こうじょう
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Ⅳ 地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み(2/2)

（１）文化芸術及び余暇活動等の取組みの推進

（２）スポーツ活動等の取組みの推進

９. ともに楽しむための文化・芸術及びスポーツ活動等の振興

・障害者の創作活動の支援

・障害者等の文化芸術活動の普及

・県立の図書館における障害者のニーズを踏まえた配慮

・福祉バスの運行による外出の支援 等

・障害者スポーツを支える人材の養成

・誰もが障害者スポーツに親しめる機会の提供

・アスリートの育成強化 等

【主な数値目標】

・年齢や障害の程度、種別などにかかわらず、すべての人が舞台芸術に参加し

楽しめる共生共創事業の参加者の満足度 等

【主な数値目標】

・神奈川県障害者スポーツサポーターの累計養成者数 等

ちいききょうせいしゃかい じつげん む けんみんそう とりく

たの ぶんか げいじゅつおよ かつどう とう しんこう

ぶんかげいじゅつ およ よ か かつどうとう とりく すいしん

しょうがいしゃ そうさくかつどう しえん

しょうがいしゃとう ぶんかげいじゅつかつどう ふきゅう

けんりつ としょかん しょうがいしゃ ふ はいりょ

ふくし うんこう がいしゅつ しえん とう

かつどうとう とりく すいしん

しょうがいしゃ ささ じんざい ようせい

だれ しょうがいしゃ した きかい ていきょう

いくせいきょうか とう

おも すうちもくひょう

おも すうちもくひょう

かながわけん しょうがいしゃ るいけいようせいしゃすう とう

ねんれい しょうがい ていど しゅべつ ひと ぶたいげいじゅつ さんか

たの きょうせいきょうそうじぎょう さんかしゃ まんぞくど とう
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主な新規事業

７１０３ 共生の場の創出

➤ 「インクルーシブビーチクリーン（コラムあり）」など、共に活動する機会を創出し、共生社会を体感できる場を創出する

➤ 市民農園（農業体験農園）に多世代、多属性の方の交流・参加の場を作り、農福連携を通じた共生社会の意識を高める

3206 精神障害者を支援するピア活動の推進と普及啓発

➤ 医療保護入院した入院患者等に対して、訪問支援員が精神科病院を訪問し、入院患者の不安や気持ちを傾聴する

➤ 入院患者の地域生活移行を促進するため、ピア（当事者）サポーターが病院訪問し、退院意欲喚起を行う

４２０６ 地域間の障害福祉サービスにおける格差の均衡

➤ 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費の補助を行う

７１０１ 憲章・条例の普及啓発

➤ 憲章及び条例の理念の普及を目的としたフォーラムを開催し、当事者目線の障害福祉を推進する

２１０４ ピアサポート等の拡充

➤ 多様な障害種別のピア（当事者）サポーター及びピアサポーターの活用を理解した障害福祉サービス事業所等の

管理者の養成を目的とする研修を実施

このほか、「地域生活移行スペシャリストの養成」や「重度障害者を受け入れたグループホームへの補助」、

「県立施設における福祉に関する科学的な研究」や「医療アクセスに関する問題の検討」等に係る事業がある。

おも しんき じぎょう

とう かくじゅう

たよう しょうがいしゅべつ とうじしゃ およ かつよう りかい しょうがいふくし じぎょうしょとう

せいしんしょうがいしゃ しえん かつどう すいしん ふきゅうけいはつ

いりょう ほご にゅういん にゅういんかんじゃとう たい ほうもんしえんいん せいしんかびょういん ほうもん にゅういんかんじゃ ふあん きも けいちょう

にゅういんかんじゃ ちいきせいかつ いこう そくしん とうじしゃ びょういんほうもん たいいんいよくかんき おこな

ちいきかん しょうがいふくし かくさ きんこう

じゅうどほうもんかいご とう りようそくしん かか しちょうそんしえんじぎょうひ ほじょ おこ

けんしょう じょうれい ふきゅうけいはつ

けんしょうおよ じょうれい りねん ふきゅう もくてき かいさい とうじしゃ めせん しょうがいふくし すいしん

きょうせい ば そうしゅつ

とも かつどう きかい そうしゅつ きょうせいしゃかい たいかん ば そうしゅつ

しみんのうえん のうぎょうちけんのうえん たせだい たぞくせい かた こうりゅうさんか ば つく のうふくれんけい つう きょうせいしゃかい いしき たか

ちいきせいかつ いこう ようせい じゅうどしょうがいしゃ う い ほじょ

けんりつしせつ ふくし かん かがくてき けんきゅう いりょう かん もんだい けんとう とう かか じぎょう
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（３）地域共生社会の実現に向けて、みんなで考え、悩み、育てる計画となる

