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１ 条例
じょうれい

制定
せいてい

までの経過
け い か

と今後
こ ん ご

の方向
ほ う こ う

性
せい

について 

 

 

（１） 条 例
じょうれい

の位置付
い ち づ

け 

「神奈川県
か な が わ け ん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条 例
じょうれい

～ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して～」

（以下
い か

「条 例
じょうれい

」といいます。）は、障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる全
すべ

ての人
ひと

が本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いに

寄
よ

り添
そ

いながら、本人
ほんにん

が自己
じ こ

選択
せんたく

、自己
じ こ

決定
けってい

し、希望
き ぼ う

する場所
ば し ょ

で、自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

ら

していくことを支援
し え ん

するという、新
あら

たな障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するための普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みとして制定
せいてい

したものです。 

 

我
わ

が国
くに

のこれまでの社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

は、憲法
けんぽう

第
だい

25 条
じょう

の「生存権
せいぞんけん

保障
ほしょう

」に根拠
こんきょ

を置
お

い

た給付
きゅうふ

を中 心
ちゅうしん

とした制度
せ い ど

・施策
し さ く

でした。このため、現代
げんだい

社会
しゃかい

が抱
かか

える、社会的
しゃかいてき

な

孤立
こ り つ

・孤独
こ ど く

といった「社会的
しゃかいてき

排除
はいじょ

」に対応
たいおう

できにくくなっているとの指摘
し て き

がありま

す。こうしたことから、今後
こ ん ご

の社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

は、憲法
けんぽう

第
だい

13 条
じょう

の「幸福
こうふく

追求権
ついきゅうけん

」に

根拠
こんきょ

を見
み

いだし、人格的
じんかくてき

に自律
じ り つ

し、主体的
しゅたいてき

に 自
みずか

らの生
い

き方
かた

を追 求
ついきゅう

していくことを

可能
か の う

にするための条 件
じょうけん

整備
せ い び

とする制度
せ い ど

・施策
し さ く

へ転換
てんかん

していく必要
ひつよう

があるとの 考
かんが

え

が広
ひろ

がってきています。1） 

 

「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

」は、このように、障害者
しょうがいしゃ

を「保護
ほ ご

されるべき客 体
きゃくたい

」

として捉
とら

えるのではなく、一人
ひ と り

の個人
こ じ ん

として、権利
け ん り

を有
ゆう

し義務
ぎ む

を負
お

う積極的
せっきょくてき

かつ

能動的
のうどうてき

な主体
しゅたい

として位置
い ち

付
づ

けるという 考
かんが

え方
かた

に立
た

つものであり、このことは、全
すべ

ての人
ひと

に当
あ

てはまる普遍的
ふへんてき

な 考
かんが

え方
かた

です。 

 

このような基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

を基礎
き そ

に、条 例
じょうれい

では、行 政
ぎょうせい

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、県民
けんみん

が一体
いったい

となって、障害者
しょうがいしゃ

の立場
た ち ば

に立
た

った施策
し さ く

を着 実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

し、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

や虐 待
ぎゃくたい

のない、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

することを目的
もくてき

として、県
けん

の責務
せ き む

を明示
め い じ

し、

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、県民
けんみん

にどのような責務
せ き む

を担
にな

っていただくのかを規定
き て い

しています。 

 

条 例
じょうれい

が目指
め ざ

す、この地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

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

」が掲
かか

げる、「誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

」です。地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

は、

近年
きんねん

の社会
しゃかい

構造
こうぞう

の変化
へ ん か

や人々
ひとびと

の暮
く

らしの変化
へ ん か

を踏
ふ

まえ、制度
せ い ど

・分野
ぶ ん や

ごとの「縦割
た て わ

り」

や「支
ささ

え手
て

」「受
う

け手
て

」という関係
かんけい

を超
こ

えて、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

や地域
ち い き

の多様
た よ う

な主体
しゅたい

が参画
さんかく

し、人
ひと

と人
ひと

、人
ひと

と資源
し げ ん

が世代
せ だ い

や分野
ぶ ん や

を超
こ

えつながることで、住 民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの暮
く

ら

しと生
い

きがい、地域
ち い き

をともに創
つく

っていく社会
しゃかい

のことです。２） 
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  条 例
じょうれい

は、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

（平成
へいせい

26年
ねん

条 約
じょうやく

第
だい

1号
ごう

）（以下
い か

、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

」といいます。）を強
つよ

く意識
い し き

して検討
けんとう

を 行
おこな

ってきました。障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

の起草
き そ う

に関
かん

する交 渉
こうしょう

（アドホック
あ ど ほ っ く

委員会
いいんかい

）には、“Nothing
な っ し ん ぐ

 About
あ ば う と

 Us
あす

 Without
う ぃ ざ う と

 

Us
あす

”（ 私
わたし

たちのことを、私
わたし

たち抜
ぬ

きに決
き

めないで）をスローガン
す ろ ー が ん

に、障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が主体的
しゅたいてき

に関
かん

与
よ

し、国際
こくさい

社会
しゃかい

の総意
そ う い

で、名実
めいじつ

ともに障害者
しょうがいしゃ

のための条 約
じょうやく

が起
き

草
そう

さ

れ、平成
へいせい

18年
ねん

12月
がつ

に国連
こくれん

総会
そうかい

において採択
さいたく

されました。我
わ

が国
くに

は平成
へいせい

26年
ねん

１月
がつ

に

批准
ひじゅん

しましたが、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

締約
ていやく

国
くに

にある地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

として、同条約
どうじょうやく

の

各規定
かくきてい

がしっかりと実体化
じったいか

されるよう、条 例
じょうれい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

等
とう

の規定
き て い

を検討
けんとう

しました。

３） 

 

さらに、条 例
じょうれい

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を進
すす

めていくための基本的
きほんてき

な規範
き は ん

であ

り、県
けん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

の 考
かんが

え方
かた

の 礎
いしずえ

となる基本
き ほ ん

条 例
じょうれい

として位置
い ち

付
づ

けられるも

のです。今後
こ ん ご

の県
けん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

の方向
ほうこう

付
づ

けを 行
おこな

い、県
けん

の関係
かんけい

部局
ぶきょく

は、条 例
じょうれい

の目的
もくてき

、内容
ないよう

等
とう

に適
てき

合
ごう

する 形
かたち

で、様々
さまざま

な行 政
ぎょうせい

施策
し さ く

を実施
じ っ し

することを目指
め ざ

していま

す。 

 

  こうしたことを踏
ふ

まえ、条 例
じょうれい

の解 釈
かいしゃく

及
およ

び運用
うんよう

については、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

、

国
こく

内法
ないほう

として位置
い ち

付
づ

けられる障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

25年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

65号
ごう

）（「以下
い か

、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」といいます。）、障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するた

めの法律
ほうりつ

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（以下
い か

、「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」といいます。）、

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

（平成
へいせい

23年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

79号
ごう

）（以下
い か

「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

」といいます。）その他
た

関係
かんけい

する国
こく

内法
ないほう

との調和
ちょうわ

を図
はか

り、先人
せんじん

達
たち

の努力
どりょく

によって蓄積
ちくせき

された県
けん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の実 状
じつじょう

に応
おう

じ、各般
かくはん

の

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

が効果的
こうかてき

に進
すす

められるよう取
と

り 扱
あつか

うこととしています。 

 

（２） 条 例
じょうれい

制定
せいてい

までの経過
け い か

 

  平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

26日
にち

、県立
けんりつ

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

である津久井
つ く い

やまゆり園
えん

において、19

名
めい

のかけがえのない 尊
とうと

い生命
せいめい

が奪
うば

われるという、大変
たいへん

痛
いた

ましい事件
じ け ん

が発生
はっせい

しまし

た。このような事件
じ け ん

が二度
ふ た ど

と繰
く

り返
かえ

されないよう、県
けん

議会
ぎ か い

と共 同
きょうどう

して、平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

14日
か

、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」を定
さだ

め、その理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

め

てきました。 
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また、同園
どうえん

の再生
さいせい

に向
む

けては、様々
さまざま

な議論
ぎ ろ ん

が交
か

わされ、平成
へいせい

29年
ねん

10月
がつ

、県
けん

は、

「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

」を取
と

りまとめました。同基本
どうきほん

構想
こうそう

は、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

として、この事件
じ け ん

を乗
の

り越
こ

え、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」の理念
り ね ん

を真
しん

に実現
じつげん

することを目指
め ざ

して、①利用者
りようしゃ

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

、②利用者
りようしゃ

が安心
あんしん

して安全
あんぜん

に生活
せいかつ

で

きる場
ば

の確保
か く ほ

、③利用者
りようしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の促進
そくしん

、に取
と

り組
く

むことを盛
も

り込
こ

み、同園
どうえん

の再生
さいせい

への道程
どうてい

を明示
め い じ

するものでした。 

 