〇 いわゆる「福祉分野」だけでなく、「あらゆる分野」が障害を意識し、自分事として考えながら、

一体となって、当事者目線による施策を検討し、計画を策定した。

〇 これまで以上に障害当事者や障害者を支える家族、支援者等の声をこれからの施策に反映するため、

計画に様々な声を直接掲載するほか、障害当事者の参加（参画）を推進し、「障害当事者部会」など、

障害当事者の声が届く体制をつくり、計画推進・評価を通じて、みんなで悩み、育てる計画とした。

（１）県の障害福祉に関する施策を網羅した唯一の計画となる

〇 これまで県の障害福祉に係る計画は、「障害者計画」と「障害福祉計画」の２つが策定されており、

内容も一部で重複していることから、県民から「わかりにくい」との声が多くあった。

これらの計画を一本化し、県が策定する障害福祉に関する唯一の計画とした。

〇 支援者目線と当事者目線の違いの一例をイメージ図として掲載したほか、各分野ごとに「神奈川県

当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」に該当する条文を示すなど、

条例を推進する計画とした。

（２）条例に基づく基本計画として、当事者目線の障害福祉を推進する計画となる

あら けいかく とくちょう あら こころ

けん しょうがい ふくし かん しさく もうら ゆいいつ けいかく

けん しょうがいふくし かか けいかく しょうがいしゃけいかく しょうがいふくしけいかく さくてい

ないよう いちぶ じゅうふく けんみん こえ おお

けいかく いっぽんか けん さくてい しょうがいふくし かん ゆいいつ けいかく

じょうれい もと きほん けいかく とうじしゃ めせん しょうがいふくし すいしん けいかく

しえんしゃめせん とうじしゃ めせん ちが いちれい ず けいさい かくぶんや かながわけん

とうじしゃめせん しょうがいふくしすいしんじょうれい い しゃかい めざ がいとう じょうぶん しめ

じょうれい すいしん けいかく

ちいき きょうせい しゃかい じつげん む かんが なや そだ けいかく

ふくしぶんや ぶんや しょうがい いしき じぶんごと かんが

いったい とうじしゃ めせん しさく けんとう けいかく さくてい

いじょう しょうがいとうじしゃ しょうがいしゃ

けいかく さまざま こえ ちょくせつけいさい しょうがいとうじしゃ さんか さんかく すいしん しょうがいとうじしゃぶかい

しょうがいとうじしゃ こえ とど たいせい けいかくすいしん ひょうか つう なや そだ けいかく



新たな計画の特徴①「新たな試み」
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（６）障害福祉施策の各分野にコラムを作成し、読みやすい計画となる