その再生
さいせい

に至
いた

る過
か

程
てい

で、複数
ふくすう

の県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

において、障害者
しょうがいしゃ

の安全
あんぜん

の

ためといった理由
り ゆ う

で、施錠
せじょう

した部屋
へ や

に長時間
ちょうじかん

閉
と

じ込
こ

めるなどの不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が 行
おこな

われていたことが明
あき

らかとなり、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

全体
ぜんたい

のあり方
かた

についての

議論
ぎ ろ ん

に波及
はきゅう

しました。その後
ご

、令和
れ い わ

２年
ねん

１月
がつ

に設置
せ っ ち

した「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

利用者
りようしゃ

支援
し え ん

検 証
けんしょう

委員会
いいんかい

」、令和
れ い わ

２年
ねん

６月
がつ

に設置
せ っ ち

した「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

」での議論
ぎ ろ ん

を経
へ

て、令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

、県
けん

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

も含
ふく

めた、神奈川県
か な が わ け ん

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の将 来
しょうらい

のあり方
かた

を検討
けんとう

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

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

」（以下
い か

「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

」といい

ます。）を設置
せ っ ち

しました。 

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

における議論
ぎ ろ ん

の過程
か て い

において、中長期的
ちゅうちょうきてき

なビジョン
び じ ょ ん

に基
もと

づ

く様々
さまざま

な提言
ていげん

を着 実
ちゃくじつ

に実現
じつげん

するための普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みの構築
こうちく

が求
もと

められました。

県
けん

では、県
けん

議会
ぎ か い

での議論
ぎ ろ ん

も踏
ふ

まえ、県
けん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、県民
けんみん

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の

推進
すいしん

に向
む

けて取
と

り組
く

むべき責務
せ き む

等
とう

を明示
め い じ

する、新
あら

たな条 例
じょうれい

の制定
せいてい

を目指
め ざ

すことと

しました。 

 

こうした議論
ぎ ろ ん

と並行
へいこう

して、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

づく、 新
あたら

しい

津久井
つ く い

やまゆり園
えん

、芹
せり

が谷
たに

やまゆり園
えん

が再整備
さいせいび

され、県
けん

は、事件
じ け ん

を乗
の

り越
こ

え、新
あら

た

な障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

をスタート
す た ー と

することを決意
け つ い

して示
しめ

すため、令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」を発信
はっしん

しました。 

宣言
せんげん

では、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

における不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

について障害者
しょうがいしゃ

のみなさ

んに対
たい

して 心
こころ

からお詫
わ

びし、これまでの障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

のあり方
かた

を見直
み な お

し、当事者
とうじしゃ

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 害
しょうがい

福祉
ふ く し

へ転換
てんかん

することを誓
ちか

いました。 

 

そして、当事者
とうじしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

の関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

や、県内
けんない

すべての市
し

町 村
ちょうそん

との意見
い け ん

交換
こうかん

を実施
じ っ し

しながら、新
あら

たな条 例
じょうれい

の検討
けんとう

を進
すす

め、令和
れ い わ

４年
ねん

３月
がつ

、県
けん

は条 例
じょうれい

の骨子
こ っ し

案
あん

を

策定
さくてい

し、県
けん

議会
ぎ か い

厚生
こうせい

常 任
じょうにん

委員会
いいんかい

に報告
ほうこく

するとともに、同年
どうねん

４月
がつ

から５月
がつ

にかけて

パブリック
ぱ ぶ り っ く

・コメント
こ め ん と

（県民
けんみん

意見
い け ん

反映
はんえい

手続
てつづき

）を 行
おこな

いました。次
つぎ

に、意見
い け ん

交換
こうかん

や
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パブリック
ぱ ぶ り っ く

・コメント
こ め ん と

によるご意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、条 例
じょうれい

素案
そ あ ん

を策定
さくてい

し、同年
どうねん

７月
がつ

、県
けん

議会
ぎ か い

厚生
こうせい

常 任
じょうにん

委員会
いいんかい

へ報告
ほうこく

した後
ご

、さらなる検討
けんとう

を加
くわ

え、同年
どうねん

９月
がつ

、条 例
じょうれい

案
あん

を県
けん

議会
ぎ か い

へ提
てい

出
しゅつ

しました。 

 

条 例
じょうれい

案
あん

は、令和
れ い わ

４年
ねん

10月
がつ

７日
にち

、その審議
し ん ぎ

を付託
ふ た く

された県議会
けんぎかい

厚生
こうせい

常 任
じょうにん

委員会
いいんかい

に

おいて、「施策
し さ く

の推進
すいしん

にあたっては、障害者
しょうがいしゃ

とご家族
か ぞ く

の多様
た よ う

なニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できる

受
う

け入
い

れ体制
たいせい

の更
さら

なる整備
せ い び

・拡 充
かくじゅう

、担
にな

い手
て

となる人材
じんざい

の育成
いくせい

・確保
か く ほ

と処遇
しょぐう

改善
かいぜん

、

実効性
じっこうせい

を担
たん

保
ぽ

するための財政
ざいせい

支援
し え ん

と推進
すいしん

体制
たいせい

の機能
き の う

強化
きょうか

に努
つと

めるとともに、

諸情勢
しょじょうせい

の変化
へ ん か

に応
おう

じ、柔 軟
じゅうなん

かつ果断
か だ ん

に見直
み な お

しを 行
おこな

うこと」との意見
い け ん

が付
ふ

され、

全会派
ぜんかいは

が賛成
さんせい

して可決
か け つ

されました。そして、同月
どうげつ

14日
にち

、県
けん

議会
ぎ か い

本
ほん

会議
か い ぎ

において全会
ぜんかい

一致
い っ ち

により可決
か け つ

、成立
せいりつ

、同月
どうげつ

21日
にち

に公布
こ う ふ

しました。 

 

（３）ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して 

条 例
じょうれい

制定
せいてい

に当
あ

たっては、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

において「新
あら

たな条 例
じょうれい

の必要性
ひつようせい

」

を次
じ

頁
ぺーじ

のとおり位置
い ち

付
づ

けられたところです。県
けん

は、同委員会
どういいんかい

から提起
て い き

された様々
さまざま

な課題
か だ い

を踏
ふ

まえ、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の実現
じつげん

に向
む

け、市町村
しちょうそん

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

を図
はか

り、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、県民
けんみん

の理解
り か い

と 協 力
きょうりょく

を得
え

ながら施策
し さ く

を講
こう

じていきます。 
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（参考
さんこう

）第
だい

11回
かい

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

（令和
れ い わ

４年
ねん

８月
がつ

30日
にち

）参考
さんこう

資料
しりょう

１ 

「新
あら

たな条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する必要性
ひつようせい

」 

（１）津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

を風化
ふ う か

させないこと 

事件
じ け ん

発生
はっせい

から６年
ねん

が経過
け い か

し、事件
じ け ん

の風化
ふ う か

が心配
しんぱい

される現下
げ ん か

において、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かなが

わ憲 章
けんしょう

」のさらなる啓発
けいはつ

普及
ふきゅう

を進
すす

め、 障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

に対
たい

する侵害
しんがい

のない共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を築
きず

い

ていくため、条 例
じょうれい

において、この憲 章
けんしょう

の 考
かんが

えを明定
めいてい

し、その理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

を促進
そくしん

させるものであ

ること 

 

（２）虐 待
ぎゃくたい

ゼロを目指
め ざ

し、身体
しんたい

拘束
こうそく

のない、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

を進
すす

める必要
ひつよう

があること 

県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

における長期
ちょうき

にわたる居室
きょしつ

施錠
せじょう

等
とう

の身体
しんたい

拘束
こうそく

といった不適切
ふてきせつ

支援
し え ん

を省察
せいさつ

し、条 例
じょうれい

において、 障
しょう

がい者
しゃ

虐 待
ぎゃくたい

の禁止
き ん し

を謳
うた

い、身体
しんたい

拘束
こうそく

のない支援
し え ん

に努
つと

めるものとし、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

で身体
しんたい

拘束
こうそく

を 行
おこな

っている場合
ば あ い

であっても、その件数
けんすう

を公 表
こうひょう

する等
など

の措置
そ ち

と相
あい

まって、

利用者
りようしゃ

の望
のぞ

みや願
ねが

いに寄
よ

り添
そ

った、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

を進
すす

めるものであること 

 

（３）意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を着 実
ちゃくじつ

に進
すす

める必要
ひつよう

があること 

全国的
ぜんこくてき

にも具体
ぐ た い

の取
と

り組
ぐ

みが始
はじ

まったばかりの意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の手法
しゅほう

を全県
ぜんけん

に広
ひろ

げ、必要
ひつよう

とする

全
すべ

ての 障
しょう

がい者
しゃ

が適
てき

切
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、条 例
じょうれい

において、県
けん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の実施
じ っ し

責任
せきにん

を謳
うた

うとともに、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の理念
り ね ん

と実施
じ っ し

手法
しゅほう

の普及
ふきゅう

に努
つと

めるものであること 

 