〇 一般的に計画は、法律や条例により策定することが定められており、施策を計画的に推進する役割

や、法律や条例に明記された業務の円滑な実施に資する役割がある。その役割の他に、県の考え方

や理念を県民に伝える役割や、県民から意見を聞き、今後の施策に生かしていく役割があると強く

認識し、各分野にコラムを作成するなど、読みやすい計画とした。

（５）障害福祉施策の各分野における現状と課題を整理した計画となる
〇 これまで県の障害福祉に係る計画は、障害者の地域生活を支える障害福祉サービス等の提供体制を

計画的に確保するための「障害福祉計画」のみ現状と課題を整理していたが、教育や文化活動も

含めた障害福祉施策の各分野における現状と課題を整理し、取組みの推進につなげる計画とした。

〇 いわゆる３障害（知的障害、身体障害、精神障害）に対象を定めた計画としてではなく、例えば、

発達障害や医療的ケアが必要な重度障害等の児童に係る障害、強度行動障害、高次脳機能障害、

重複障害や一部難病など、あらゆる障害を対象として、取組みを推進する計画とした。

（４）あらゆる障害に関しての施策を推進するための計画となる

あら けいかく とくちょう あら こころ

しょうがい かん しさく すいしん けいかく

しょうがい ちてきしょうがい しんたいしょうがい せいしんしょうがい たいしょう さだ けいかく たと

はったつしょうがい いりょうてき ひつよう じゅうどしょうがいとう じどう かか しょうがい きょうどこうどうしょうがい こうじのうきのうしょうがい

じゅうふくしょうがい いちぶなんびょう しょうがい たいしょう とりく すいしん けいかく

しょうがい ふくし しさく かくぶんや げんじょう かだい せいり けいかく

けん しょうがいふくし かか けいかく しょうがいしゃ ちいきせいかつ ささ しょうがいふくし とう ていきょうたいせい

けいかくてき かくほ しょうがいふくしけいかく げんじょう かだい せいり きょういく ぶんかかつどう

ふく しょうがいふくししさく かくぶんや げんじょう かだい せいり とりく すいしん けいかく

しょうがい ふくし しさく かくぶんや さくせい よ けいかく

いっぱんてき けいかく ほうりつ じょうれい さくてい さだ しさく けいかくてき すいしん やくわり

ほうりつ じょうれい めいき ぎょうむ えんかつ じっし し やくわり やくわり ほか けん かんが かた

りねん けんみん つた やくわり けんみん いけん き こんご しさく い やくわり つよ

にんしき かくぶんや さくせい よ けいかく



新たな計画の特徴②「県独自の目標設定等の一例」
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（３）相談支援専門員による障害サービス等利用計画等作成率を目標設定

〇 介護職員の処遇改善を目的とした介護職員処遇改善加算について、障害福祉サービス事業者等による

新規取得及び上位区分への変更等、労働環境の整備に関する取組を一層促進するため、県独自に障害

福祉サービス報酬の「処遇改善加算」の届出をする事業所等の割合を目標設定した。

（２）障害福祉サービス報酬の「処遇改善加算」の届出をする事業所等の割合を目標設定

〇 障害者が計画相談支援を利用できず、自ら「セルフプラン」を作成せざるを得ない状況が続いており、

神奈川県は全国的にもセルフプラン率が高止まりしていることから、相談支援専門員を増やす施策等

を推進していくため、県独自に相談支援専門員による障害サービス等利用計画等作成率を目標設定した。

（１）地域生活移行者数において県立施設の目標を反映
〇 国の基本指針では令和元年度末時点の施設入所者の６％が地域生活に移行するよう目標設定すること

が求められている。県内市町村における目標値の合計は約６％であるが、県が「当事者目線の支援」

を実施し、県立施設を「通過型施設」とすること等により、各県立施設の目標値を県独自に反映させ、

県全体で約10％の目標として設定した。

あら けいかく とくちょう けん どくじ もくひょうせっていとう いちれい

ちいきせいかついこうしゃすう けんりつしせつ もくひょう はんえい

くに きほんししん れいわがんねんどまつじてん しせつにゅうしょしゃすう ちいきせいかつ いこう もくひょうせってい

もと けんないしちょうそん もくひょうち ごうけい やく けん とうじしゃめせん しえん

じっし けんりつしせつ つうかがたしせつ など かく けんりつしせつ もくひょうち けんどくじ はんえい

けんぜんたい やく もくひょう せってい

そうだんしえんせんもんいん しょうがい とう りようけいかくとう さくせいりつ もくひょうせってい

しょうがいふくし ほうしゅう しょぐうかいぜんかさん とどけで じぎょうしょとう わりあい もくひょうせってい

かいごしょくいん しょぐうかいぜん もくてき かいごしょくいんしょぐうかいぜんかさん しょうがいふくし じぎょうしゃとう

しんきしゅとく およ じょういくぶん へんこうとう ろうどうかんきょう せいび かん とりくみ いっそうそくしん けんどくじ しょうがい

ふくし ほうしゅう しょぐうかいぜんかさん とどけで じぎょうしょとう わりあい もくひょうせってい

しょうがいしゃ けいかくそうだんしえん りよう みずか さくせい え じょうきょう つづ

かながわけん ぜんこくてき りつ たかど そうだんしえんせんもんいん ふ しさくとう

すいしん けんどくじ そうだんしえんせんもんいん しょうがい とう りようけいかくとう さくせいりつ もくひょうせってい



新たな計画の特徴②「県独自の目標設定等の一例」
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（６）ともに生きる社会かながわ憲章の認知度を目標設定