（４） 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

するために必要
ひつよう

な地域
ち い き

資源
し げ ん

を増
ふ

やしていく必要
ひつよう

があること 

   障
しょう

がい者
しゃ

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

していきいきと、いのち 輝
かがや

かせて暮
く

らすことができるよう、

条 例
じょうれい

において、県
けん

は市町村
しちょうそん

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

し、 障
しょう

がい者
しゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を推進
すいしん

する施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

に講
こう

じる責務
せ き む

を定
さだ

めるとともに、必要
ひつよう

な地域
ち い き

資源
し げ ん

を充 実
じゅうじつ

させるための施策
し さ く

を講
こう

じること等
とう

を定
さだ

め、もって地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

るものであること 

 

（５）政策
せいさく

動向
どうこう

を注視
ちゅうし

しながら中長期的
ちゅうちょうきてき

な戦略的
せんりゃくてき

視点
し て ん

で 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

を進
すす

めて行
い

く必要
ひつよう

があるこ

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

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

」の提言
ていげん

を実体化
じったいか

するため、条 例
じょうれい

に

おいて、中長期的
ちゅうちょうきてき

な視点
し て ん

に立
た

った実行
じっこう

プランに当
あ

たる「基本的
きほんてき

な計画
けいかく

」を策定
さくてい

する旨
むね

を定
さだ

め、

本県
ほんけん

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

関係
かんけい

施策
し さ く

を戦略的
せんりゃくてき

に進
すす

めて行
い

くものであること 
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２ 条 例
じょうれい

の全体像
ぜんたいぞう

 

《目的
もくてき

》当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

（関
かか

わる誰
だれ

もが障 害 者
しょうがいしゃ

の立場
た ち ば

に立
た

ち、その望
のぞ

みと願
ねが

いを尊 重
そんちょう

し、

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら暮
く

らせるための社会
しゃかい

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

により実現
じつげん

する障 害 者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

）の

推進
すいしん

について、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、県
けん

、県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするとともに、そ

の施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定
さだ

めることにより、当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

り、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

や虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けない、本人
ほんにん

の望
のぞ

む暮
く

らしの実現
じつげん

と、誰
だれ

もが 喜
よろこ

びを実感
じっかん

でき

る地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

する。 

《基本
き ほ ん

理念
り ね ん

》 
  ①自律

じ り つ

した存在
そんざい

として主体的
しゅたいてき

に生
い

き方
かた

を

追 求
ついきゅう

でき、個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

が重視
じゅうし

される 
  ②一人

ひ と り

ひとりの自己
じ こ

決定
けってい

が尊 重
そんちょう

される 
  ③本人

ほんにん

が希望
き ぼ う

する場所
ば し ょ

で希望
き ぼ う

するよう暮
く

らす

ことができる 
  ④性別

せいべつ

、年齢
ねんれい

、特性
とくせい

及
およ

び生活
せいかつ

実態
じったい

に応
おう

じて

関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

し、可能性
か の う せ い

が尊 重
そんちょう

される 
  ⑤障 害 者

しょうがいしゃ

に関
かか

わる人々
ひとびと

も 喜
よろこ

びを実感
じっかん

できる 
  ⑥多様

た よ う

な人々
ひとびと

による地域
ち い き

社会
しゃかい

の構成
こうせい

の下
もと

、全
すべ

ての県民
けんみん

が 障 害
しょうがい

及
およ

び 障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、相互
そ う ご

に支
ささ

え合
あ

いながら、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で

取
と

り組
く

む 

《定義
て い ぎ

》 
 〇 この条 例

じょうれい

における「障 害
しょうがい

」「障 害 者
しょうがいしゃ

」

「 当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

」「 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

」

について定義
て い ぎ

 
《責務

せ き む

等
とう

》 
 〇 県

けん

の責務
せ き む

、 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業
ぎょう

者
しゃ

を含
ふく

む事業者
じぎょうしゃ

・県民
けんみん

の責務
せ き む

を規定
き て い

 
 〇 県

けん

は、施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

たり、市町村
しちょうそん

と

連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

するとともに、市町村
しちょうそん

の取組
と り く

みに対
たい

する情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

、助言
じょげん

その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

う旨
むね

を規定
き て い

 

【総則的
そうそくてき

規定
き て い

】（第
だい

１ 条
じょう

から第
だい

7 条
じょう

） 

《前文
ぜんぶん

》平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

、障 害 者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の津久井
つ く い

やまゆり園
えん

において、19名
めい

の 尊
とうと

い生命
い の ち

が奪
うば

わ

れるという大変
たいへん

痛
いた

ましい事件
じ け ん

が発生
はっせい

した。このような事件
じ け ん

が二度
に ど

と繰
く

り返
かえ

されないよう、県
けん

は同年
どうねん

10月
がつ

、県
けん

議会
ぎ か い

の議決
ぎ け つ

を経
へ

て「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」を策定
さくてい

し、ともに生
い

きる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

してきた。 
    我

わ

が国
くに

は、ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の理念
り ね ん

の下
もと

、障 害 者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

のみが進
すす

められ、

平成
へいせい

26年
ねん

、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

が批准
ひじゅん

されるに至
いた

ったが、全
すべ

ての障 害 者
しょうがいしゃ

が自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らし

ていくことのできる社会
しゃかい

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

は道
みち

半
なか

ばである。誰
だれ

もが安心
あんしん

していきいきと暮
く

らすこと

のできる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

し、県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、行 政
ぎょうせい

が一体
いったい

となって取組
と り く

みを進
すす

める普遍的
ふ へ ん て き

な仕組
し く

みが必要
ひつよう

であり、当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

していくための基本的
き ほ ん て き

な規範
き は ん

として、

この条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 
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《広域的
こういきてき

な調 整
ちょうせい

》 
 〇 地域間

ち い き か ん

の均衡
きんこう

を図
はか

るための取組
と り く

み 
 〇 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

の推進
すいしん

等
とう

 
 〇 人材

じんざい

の確保
か く ほ

、育成
いくせい

等
とう

 
  ・ 人材

じんざい

確保
か く ほ

、育成
いくせい

、技術
ぎじゅつ

向 上
こうじょう

のための

情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

、研 修
けんしゅう

その他
た

の措置
そ ち

 
    ・  職場

しょくば

定 着
ていちゃく

の た め の 就 労
しゅうろう

実態
じったい

の

把握
は あ く

、従事者
じゅうじしゃ

の心身
しんしん

の健康
けんこう

の維持
い じ

及
およ

び

増進
ぞうしん

・処遇
しょぐう

の改善
かいぜん

に資
し

する措置
そ ち

 
  ・ 障 害 者

しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係
かか

る職場
しょくば

への関心
かんしん

を高
たか

めるための広報
こうほう

、接
せっ

する機会
き か い

の

提 供
ていきょう

等
とう

 

《意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

、家族
か ぞ く

等
とう

への支援
し え ん

》 
 〇 必要

ひつよう

な意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

体制
たいせい

の整備
せ い び

、

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に関
かん

する研 修
けんしゅう

の実施
じ っ し

 

 ○ 障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

、虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の禁止
き ん し

 
 〇 差別

さ べ つ

解 消
かいしょう

の推進
すいしん

、虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

のための

措置
そ ち

 
 〇 障 害 者

しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

する相談
そうだん

、助言
じょげん

その

他
た

の支援
し え ん

 

《施行
し こ う

期日
き じ つ

》 
 〇 令和

れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

１日
にち

 
《条 例

じょうれい

の施行後
し こ う ご

の検討
けんとう

》 
 〇 条 例

じょうれい

施行
し こ う

から５年
ねん

を経過
け い か

するごと

に検討
けんとう

 

【基本的
き ほ ん て き

規定
き て い

～実体的
じったいてき

規定
き て い

】（第
だい

8 条
じょう

から第
だい

26 条
じょう

） 

【雑則
ざっそく

（補則
ほ そ く

）】（第
だい

27 条
じょう

） 

《基本的
き ほ ん て き

な計画
けいかく

の策定
さくてい

と盛
も

り込
こ

む施策
し さ く

》 
 〇 知事

ち じ

は、当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を総合的
そうごうてき

、

計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

するため、県
けん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、県民
けんみん

が

取
と

り組
く

むべき施策
し さ く

等
とう

の実行
じっこう

プラン
ぷ ら ん

を策定
さくてい

し、

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を公 表
こうひょう

 

《当事者
と う じ し ゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

のための体制
たいせい

整備
せ い び

》 
 〇 生 涯

しょうがい

にわたる 障 害 者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

  
 〇 高齢者

こうれいしゃ

及
およ

び子
こ

どもの福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

と

の連携
れんけい

 
 〇 エビデンス

え び で ん す

に基
もと

づく支援
し え ん

手法
しゅほう

に関
かん

する

国内外
こくないがい

の情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

、調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

 
 〇 地域

ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

る

中 核 的
ちゅうかくてき

拠点
きょてん

の整備
せ い び

（ソフト
そ ふ と

事業
じぎょう

） 

《財政
ざいせい

措置
そ ち

》 
 〇 財 政 上

ざいせいじょう

の措置
そ ち

 

【附則
ふ そ く

】 

《政策
せいさく

立案
りつあん

過程
か て い

への障 害 者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

、障 害 者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

の推進
すいしん

》 
 〇 障 害 者

しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係る
か か る

政策
せいさく

の立案
りつあん

に関
かん

する

会議体
か い ぎ た い

等
とう

への障 害 者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

推進
すいしん

 
 〇  障 害 者

しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

への 理解
り か い

促進
そくしん

、 普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

、連携
れんけい

体制
たいせい

づくり 
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３ 逐条
ちくじょう

解説
かいせつ

 

〇 題名
だいめい

、前文
ぜんぶん

 

 

 

 

 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

条 例
じょうれい

の題名
だいめい

について、条 例
じょうれい

の内容
ないよう

を端的
たんてき

に 表
あらわ

す趣旨
し ゅ し

から、「神奈川県
か な が わ け ん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条 例
じょうれい

」としています。また、条 例
じょうれい

が「ともに生
い

きる社会
しゃかい

」を

目指
め ざ

していることを県民
けんみん

に分
わ

かりやすく伝
つた

える必要
ひつよう

があることから、副題
ふくだい

として

「ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して」を付
ふ

しています。 
 
【解説

かいせつ

】 

  条 例
じょうれい

の題名
だいめい

は、呼
よ

びやすく簡潔
かんけつ

なものであることを要請
ようせい

され、一方
いっぽう

、題名
だいめい

から

一応
いちおう

その内容
ないよう

を推測
すいそく

させ、少
すく

なくとも内容
ないよう

について誤解
ご か い

を 生
しょう

じさせないものでな

ければなりません。 
このような観点

かんてん

から、条 例
じょうれい

の題名
だいめい

を「神奈川県
か な が わ け ん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条 例
じょうれい

」

としたところです。なお、パブリック
ぱ ぶ り っ く

・コメント
こ め ん と

（県民
けんみん

意見
い け ん

反映
はんえい

手続
てつづき

）等
とう

において、

「ともに生
い

きる神奈川
か な が わ

条 例
じょうれい

」「ともに生
い

きる社会
しゃかい

推進
すいしん

条 例
じょうれい

」「障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない

人
ひと

も共
とも

に地域
ち い き

で安心
あんしん

していきいきと生活
せいかつ

できる社会
しゃかい

を実現
じつげん

する条 例
じょうれい

」といった

題名
だいめい

にした方
ほう

がよいとのご意見
けん

が寄
よ

せられました。また、県
けん

議会
ぎ か い

での条 例
じょうれい

案
あん

の審議
し ん ぎ

において、条 例
じょうれい

が「ともに生
い

きる社会
しゃかい

」を目指
め ざ

していることを県民
けんみん

に分
わ

かりやすく

伝
つた

える必要
ひつよう

があるのではないか、といった議論
ぎ ろ ん

が 行
おこな

われました。こうした議論
ぎ ろ ん

を通
とお

して、条 例
じょうれい

の正式
せいしき

名 称
めいしょう

は「神奈川県
か な が わ け ん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条 例
じょうれい

」とすると

ともに、条 例
じょうれい

公布後
こ う ふ ご

に条 例
じょうれい

を広報
こうほう

等
とう

する際
さい

には「ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して」

という副題
ふくだい

を 必
かなら

ず付
ふ

することとしています。 
  なお、「障 害

しょうがい

」「 障
しょう

がい」の表記
ひょうき

について、現在
げんざい

、本県
ほんけん

の条 例
じょうれい

においては全
すべ

て

常 用
じょうよう

漢字
か ん じ

の「害
がい

」を使
つか

うこととしており、国
くに

の法令
ほうれい

でも同様
どうよう

に「害
がい

」を使用
し よ う

して

いることから、条 例
じょうれい

においても、「障 害
しょうがい

」の表記
ひょうき

を用
もち

いることとしています。 
 

  「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

」 

    ⇒定義
て い ぎ

の【解説
かいせつ

】（17 頁
ぺーじ

）を参 照
さんしょう

 

  

  

題名
だいめい

及
およ

び副題
ふくだい

 

神奈川県
か な が わ け ん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条 例
じょうれい

 

 ～ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して～ 
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【前文
ぜんぶん

】※欄外
らんがい

の数字
す う じ

は段落
だんらく

の番号
ばんごう

。下線部
か せ ん ぶ

については解説
かいせつ

文 中
ぶんちゅう

に用語
よ う ご

解説
かいせつ

を掲載
けいさい

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

前文
ぜんぶん

は条 例
じょうれい

に必須
ひ っ す

の構成
こうせい

要素
よ う そ

ではありませんが、条 例
じょうれい

の本則
ほんそく

の前
まえ

に置
お

かれ、そ

の条 例
じょうれい

の制定
せいてい

の趣旨
し ゅ し

、目的
もくてき

、基本
き ほ ん

原則
げんそく

を述
の

べた文 章
ぶんしょう

であり、その条 例
じょうれい

の制定
せいてい

の

経過
け い か

や理念
り ね ん

を 強 調
きょうちょう

して明示
め い じ

する必要
ひつよう

がある場合
ば あ い

に置
お

かれることが多
おお

いものです。 

 平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

26日
にち

、県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

である津久井
つ く い

やまゆり園
えん

において、19名
めい

の

生命
い の ち

が奪
うば

われるという大変
たいへん

痛
いた

ましい事件
じ け ん

が発生
はっせい

した。この事件
じ け ん

は、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

のみならず、多
おお

くの県民
けんみん

に言
い

いようもない衝 撃
しょうげき

と不安
ふ あ ん

を与
あた

えた。 
県
けん

は、このような事件
じ け ん

が二度
に ど

と繰
く

り返
かえ

されないよう、平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

、県
けん

議会
ぎ か い

の議決
ぎ け つ

を経
へ

て「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」を策定
さくてい

し、これを、ともに生
い

きる社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す県政
けんせい

の基本的
きほんてき

な理念
り ね ん

とした。 
県
けん

は、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

の再生
さいせい

を進
すす

める過程
か て い

において、利用者
りようしゃ

に対
たい

するより良
よ

い支援
し え ん

のあり方
かた

を模索
も さ く

してきた。そうしたところ、これまでは利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

を優先
ゆうせん

するとい

う理由
り ゆ う

で管理的
かんりてき

な支援
し え ん

が 行
おこな

われてきたが、本人
ほんにん

の意思
い し

を尊 重
そんちょう

し、本人
ほんにん

が望
のぞ

む支援
し え ん

を 行
おこな

うためには、当事者
とうじしゃ

本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

たなくてはならないことに 改
あらた

めて気付
き づ

いた。 
そして、障害者

しょうがいしゃ

との対話
た い わ

を重
かさ

ね、その思
おも

いに寄
よ

り添
そ

うために全 力
ぜんりょく

を注
そそ

いだ。その

結果
け っ か

、障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の 心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を 傾
かたむ

け、支援者
しえんしゃ

や周
まわ

りの人
ひと

が工夫
く ふ う

しながら支援
し え ん

することが、障害者
しょうがいしゃ

のみならず障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる人々
ひとびと

の 喜
よろこ

びにつながり、その実践
じっせん

こ

そが、お互
たが

いの 心
こころ

が 輝
かがや

く当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

であるとの 考
かんが

えに至
いた

った。 
そこで、令和

れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」を発信
はっしん

し、これまでの

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

のあり方
かた

を見直
み な お

し、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に転換
てんかん

することを誓
ちか

った。 
顧

かえり

みると、我
わ

が国
くに

においては、昭和
しょうわ

56年
ねん

の国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

を転機
て ん き

として、

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の理念
り ね ん

の下
もと

、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

をすることができ

るよう環 境
かんきょう

の整備
せ い び

が進
すす

められてきた。また、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

、障 害
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

の制定
せいてい

等
とう

の国
こく

内法
ないほう

の整備
せ い び

が 行
おこな

われ、平成
へいせい

26年
ねん

には、

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

が批准
ひじゅん

された。しかしながら、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が自分
じ ぶ ん

らし

く暮
く

らしていくことができる社会
しゃかい

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

は、いまだ道
みち

半
なか

ばである。 
私

わたし

たちは、この現 状
げんじょう

に真摯
し ん し

に向
む

き合
あ

い、誰
だれ

もが安心
あんしん

していきいきと暮
く

らすことの

できる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、障害者
しょうがいしゃ

も含
ふく

めた県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、県
けん

等
とう

が互
たが

い

に連携
れんけい

し、一体
いったい

となった取組
とりくみ

を進
すす

めるべく、普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みを構築
こうちく

していかなければ

ならない。 
このような認識

にんしき

の下
もと

、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

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

」の実現
じつげん

につながるものと確信
かくしん

し、その基本
き ほ ん

となる理念
り ね ん

や原則
げんそく

を明
あき

らかにした、

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を進
すす

めていくための基本的
きほんてき

な規範
き は ん

として、ここに、この条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 
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条 例
じょうれい