〇 県独自に、医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児者等とその介護を担う家族等が、地域で安心

して生活するため、県所管域の中核的な小児医療機関等の協力を得て、短期入院（メディカルショート

ステイ）により、対象児者の一時的な生活の場を確保する事業を実施していることから、障害児等メデ

ィカルショートステイの利用件数を目標設定した。

（５）障害児等メディカルショートステイの利用件数を目標設定

〇 「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念を発信し、ともに生きる社会の実現に向け、共感を広げて

いく取組みを強化していることから、ともに生きる社会かながわ憲章の認知度を目標設定した。

（４）医療的ケア児在宅レスパイト支援事業を実施する市町村数を目標設定
〇 県独自に、在宅で生活する医療的ケア児等の介護を行う家族の一時休息（レスパイト）のために、家族

に代わって介助等を行う看護師等の訪問支援を実施する市町村に対し経費の一部を補助する事業を実施

していることから、医療的ケア児在宅レスパイト支援事業を実施する市町村数を目標設定した。

あら けいかく とくちょう けん どくじ もくひょうせっていとう いちれい

いりょうてき じ ざいたく しえんじぎょう じっし しちょうそんとう もくひょうせってい

しょうがいじとう りようけんすう もくひょうせってい

い しゃかい けんしょう にんちど もくひょうせってい

けんどくじ ざいたく せいかつ いりょうてき じ とう かいご おこな かぞく いちじきゅうそく かぞく

か かいじょとう おこな かんごしとう ほうもんしえん じっし しちょうそん たい けいひ いちぶ ほじょ じぎょう じっし

いりょうてき じ ざいたく しえんじぎょう じっし しちょうそんすう もくひょうせってい

けんどくじ いりょうてき ひつよう ざいたく じゅうしょうしんしんしょうがいじしゃとう かいご にな かぞくとう ちいき あんしん

せいかつ けんしょかんいき ちゅうかくてき しょうにいりょうきかんとう きょうりょく え たんきにゅういん

たいしょうじしゃ いちじてき せいかつ ば かくほ じぎょう じっし しょうがいじとう

りようけんすう もくひょうせってい

い しゃかい けんしょう りねん はっしん い しゃかい じつげん む きょうかん ひろ

とりく きょうか い しゃかい けんしょう にんちど もくひょうせってい



計画完成に向けての意見整理と反映の状況
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パブリックコメント