においても、条 例
じょうれい

制定
せいてい

の背景
はいけい

や趣旨
し ゅ し

、条 例
じょうれい

全体
ぜんたい

を 貫
つらぬ

く 考
かんが

え方
かた

をなるべく

分
わ

かりやすい言葉
こ と ば

で表 現
ひょうげん

し、条 例
じょうれい

の性格
せいかく

をより明確
めいかく

にすることによって、多
おお

くの

県民
けんみん

の理解
り か い

と 協 力
きょうりょく

を求
もと

めるため、前文
ぜんぶん

を置
お

くこととしたものです。また、前文
ぜんぶん

は

本則
ほんそく

と一体
いったい

となって、各条項
かくじょうこう

の運用
うんよう

や解 釈 上
かいしゃくじょう

の指針
し し ん

としての機能
き の う

も果
は

たすもの

です。 

その内容
ないよう

としては、①事件
じ け ん

発生
はっせい

を受
う

けて「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」を

策定
さくてい

した経緯
け い い

、②「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

」の支援
し え ん

の大切
たいせつ

さの再認識
さいにんしき

、③「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

の趣旨
し ゅ し

、④これまでの障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く社会環 境
かんきょう

の

整備
せ い び

の経過
け い か

、⑤条 例
じょうれい

における「障害者
しょうがいしゃ

」は、障 害
しょうがい

の種別
しゅべつ

に関
かか

わらず全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

を対 象
たいしょう

としていること、⑥県民
けんみん

総
そう

ぐるみで地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を構築
こうちく

することの

重要性
じゅうようせい

、などについて記述
きじゅつ

したものです。 

そして最後
さ い ご

に、条 例
じょうれい

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を進
すす

めていくための基本的
きほんてき

な

規範
き は ん

として制定
せいてい

する旨
むね

を明示
め い じ

しています。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１段落
だんらく

、第
だい

２段落
だんらく

関係
かんけい

〕 

津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

の発生
はっせい

を受
う

け、このような事件
じ け ん

が二度
に ど

と繰
く

り返
かえ

されてはな

らないという決意
け つ い

のもと、県
けん

議会
ぎ か い

と共 同
きょうどう

して「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」

（以下
い か

「憲 章
けんしょう

」という。）を策定
さくてい

した経緯
け い い

を明示
め い じ

しています。 

憲 章
けんしょう

は、ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

すための県政
けんせい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として次
つぎ

のとおり定
さだ

められたものです。 

 

＜参考
さんこう

掲載
けいさい

＞ 

「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」 

一 私
わたし

たちは、あたたかい 心
こころ

をもって、すべての人
ひと

のいのちを大切
たいせつ

にします 

一 私
わたし

たちは、誰
だれ

もがその人
ひと

らしく暮
く

らすことのできる地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

します 

一 私
わたし

たちは、障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を 妨
さまた

げるあらゆる壁
かべ

、いかなる偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

も排
はい

除
じょ

しま

す 

一 私
わたし

たちは、この憲 章
けんしょう

の実現
じつげん

に向
む

けて、県民
けんみん

総
そう

ぐるみで取り組
く

みます 

平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

14日
か

 神奈川県
か な が わ け ん

 

 

〔第
だい

３段落
だんらく

関係
かんけい

〕 

県
けん

は、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

の再生
さいせい

を進
すす

め、利用者
りようしゃ

に対
たい

するより良
よ

い支援
し え ん

のあり方
かた

を

模索
も さ く

してきた過程
か て い

で明
あき

らかになった、利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

を優先
ゆうせん

するという理由
り ゆ う

で 行
おこな

っ

てきた不適切
ふてきせつ

と認
みと

められる管理的
かんりてき

な支援
し え ん

を見直
み な お

し、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の意思
い し

を尊 重
そんちょう

する
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ためには当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

に立
た

たなくてはならないとの認識
にんしき

に、 改
あらた

めて気付
き づ

くに至
いた

った

経緯
け い い

を示
しめ

しています。 

 

「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

の再生
さいせい

を進
すす

める過
か

程
てい

」 

平成
へいせい

29年
ねん

10月
がつ

、県
けん

は「津久井
つ く い

やまゆり園
えん

再生
さいせい

基本構想
こうそう

」を取
と

りまとめました。

同基本
どうきほん

構想
こうそう

は、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

としてこの事件
じ け ん

を乗
の

り越
ご

え「憲 章
けんしょう

」の理念
り ね ん

を真
しん

に実現
じつげん

する

ことを目指
め ざ

して、①利用者
りようしゃ

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

、②利用者
りようしゃ

が安心
あんしん

して安全
あんぜん

に生活
せいかつ

できる

場
ば

の確保
か く ほ

、③利用者
りようしゃ

の地域
ち い き

生活移行
い こ う

の促進
そくしん

、に取
と

り組
く

むことを盛
も

り込
こ

み、同施設
どうしせつ

の

再生
さいせい

への道程
どうてい

を明示
め い じ

するものでした。 

 

 〔第
だい

４、５段落
だんらく

関係
かんけい

〕 

障害者
しょうがいしゃ

との対話
た い わ

を重
かさ

ね、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の 考
かんが

えに至
いた

った過
か

程
てい

と、これに

伴
ともな

い、県
けん

が「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」を発信
はっしん

し、これまでの障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

のあり方
かた

を見直
み な お

すに至
いた

った経緯
け い い

を明示
め い じ

しています。 

 

「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

実現
じつげん

宣言
せんげん

」 

これまでの障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

のあり方
かた

を見直
み な お

し、当事者
とうじしゃ

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 害
しょうがい

福祉
ふ く し

へ転換
てんかん

することを誓
ちか

いました（次
じ

頁
ぺーじ

に全文
ぜんぶん

掲載
けいさい

）。 

 

〔第
だい

６段落
だんらく

関係
かんけい

〕 

世界
せ か い

や我
わ

が国
くに

における、障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く法
ほう

制度
せ い ど

や環 境
かんきょう

の整備
せ い び

についての変遷
へんせん

を振
ふ

り返
かえ

る一方
いっぽう

、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らしていくことができる社会
しゃかい

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

は、いまだ道
みち

半
なか

ばである旨
むね

を課題
か だ い

提起
て い き

しています。 

 

「全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

」 

第
だい

２ 条
じょう

の定義
て い ぎ

規定
き て い

においても示
しめ

すとおり、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84

号
ごう

）第
だい

２ 条
じょう

第
だい

１号
ごう

に規定
き て い

する「障害者
しょうがいしゃ

」であり「身体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ち て き

障 害
しょうがい

、精神
せいしん

障 害
しょうがい

（発達
はったつ

障 害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障 害
しょうがい

（以下
い か

「障 害
しょうがい

」と総 称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、障 害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は

社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状 態
じょうたい

にあるもの」です。条 例
じょうれい

における「障害者
しょうがいしゃ

」

は障 害
しょうがい

の種別
しゅべつ

にかかわらず「全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

」であることを明示
め い じ

しています。 

 

〔第
だい

７段落
だんらく

関係
かんけい

〕 

上記
じょうき

の現 状
げんじょう

に向
む

き合
あ

い、地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して全
すべ

ての県民
けんみん

が一体
いったい

とな
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って取
と

り組
く

むための普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みの必要性
ひつようせい

を明示
め い じ

しています。 

 

〔第
だい

８段落
だんらく

関係
かんけい

〕 

前段
ぜんだん

までに記
しる

した認識
にんしき

の下
もと

、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を進
すす

めていくための基本的
きほんてき

な規範
き は ん

として、条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する旨
むね

を明示
め い じ

しています。 

 