団体ヒアリング

〇 実施期間：令和５年10月19日～11月24日

〇 概ね300件の意見が集まった。反映可能な意見を整理し、庁内各所属へ確認中。

障害者施策審議会

〇 実施期間：第１回（Ｒ４．２～）、第２回（Ｒ５．１１～）

〇 当事者及び家族団体へ、直接ヒアリングを実施し、計画策定に向けた意見を聴取した。

〇 開催日：第３７回（Ｒ５．６）、第３８回（Ｒ５．９）、第３９回（Ｒ５.１１）、第４０回（Ｒ６．２）

〇 ４名の障害当事者を含めた20名の委員が、計画策定に向けて審議を行っている。

〇 新たに障害当事者部会を設置

〇 実施期間（Ｒ５．１２～Ｒ６．１）

〇 政令中核市ほか、６圏域各々と個別に実施。県計画の全域での推進意識を共有した。

市町村圏域調整会議

意見

聴取

意見

整理

意見

反映

審議継続中

反映作業中

反映作業中

調整完了

けいかくかんせい む いけんせいり はんえい じょうきょう

けいぞくしんぎちゅう

はんえいさぎょうちゅう

ちょうせいかんりょう

はんえいさぎょうちゅう

し ょ う が い し ゃ せ さ く し ん ぎ か い

だ ん た い

かいさいび だい かい だい かい だい かい だい かい

しょうがいとうじしゃ ふく めい いいん けいかくさくてい む しんぎ おこな

あらた しょうがいとうじしゃぶかい せっち

じっしきかん だい かい だい かい

とうじしゃ およ かぞくだんたい ちょくせつ じっし けいかくさくてい む いけん ちょうしゅ

し ち ょ う そ ん け い い き ち ょ う せ い か い ぎ

じっしきかん れいわ ねん がつ にち がつ にち

おおむね けん いけん あつ はんえいかのう いけん せいり ちょうないかくしょぞくへ かくにんちゅう

じっしきかん

せいれいちゅうかくし けんいき おのおの こべつ じっし けんけいかく ぜんいき すいしんいしき きょうゆう

い け ん

ちょうしゅ

い け ん

い け ん

せ い り

は ん え い
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パブリックコメントの結果

主な意見
意見内容の内訳（速報値） 件数

１
総論

「計画策定の背景や推進・評価の体制、県内の障害者を取り巻く状況等」

に関する意見

３９

２ 各論（分野別施策の基本的方向）

「大柱Ⅰ．すべての人のいのちを大切にする取組み」に関する意見
５４

３
各論（分野別施策の基本的方向）

「大柱Ⅱ．誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み」に関する

意見

６０

４
各論（分野別施策の基本的方向）

「大柱Ⅲ．障害者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する

取組み」

に関する意見

５３

５ 各論（分野別施策の基本的方向）

「大柱Ⅳ．地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」に関する意見
４８

６
資料（各数値について）

県が定める数値目標、国の基本指針に基づく成果目標・活動指標、地域生活支援事

業・障害福祉サービスの見込量）など
７

７ その他

条例全般に関する意見など
３６

提出された意見の件数 ： ２９７件

〇困った時、気軽に相談できる窓口を増やしてほしい。

〇少しずつだが、生活しやすく、移動しやすいまちづくり

が進んでいる。「地域で支え合う」という考えを基本に

取組みを進めてほしい。

〇地域によって、医療や福祉の体制には大きな差がある。

どこに住んでも、安心して生活が送れるように、県が

率先して取組みを進める必要があるのではないか。

〇福祉業界も分析や評価が必要。アウトリーチで、生活

のしづらさを早い段階でキャッチ出来ると良い。

〇障害の原因を「人の体にある」と考えないでほしい。

社会のあり方で、多くの障害は無くしていける。

そのことをしっかりと広めていくことが大切。

け っ か

ていしゅつ いけん けんすう けん

おも いけん

こま とき きがる そうだん まどぐち ふ

すこ せいかつ いどう

すす ちいき ささ あ かんが きほん

とりく すす

ちいき いりょう ふくし たいせい おお さ

す あんしん せいかつ おく けん

そっせん とりく すす ひつよう

しょうがい げんいん ひと からだ かんが

しゃかい かた おお しょうがい な

ひろ たいせつ

ふくしぎょうかい ぶんせき ひょうか ひつよう せいかつ

はや だんかい でき よ

い け ん ない よ う うちわけ そ く ほ う ち けんすう

けいかくさくてい はいけい すいしん ひょうか たいせい けんない しょがいしゃ と ま じょうきょうとう

かん いけん

そうろん

かくろん ぶんやべつせさく きほんてきほうこう

おおばしら ひと たいせつ とりく かん いけん

かくろん ぶんやべつせさく きほんてきほうこう

おおばしら だれ ひと く ちいきしゃかい じつげん とりく かん

いけん

かくろん ぶんやべつせさく きほんてきほうこう

かくろん ぶんやべつせさく きほんてきほうこう

おおばしら しょうがいしゃ しゃかい さんか さまた かべ へんけん さべつ はいじょ

とりく

かん いけん

おおばしら ちいききょうせいしゃかい じつげん む けんみんそう とりく かん いけん

しりょう かくすうち

けん さだ すうちもくひょう くに きほんししん もと せいかもくひょう かつどうしひょう ちいきせいかつしんじ

ぎょう しょうがいふくし みこみりょう

た

じょうれいぜんぱん かん いけん



障害当事者からの意見の反映 ※団体ヒアリングを含む
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「当事者が活動の主体となることを進めるための

項目を計画に入れてほしい」

「精神障害の施策は、他の障害に比べて遅れている。

現場を知り、当事者の声をしっかりと反映させてほしい」

「障害者のために行政が作る計画ではなく、

当事者が何を求めているかを反映させた計画にしてほしい」

・ 障害者施策審議会や障害当事者団体ヒア

リングにより、当事者の意見を計画に反映。

・ 障害当事者部会を設置し、意見を聴取。

・ 「当事者主体の活動の推進」の項目を

新たに追加。

計画本体
「現状と課題」や「取組みの方向性」に追記するほか、意見の一部を記載。

とうじしゃ なに もと はんえい けいかく

・ 関係団体へのヒアリングを実施。

・ 相談・就労、住宅確保など、様々な分野の

施策を計画に位置づけ。

各取組みに反映

＋

意見自体を掲載

しょうがい とうじしゃ いけん はんえい だんたい ふく

げんじょう かだい とりく ほうこうせい ついき いけん いちぶ きさい

しょうがいしゃ ぎょうせい つく けいかく

しょうがいしゃしさくしんぎかい しょうがいとうじしゃだんたい

とうじしゃ いけん けいかく はんえい

しょうがいとうじしゃぶかい せっち いけん ちょうしゅ

とうじしゃ かつどう しゅたい すす

こうもく けいかく い

とうじしゃしゅたい かつどう すいしん こうもく

あら ついか

せいしんしょうがい しさく た しょうがい くら おく

げんば し とうじしゃ こえ はんえい

かんけいだんたい じっし

しさく けいかく いち

そうだん しゅうろう じゅうたくかくほ さまざま ぶんや

かくとりく はんえい

いけんじたい けいさい

けいかく ほんたい



委員意見の反映の一例①
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「差別解消に係る相談窓口の設置について、条例に合わせて“あっせん”という

言葉を明記しながら、具体的な記載をする必要があるのではないか。」

「意思決定支援を浸透させる上で一番重要となるのは、直接支援にあたる職員で

あり、浸透させる方法をしっかりと明記するべきである。」

➤ 「Ⅰ－１－（１）権利擁護の推進（Ｐ４２～）」の取組みの方向性に、新たな

項目「日常生活支援事業の利用促進（仮）」を追加予定。

※ 所管課に追記する文章作成を依頼中。

➤ 「Ⅰ－１（２）障害を理由とする差別の解消（Ｐ４６～）」の取組みの方向性

の「１２０３ 相談窓口の設置」を「相談・あっせん窓口の設置」に修正。

※ 当課所管グループに追記する文章作成を依頼中。

➤ 「Ⅰ－１－（３）意思決定支援（Ｐ５０～）」の現状と課題を修文。

追加：「当事者の支援に当たる従事者などに対し研修を行っていく・・・」

※ 取組みの方向性については、所管課と追記する文章作成を依頼中。

「権利擁護の仕組みとして、日常的な金銭管理や重要書類等の預かり・保管など

を行う日常生活支援事業等の制度もある。ここを抑えた記載をする必要がある。」

いいん いけん はんえい いちれい

けんり ようご しく にちじょうてき きんせんかんり じゅうようしょるい あず ほかん

おこ にちじょうせいかつしえんじぎょうとう せいど おさ きさい ひつよう

けんりようご すいしん とりく ほうこうせい あら

こうもく にちじょうせいかつしえんじぎょう りようそくしん かり ついかよてい

しょかんか ついき ぶんしょうさくせい いらいちゅう

さべつかいしょう かか そうだんまどぐち せっち じょうれい あ

ことば めいき ぐたいてき きさい ひつよう

しょうがい りゆう さべつ かいしょう とりく ほうこうせい

そうだんまどぐち せっち そうだん まどぐち せっち しゅうせい

とうかしょかん ついき ぶんしょうさくせい いらいちゅう

いし けっていしえん しんとう うえ いちばんじゅうよう ちょくせつしえん しょくいん

しんとう ほうほう めいき

いしけっていしえん げんじょう かだい しゅうぶん

ついか とうじしゃ しえん あ じゅうじしゃ たい けんしゅう おこな

とりく ほうこうせい しょかんか ついき ぶんしょうさくせい いらいちゅう



委員意見の反映の一例②
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「ＰＤＣＡサイクルをどう回すかが非常に重要。特に評価の部分をしっかりと計画に