＜参考
さんこう

掲載
けいさい

＞ 

「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」 

～あなたの 心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を 傾
かたむ

け、お互
たが

いの 心
こころ

が 輝
かがや

くことを目指
め ざ

します～ 

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。 

私
わたし

たちは「虐 待
ぎゃくたい

」は絶対
ぜったい

に認
みと

めません。強度
きょうど

の行動障
こうどうしょう

がいの方
かた

に対
たい

して、周
まわ

りの人
ひと

や自分
じ ぶ ん

を

傷
きず

つけるから、音
おと

や 光
ひかり

などに過敏
か び ん

に反応
はんのう

し過
す

ぎるから、長時間
ちょうじかん

、部屋
へ や

に閉
と

じ込
こ

めておく、車
くるま

いす

に縛
しば

り付
つ

けておく、安全
あんぜん

安心
あんしん

のためにはやむをえないということで、これまではそんな支援
し え ん

が当
あ

たり前
まえ

のように行
おこ

なわれていました。 

しかし、それは明
あき

らかに「虐 待
ぎゃくたい

」です。時代
じ だ い

は大きく変
か

わり、法律
ほうりつ

も変
か

わりました。「虐 待
ぎゃくたい

」

の定義
て い ぎ

も変
か

わりました。それにも関
かか

わらず、現場
げ ん ば

では同
おな

じような支援
し え ん

、すなわち「虐 待
ぎゃくたい

」が続
つづ

い

ていたのです。 

それは県立
けんりつ

施設
し せ つ

においても例外
れいがい

ではありませんでした。県
けん

として、障
しょう

がい者
しゃ

のみなさんに対
たい

し

て、心
こころ

からお詫
わ

びいたします。そんな支援
し え ん

を続
つづ

けていた事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、みんな反省
はんせい

し、支援
し え ん

のあり方
かた

を変
か

えなければならないと 私
わたし

たちは思
おも

います。 

「虐 待
ぎゃくたい

」は絶対
ぜったい

に許
ゆる

されることではありません。あなたは 障
しょう

がい者
しゃ

であるまえに、人間
にんげん

です。

人間
にんげん

だからこそ、一人
ひ と り

の人間
にんげん

として尊 重
そんちょう

されるのは当然
とうぜん

の権利
け ん り

です。 

私
わたし

たちは部屋
へ や

に閉
と

じ込
こ

められている当事者
とうじしゃ

ご本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

って 考
かんが

えます。なぜ、あなたは

周
まわ

りの人
ひと

や自分
じ ぶ ん

を傷
きず

つけるような行動
こうどう

をしてしまうのでしょうか。もしかしたら、あなたは自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ちをうまく 表
あらわ

せないだけかもしれません。自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ちを聞
き

いて欲
ほ

しいと 訴
うった

えているに

違
ちが

いないと考えて接
せっ

すれば、全然
ぜんぜん

違
ちが

ったサポート
さ ぽ ー と

ができるはずです。 

私
わたし

たちはそんなあなたの 心
こころ

の声
こえ

に一生懸命
いっしょうけんめい

、耳
みみ

を 傾
かたむ

けます。あなたの思
おも

いを受
う

け止
と

め、工夫
く ふ う

をしながらサポート
さ ぽ ー と

します。そうすればきっとあなたは安心
あんしん

してくれるに違
ちが

いない。それが 私
わたし

た

ちにとっても大
おお

きな 喜
よろこ

びにつながるはずです。それがお互
たが

いの 心
こころ

が 輝
かがや

く 障
しょう

がい福祉
ふ く し

です。 

施設
し せ つ

はあなたが地域
ち い き

の仲間
な か ま

たちとのつながりの中
なか

で暮
く

らしていけるよう、一緒
いっしょ

に 考
かんが

え、みんな

で支
ささ

え、準備
じゅんび

をする場
ば

です。一 生
いっしょう

そこで過
す

ごしていただく場
ば

ではありません。あなたは自分
じ ぶ ん

の住
す

む場所
ば し ょ

を自分
じ ぶ ん

で決
き

めることができます。 

かつて、周
まわ

りの人
ひと

を傷
きず

つけるからという理由
り ゆ う

で、ずっと部屋
へ や

に閉
と

じ込
こ

められていた人
ひと

が、「当事者
とうじしゃ
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目線
め せ ん

の支援
し え ん

」を受
う

けることになったことで、生
い

き生
い

きと 働
はたら

けるようになっていました。 

支援
し え ん

のあり方
かた

によって、こんなに変
か

わるんだ。それは希望
き ぼ う

の 光
ひかり

でした。こういう支援
し え ん

が拡
ひろ

がっ

ていけば、必
かなら

ずや、「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

」は実現
じつげん

できるに違
ちが

いないと、私
わたし

たちは確信
かくしん

しま

した。 

どんな 障
しょう

がいがあっても、支
ささ

えあい、愛
あい

と思
おも

いやりにあふれ、みんなのいのちが 輝
かがや

く、「とも

に生
い

きる社会
しゃかい

」を実現
じつげん

するべく全 力
ぜんりょく

を尽
つ

くすことを 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

、そしてすべての

県民
けんみん

の皆様
みなさま

に誓
ちか

います。 

令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

16日
にち

 神奈川県
か な が わ け ん

知事
ち じ

 黒岩
くろいわ

祐治
ゆ う じ
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〇 総則的
そうそくてき

規定
き て い

（第
だい

１ 条
じょう

から第
だい

7 条
じょう

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、条 例
じょうれい

の制定
せいてい

目的
もくてき

を明
あき

らかにするものです。 

具体的
ぐたいてき

には、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

る、という条 例
じょうれい

の直接的
ちょくせつてき

な目的
もくてき

の規定
き て い

に加
くわ

え、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

についての基本
き ほ ん

理念
り ね ん

や、県
けん

、県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

が取
と

り組
く

むべき責務
せ き む

や基本的
きほんてき

な事項
じ こ う

を定
さだ

めることとしています。こうした

ことにより、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

が確保
か く ほ

され、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の望
のぞ

みや願
ねが

いを尊 重
そんちょう

し、

自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らすことのできる、地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを定
さだ

めていま

す。 

 

【解説
かいせつ

】 

条 例
じょうれい

は、直接的
ちょくせつてき

な目的
もくてき

として「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

り」、高次
こ う じ

の

目的
もくてき

として「障害者
しょうがいしゃ

が障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とするいかなる差別
さ べ つ

及
およ

び虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けることな

く、 自
みずか

らの望
のぞ

む暮
く

らしを実現
じつげん

することができ、障害者
しょうがいしゃ

のみならず誰
だれ

もが 喜
よろこ

びを

実感
じっかん

することができる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを目的
もくてき

とする」ことを

明示
め い じ

しています。 

 

「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」 

第
だい

３ 条
じょう

に掲
かか

げる基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を指
さ

しています。 

 

「県
けん

、県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

の責務
せ き む

」 

第
だい

４ 条
じょう

に定
さだ

める県
けん

の責務
せ き む

、第
だい

６ 条
じょう

に定
さだ

める県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

、第
だい

７ 条
じょう

に定
さだ

める障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を指
さ

しています。 

 

「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するための基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定
さだ

める」 

   第
だい

８ 条
じょう

及
およ

び９ 条
じょう

による基本的
きほんてき

な計画
けいかく

の策定
さくてい

や、後
のち

の各 条
かくじょう

において障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する事項
じ こ う

、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

や虐 待
ぎゃくたい

の禁止
き ん し

及び防止
ぼ う し

に関
かん

 （目的） 

第１条 この条 例
じょうれい

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

について、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、及
およ

び

県
けん

、県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするとともに、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するための基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定
さだ

めることにより、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

り、もって障害者
しょうがいしゃ

が障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とするいかなる差別
さ べ つ

及
およ

び虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けることなく、

自
みずか

らの望
のぞ

む暮
く

らしを実現
じつげん

することができ、障 害 者
」しょうがいしゃ

のみならず誰
だれ

もが 喜
よろこ

びを実感
じっかん

することができる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを目的
もくてき

とする。 
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する事項
じ こ う

、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

に関
かん

する事項
じ こ う

、体制
たいせい

の整備
せ い び

や広域的
こういきてき

な

調 整
ちょうせい

に関
かん

する事項
じ こ う

などを定
さだ

めることを指
さ

しています。 

 