記載して、計画を育てていく仕組みを打ち出す必要がある。」

「家族支援」については、それぞれのライフステージにおいて切れ目ない支援が

行われることが重要であり、そのことを計画上に盛り込む必要がある。

「ピアサポーターの人材育成があまり進んでいない。自助グループが育たない現状

があるので、ピアサポーターの資格制度を作ってほしい。」

➤ 「総論4－（７）計画の進行管理（Ｐ１７～）」にＰＤＣＡサイクルによる評価

の内容を追記。

※ あわせて、施策審議会及び部会を活用する旨の記載を追加する。

➤ 「Ⅱ－４－（５）障害当事者やその家族等への支援の充実（Ｐ１２０～）」の

現状と課題に、「地域において、切れ目なく支える体制づくりを推進」と

いう文言を追加した。

➤ 「Ⅰ－２－（１）障害福祉を支える人材の確保（Ｐ５８～）」の、取組みの方向

性「２１０４ ピアサポート等の拡充」にＲ６からの新規事業内容を追記。

※ 「資格」ではないが、「ピアサポーター体制加算」の算定要件となる。

もんごん ついか

じんざいいくせい すす じじょ そだ げんじょう

しかくせいど つく

まわ ひじょう じゅうよう とく ひょうか ぶぶん けいかく

きさい けいかく そだ しく う だ ひつよう

そうろん けいかく しんこうかんり ひょうか

ないよう ついき

しさくしんぎかいおよ ぶかい かつよう むね きさい ついか

しょうがいふくし ささ じんざい かくほ とりく ほうこう

せい など かくじゅう しんきじぎょうによう ついき

しかく たいせいかさん さんていようけん

かぞくしえん き め しえん

おこな じゅうよう けいかくじょう も こ ひつよう

しょうがいとうじしゃ かぞくとう しえん じゅうじつ

げんじょう かだい ちいき き め ささ たいせい すいしん

いいん いけん はんえい いちれい
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障害当事者部会
〇 第１回開催日：令和６年１月25日

〇 障害当事者のみで構成された「障害当事者部会」を障害者施策審議会
の下に新たに設置した。

〇 会議の当日は、身体障害・知的障害・精神障害のほか、これらを重複して
いる方、難病を患っている方など、様々な障害当事者１５名により、

県の障害者施策について積極的に意見が出された。

計画策定・推進に向けた新たな取組み

委員から出された意見

継続審議反映作業中 今後の議題等計画の修正意見

（設置のイメージ）

障害者施策審議会

(新設)

障害当事者部会

検討した内容や

意見を報告

けいかく さくてい すいしん む あら とり く

しょうがい とうじしゃ ぶかい せっち

だい かいかいさいび れいわ ねん がつ にち

しょうがいとうじしゃ こうせい しょうがいとうじしゃぶかい しょうがいしゃ しさく しんぎかい

もと あら せっち

かいぎ とうじつ しんたいしょうがい ちてきしょうがい せいしんしょうがい じゅうふく

かた なんびょう わずら かた さまざま しょうがいとうじしゃ めい

けん しょうがいしゃしさく せっきょくてき いけん だ

いいん だ いけん

けいかく しゅうせいいけん はんえいさぎょうちゅう こんご ぎだいとう けいぞくしんぎ

しょうがいしゃしさく しんぎかい

しんせつ

しょうがいとうじしゃぶかい

けんとう ないよう

いけん ほうこく
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当日の様子
とうじつ ようす



〇 現時点の計画案では、内閣府が実施する「障がい者に関する世論調査」の

「障害のある人が身近で普通に 生活しているのが当たり前と思う割合」

を、ひとつの指標として設定している。

障害当事者部会における計画に関する議題（指標・イメージ図）
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➤ ただし、これだけでは「当事者の目線」が不十分であることから、

「当事者の目線、当事者の意見を踏まえた新たな指標を追加で設けたい」と考え、当事者部会で意見を伺った。

〇 計画案に掲載する２つの図について意見を伺った。

➤ 当事者目線の障害福祉の一例（支援者目線と当事者目線の違い）

➤ 県民総ぐるみで地域共生社会を作るイメージ

１.指標

２.イメージ図

しょうがい とうじしゃ ぶかい けいかく かん ぎだい しひょう ず

しひょう

げんじてん けいかくあん ないかくふ じっし しょう しゃ かん よろんちょうさ

しょうがい ひと みじか ふつう せいかつ あ まえ おも わりあい

しひょう せってい

とうじしゃ めせん ふじゅうぶん

とうじしゃ めせん とうじしゃ いけん ふ あら しひょう ついか もう かんが とうじしゃぶかい いけん うかが

ず

けいかくあん けいさい ず いけん うかが

とうじしゃ めせん しょうがいふくし いちれい しえんしゃめせん とうじしゃめせん ちが

けんみんそう ちいききょうせいしゃかい つく



障害当事者部会の意見（一部）

「指標（計画の達成度を表す数値）」についての意見

〇「障害のある人が生活を送るなかで、不便を感じたり、危険を感じる割合」の指標が必要だと思う。

〇自分は目が見えてない。買い物に行くと自分に対して話しかけてもらえない
経験を何度もしてきた。県民に伝える一例としては良いと思う。

「支援者目線と当事者目線の違いの一例」についての意見

〇視覚障害があっても情景がわかるよう、文章も載せてほしい。

〇図を見ただけだと、関係性がわかりにくい。文章を載せてほしい。

「県民総ぐるみで作る地域共生社会のイメージ図」についての意見

〇「醸成」など難しい単語はわからないのでやめてほしい。
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〇「障害者と健常者がともに参加できるイベントの数」を毎年追いかけてはどうか。

〇「市町村の自立支援協議会に参加している当事者の割合」を採用してはどうか。

〇「普段の生活に不自由がないと思える割合」が基準になるのではないか。

〇「生活のしづらさ」が基準になるのではないか。

しょうがい とうじしゃ ぶかい いけん いちぶ

しひょう けいかく たっせいど あらわ すうち いけん

ふだん せいかつ ふじゆう おも わりあい きじゅん

せいかつ きじゅん

しょうがい ひと せいかつ おく ふべん かん きけん かん わりあい しひょう ひつよう おも

しょうがいしゃ けんじょうしゃ さんか かず まいとしお

しちょうそん じりつしえんきょうぎかい さんか とうじしゃ わりあい さいよう

しえんしゃめせん とうじしゃめせん ちが いちれい いけん

じぶん め み か もの い じぶん たい はな

けいけん なんど けんみん つた いちれい よ おも

しかくしょうがい じょうけい ぶんしょう の

けんみんそう つく ちいききょうせいしゃかい ず いけん

ず み かんけいせい ぶんしょう の

じょうせい むずか たんご



指標（計画の達成度を表す数値）についての意見
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〇「障害のある人が生活を送るなかで、不便を感じたり、危険を感じる割合」の指標が必要だと思う

〇「障害者と健常者がともに参加できるイベントの数」を毎年追いかけてはどうか

〇「市町村の自立支援協議会に参加している当事者の割合」を採用してはどうか

〇「普段の生活に不自由がないと思える割合」が基準になるのではないか

〇「生活のしづらさ」が基準になるのではないか

しひょう けいかく たっせいど あらわ すうち いけん

ふだん せいかつ ふじゆう おも わりあい きじゅん

せいかつ きじゅん

しょうがい ひと せいかつ おく ふべん かん きけん かん わりあい しひょう ひつよう おも

しょうがいしゃ けんじょうしゃ さんか かず まいとし お

しちょうそん じりつしえんきょうぎかい さんか とうじしゃ わりあい さいよう

➤ 実 態 ： 現状では、神奈川県の状況を把握できる調査は実施されていない。

☞ 方向性 ▶県で当事者団体等に新たな調査を行うことなどを検討する。

▶計画に指標の項目として設定した上で、調査方法等を施策審議会・障害当事者部会で

検討していきたい。

➤ 実 態 ： 県内すべてのイベント数は把握できていない。

☞ 方向性 ▶ ともに参加できる、できないの観点でイベントを選別すること自体が難しい。

➤ 実 態 ： 数値は県で把握している。

☞ 方向性 ▶ ７（３）障害者主体の活動等の促進に「県独自の目標」として設定する。

じったい げんじょう かながわけん じょうきょう はあく ちょうさ じっし

ほうこうせい けん とうじしゃ だんたいとう あら ちょうさ おこな けんとう

けいかく しひょう こうもく せってい うえ ちょうさほうほうとう しさくしんぎかい しょうがいとうじしゃぶかい

けんとう

じったい けんない すう はあく

ほうこうせい さんか かんてん せんべつ じたい むず

じったい すうち けん はあく

ほうこうせい しょうがいしゃしゅたい かつどうとう そくしん けんどくじ もくひょう せってい