「 自
みずか

らの望
のぞ

む暮
く

らしを実現
じつげん

することができ、障害者
しょうがいしゃ

のみならず誰
だれ

もが 喜
よろこ

びを

実感
じっかん

することができる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

」 

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の実践
じっせん

により、障害者
しょうがいしゃ

の 心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を 傾
かたむ

け、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの望
のぞ

む暮
く

らしを実現
じつげん

することで、周
まわ

りの人々
ひとびと

も 喜
よろこ

びを実感
じっかん

し、その様子
よ う す

を見
み

た障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

もまた嬉
うれ

しくなる、といった双方向
そうほうこう

の 喜
よろこ

びが生
う

まれ、「支え手
て

」

「受
う

け手
て

」という関係
かんけい

を超
こ

えて、互
たが

いに支
ささ

え合
あ

う地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

していくこ

とを指
さ

しています。  
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、条 例
じょうれい

において繰
く

り返
かえ

し用
もち

いられる重 要
じゅうよう

な用語
よ う ご

について、用語
よ う ご

の

解 釈 上
かいしゃくじょう

の疑義
ぎ ぎ

をなくす必要
ひつよう

があることから、その定義
て い ぎ

を定
さだ

めるものです。具体的
ぐたいてき

には、「障 害
しょうがい

」「障害者
しょうがいしゃ

」「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

」「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

」について定義
て い ぎ

しています。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

条 例
じょうれい

において「障 害
しょうがい

」及
およ

び「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

については、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）の規定
き て い

に基
もと

づくことを明示
め い じ

しています。同法
どうほう

では「障害者
しょうがいしゃ

」の

定義
て い ぎ

を「身体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ち て き

障 害
しょうがい

、精神
せいしん

障 害
しょうがい

（発達
はったつ

障 害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

 （定義
て い ぎ

） 

第
だい

２ 条
じょう

 この条 例
じょうれい

において「障 害
しょうがい

」とは、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）第
だい

２ 条
じょう

第
だい

１号
ごう

に規定
き て い

する障 害
しょうがい

をいい、「障害者
しょうがいしゃ

」とは同号
どうごう

に規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

をいう。 

２ この条 例
じょうれい

において「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

」とは、障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる誰
だれ

もが

障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の立場
た ち ば

に立
た

ち、その望
のぞ

みと願
ねが

いを尊 重
そんちょう

し、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの意思
い し

に基
もと

づいて必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら暮
く

らすことができるよう社会
しゃかい

環 境
かんきょう

を整備
せ い び

する

ことにより実現
じつげん

される障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

をいう。 

３ この条 例
じょうれい

において「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」とは、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

すること

（以下
い か

「自己
じ こ

決定
けってい

」という。）が困難
こんなん

な場合
ば あ い

において、可能
か の う

な限
かぎ

り 自
みずか

らの意思
い し

が反映
はんえい

された日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、自己
じ こ

決定
けってい

を支援
し え ん

することを

いう。 

４ この条 例
じょうれい

において「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

」とは、障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」という。）第
だい

５ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、

同 条
どうじょう

第
だい

11項
こう

に規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

を経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、同 条
どうじょう

第
だい

19項
こう

に

規定
き て い

する一般
いっぱん

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

又
また

は特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、同 条
どうじょう

第
だい

27項
こう

に規定
き て い

す

る移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、同条第
どうじょうだい

28項
こう

に規定
き て い

する地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を経営
けいえい

す

る事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

及
およ

び同 条
どうじょう

第
だい

29項
こう

に規定
き て い

する福祉
ふ く し

ホーム
ほ ー む

を経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

並
なら

びに児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

164号
ごう

）第
だい

６ 条
じょう

の２の２第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、同条第
どうじょうだい

６項
こう

に規定
き て い

する障害児相談支援事業
しょうがいじそうだんしえんじぎょう

を 行
おこな

う

者
もの

及
およ

び同法
どうほう

第
だい

７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

又
また

は児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を

経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

をいう。 
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の障 害
しょうがい

（以下
い か

「障 害
しょうがい

」と総 称
そうしょう

する。）がある者
もの

であつて、障 害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状 態
じょうたい

にあるものを

いう」としています。 

同法
どうほう

は、我
わ

が国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するための施策
し さ く

についての

基本
き ほ ん

事項
じ こ う

を定
さだ

めた法律
ほうりつ

であり、条 例
じょうれい

においても、同法
どうほう

に規定
き て い

する「障 害
しょうがい

」及
およ

び

「障害者
しょうがいしゃ

」と同様
どうよう

とすることが適当
てきとう

であると 考
かんが

えました。 

条 例
じょうれい

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

のように、具体的
ぐたいてき

な給付法
きゅうふほう

ではありませんので、

客観的
きゃっかんてき

な認定
にんてい

等
とう

に基
もと

づく対 象
たいしょう

範囲
は ん い

の確定
かくてい

は要
よう

さないことから、理念
り ね ん

や施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を定
さだ

める障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の規定
き て い

を引用
いんよう

することとしたものです。 

また、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

における「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

については、数次
す う じ

の法
ほう

改正
かいせい

が 行
おこな

われ、平成
へいせい

23年
ねん

の改正
かいせい

では、身体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ち て き

障 害
しょうがい

、精神
せいしん

障 害
しょうがい

のある者
もの

に加
くわ

えて、

「その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

障 害
しょうがい

がある者
もの

」が追加
つ い か

され、この具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

について、

国会
こっかい

審議
し ん ぎ

で、「難 病
なんびょう

による心身
しんしん

の機能
き の う

障 害
しょうがい

等
とう

も含
ふく

まれる」との答弁
とうべん

がなされており、

条 例
じょうれい

における「障害者
しょうがいしゃ

」も同様
どうよう

です。 

 

（参考
さんこう

）他
た

制度
せ い ど

の「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

 

障 害
しょうがい

年金
ねんきん

制度
せ い ど

や、税金
ぜいきん

の減免
げんめん

、公営
こうえい

住 宅
じゅうたく

の優
ゆう

先入居
せんにゅうきょ

など障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する施策
し さ く

においては

障 害
しょうがい

の範囲
は ん い

を定
さだ

めてサービス
さ ー び す

を提 供
ていきょう

しています。さらに、鉄道
てつどう

、バス
ば す

、タクシー
た く し ー

等
とう

民間
みんかん

企業
きぎょう

の

サービス
さ ー び す

まで含
ふく

めればさらに多
おお

くの制度
せ い ど

が存在
そんざい

し、それぞれ障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

をもっており、 必
かなら

ずしも共 通
きょうつう

してはいません。例
たと

えば、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

による身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

と年金
ねんきん

各法
かくほう

による

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

は異
こと

なっていますが、これは、各制度
かくせいど

の目的
もくてき

に照
て

らして障害者
しょうがいしゃ

を定義
て い ぎ

して

いるからです。 

 

〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

条 例
じょうれい

において、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

」の定義
て い ぎ

は、障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる誰
だれ

もが

障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の立場
た ち ば

に立
た

ち、その望
のぞ

みと願
ねが

いを尊 重
そんちょう

し、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの意思
い し

に基
もと

づいて必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら暮
く

らすことができるよう社会
しゃかい

環 境
かんきょう

を整備
せ い び

する

ことにより実現
じつげん

される障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

、としています。 

なお、障害者
しょうがいしゃ

によるワーキンググループ
わ ー き ん ぐ ぐ る ー ぷ

で作成
さくせい

した「みんなで読
よ

める神奈川県
か な が わ け ん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条 例
じょうれい

～ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して～」では、「障 害
しょうがい

のある人
ひと

に関係
かんけい

するすべての人
ひと

が、本人
ほんにん

の気持
き も

ちになって 考
かんが

えることです」「本人
ほんにん

の望
のぞ

みと願
ねが

いを大事
だ い じ

にすることです」「障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ちや 考
かんが

えで、

自分
じ ぶ ん

に必要
ひつよう

なサポート
さ ぽ ー と

を受
う

けながら暮
く

らすことができるような社会
しゃかい

をつくること

です」としています。 
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「社会
しゃかい

環 境
かんきょう

を整備
せ い び

する」 

「社会
しゃかい

環 境
かんきょう

」は「自然
し ぜ ん

環 境
かんきょう

」に相対
そうたい

する用語
よ う ご

で、自然
し ぜ ん

環 境
かんきょう

以外
い が い

は全
すべ

て社会
しゃかい

環 境
かんきょう

であると言
い

えます。したがって、条 例
じょうれい

でいう「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

」

は、障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら、自分
じ ぶ ん

らしい暮
く

らしを実現
じつげん

するための

施策
し さ く

について、関係者
かんけいしゃ

は非常
ひじょう

に広
ひろ

い範囲
は ん い

で取
と

り組
く

む必要
ひつよう

があることを 表
あらわ

してい

ます。 

令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

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

」において、県
けん

は、次
つぎ

の

考
かんが

えを述
の

べています。 

   ＜「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

実現
じつげん

宣言
せんげん

」一部
い ち ぶ

抜粋
ばっすい

＞ 

私
わたし

たちは部屋
へ や

に閉
と

じ込
こ

められている当事者
とうじしゃ

ご本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

って 考
かんが

えます。なぜ、あなた

は周
まわ

りの人
ひと

や自分
じ ぶ ん

を傷
きず

つけるような行動
こうどう

をしてしまうのでしょうか。もしかしたら、あなたは

自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ちをうまく 表
あらわ

せないだけかもしれません。自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ちを聞
き

いて欲
ほ

しいと 訴
うった

えて

いるに違
ちが

いないと 考
かんが

えて接
せっ

すれば、全然
ぜんぜん

違
ちが

ったサポート
さ ぽ ー と

ができるはずです。 私
わたし

たちはそんな

あなたの 心
こころ

の声
こえ

に一生懸命
いっしょうけんめい

、耳
みみ

を 傾
かたむ

けます。あなたの思
おも

いを受
う

け止
や

め、工夫
く ふ う

をしながら

サポート
さ ぽ ー と

します。そうすればきっとあなたは安心
あんしん

してくれるに違
ちが

いない。それが 私
わたし

たちにとっ

ても大
おお

きな 喜
よろこ

びにつながるはずです。それがお互
たが

いの 心
こころ

が 輝
かがや

く 障
しょう

がい福祉
ふ く し

です。  

施設
し せ つ

はあなたが地域
ち い き

の仲間
な か ま

たちとのつながりの中
なか

で暮
く

らしていけるよう、一緒
いっしょ

に 考
かんが

え、みん

なで支
ささ

え、準備
じゅんび

をする場
ば

です。一 生
いっしょう

そこで過
す

ごしていただく場
ば

ではありません。あなたは自分
じ ぶ ん

の住
す

む場所
ば し ょ

を自分
じ ぶ ん

で決
き

めることができます。 

かつて、周
まわ

りの人
ひと

を傷
きず

つけるからという理由
り ゆ う

で、ずっと部屋
へ や

に閉
と

じ込
こ

められていた人
ひと

が、

『当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

』を受
う

けることになったことで、生
い

き生
い

きと 働
はたら

けるようになっていました。 

支援
し え ん

のあり方
かた

によって、こんなに変
か

わるんだ。それは希望
き ぼ う

の 光
ひかり

でした。こういう支援
し え ん

が拡
ひろ

が

っていけば、必
かなら

ずや、「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

」は実現
じつげん

できるに違
ちが

いないと、私
わたし

たちは確信
かくしん

しました。 

条 例
じょうれい

に定義
て い ぎ

する「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

」は、これまでの障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

のあり方
かた

を転換
てんかん

し、上記
じょうき

のような 考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえた社会
しゃかい

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

です。 

 

〔第
だい

３項
こう

関係
かんけい

〕 

「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」については、国
くに

において、「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の提 供
ていきょう

に係
かか

る

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

ガイドライン
が い ど ら い ん

」（平成
へいせい

29年
ねん

3月
がつ

31日
ひ

、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

部長
ぶちょう

通知
つ う ち

）（以下
い か

「国
くに

ガイドライン
が い ど ら い ん

」といいます。）が策定
さくてい

されており、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の

定義
て い ぎ

を、「 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

することに困難
こんなん

を抱
かか

える障害者
しょうがいしゃ

が、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

に関
かん

して 自
みずか

らの意思
い し

が反映
はんえい

された生活
せいかつ

を送
おく

ることができるように、可能
か の う

な限
かぎ

り本人
ほんにん

が 自
みずか

ら意思
い し

決定
けってい

できるよう支援
し え ん

し、本人
ほんにん

の意思
い し

の確認
かくにん

や意思
い し

及び選好
せんこう

を

推定
すいてい

し、支援
し え ん

を尽
つ

くしても本人
ほんにん

の意思
い し

及
およ

び選好
せんこう

の推定
すいてい

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

には、最後
さ い ご

の
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手段
しゅだん

として本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

を検討
けんとう

するために事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の職 員
しょくいん

が 行
おこな

う支援
し え ん

の行為
こ う い

及
およ

び仕組
し く

み」としています。 

国
くに

ガイドライン
が い ど ら い ん

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

における「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の配慮
はいりょ

」に関
かん

する規定
き て い

を踏
ふ

まえて策定
さくてい

されたものです。 

条 例
じょうれい

において「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」の定義
て い ぎ

は、国
くに

ガイドライン
が い ど ら い ん

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ

「障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

すること（自己
じ こ

決定
けってい

）が困難
こんなん

な場合
ば あ い

において、可能
か の う

な

限
かぎ

り 自
みずか

らの意思
い し

が反映
はんえい

された日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、

自己
じ こ

決定
けってい

を支援
し え ん

すること」としています。 

障害者
しょうがいしゃ

権利条 約
じょうやく

は、自分
じ ぶ ん

で自分
じ ぶ ん

の意思
い し

決定
けってい

を 行
おこな

う権利
け ん り

（自己
じ こ

決定権
けっていけん

）を明示
め い じ

し

ていることから、条 例
じょうれい

では、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

することを「自己
じ こ

決定
けってい

」と

言い換
か

えています。 

 

＜参考
さんこう

＞障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

と「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」の用語
よ う ご

の関係
かんけい

 

「意思
い し

決定
けってい

」という文言
もんごん

が初
はじ

めて登 場
とうじょう

したのは、平成
へいせい

18年
どし

に国連
こくれん

で採択
さいたく

された障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

の草案
そうあん

の第
だい

12 条
じょう

の議論
ぎ ろ ん

とされています。この中
なか

で、支援付
え ん つ

き意思
い し

決定
けってい

「supported
さ ぽ ー て っ ど

 decision
で ぃ し じ ょ ん

 

making
めいきんぐ

」との表 現
ひょうげん

がなされています。これは、自己
じ こ

決定
けってい

「self
せ る ふ

-determination
で ぃ た ー み ね ー し ょ ん

」とは異
こと

なる表 現
ひょうげん

をとっており、日本
に ほ ん

国内
こくない

に対
たい

し議論
ぎ ろ ん

の経過
け い か

を紹 介
しょうかい

する際
さい

の和訳
わ や く

（仮訳
かりやく

）で「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」とさ

れました。 

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

は、自分
じ ぶ ん

で自分
じ ぶ ん

の意思
い し

決定
けってい

を 行
おこな

う権利
け ん り

（自己
じ こ

決定権
けっていけん

）を認
みと

めており、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

は自己
じ こ

決定
けってい

が困難
こんなん

な人
にん

が意思
い し

決定
けってい

を 行
おこな

うための支援
し え ん

であると言
い

うことができ、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の核
かく

には、自己
じ こ

決定
けってい

があると 考
かんが

えられるところです。４) ５）６） 

 

〔第
だい

４項
こう

関係
かんけい

〕 

条 例
じょうれい

において、「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

」については、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

及び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

164号
ごう

）に基づく公的
こうてき

な障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

サー

ビスを実施
じ っ し

する者
しゃ

のうち、以下
い か

を限定
げんてい

列挙
れっきょ

することにより、その範囲
は ん い

を明示
め い じ

してい

ます。 

 

① 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

 

② 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

を経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

 

③ 一般
いっぱん

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

又
また

は特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

 

④ 移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

 

⑤ 地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

 

⑥ 福祉
ふ く し

ホーム
ほ ー む

を経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

 

⑦ 障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの
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⑧ 障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

 

⑨ 障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

又
また

は児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

 

 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

及
およ

び 児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に 基
もと

づ き 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の 公的
こうてき

サービス
さ ー び す

を提 供
ていきょう

する事
じ

業 者
ぎょうしゃ

としては、上記
じょうき

の他
ほか

にも補
ほ

装具事
そ う ぐ じ

業 者
ぎょうしゃ

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

利用
り よ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
しゃ

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付者
きゅうふしゃ

、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
しゃ

等
とう

があ

りますが、条 例
じょうれい

では、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

として、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

、虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

に努
つと

める旨
むね

を定
さだ

めていることを踏
ふ

まえ、

対 象
たいしょう

範囲
は ん い

を上記
じょうき

に限定
げんてい

しているものです。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

  本 条
ほんじょう

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に当
あ

たっての基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

を定
さだ

める

ものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」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

込
こ

められた 考
かんが

え等
とう

を踏
ふ

まえ、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

していく上
うえ

での基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

を示
しめ

すため、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

めるものです。 

条 例
じょうれい

案
あん

の検討
けんとう

に先立
さ き だ

ち、本県
ほんけん

のおよそ 20年後
ね ん ご

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

のあるべき 姿
すがた

を議論
ぎ ろ ん

するため、本県
ほんけん

は、令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

、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

を設置
せ っ ち

し、令和
れ い わ

４年
ねん

３月
がつ

に

同委員会
どういいんかい

による報告書
ほうこくしょ

が取
と

りまとめられました。この報告書
ほうこくしょ

において、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

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

として、「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

」が示
しめ

され、これが条 例
じょうれい

案
あん

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の検討
けんとう

の基礎
き そ

となっています。また、

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

の報告書
ほうこくしょ

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

が強
つよ

く意識
い し き

されており、その

考
かんが

えは条 例
じょうれい

案
あん

の検討
けんとう

に引
ひ

き継
つ

がれています。 

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

の起草
き そ う

に関
かん

する交 渉
こうしょう

（アドホック
あ ど ほ っ く

委員会
いいんかい

）には、“Nothing
な っ し ん ぐ

 

About
あ ば う と

 Us
あす

 Without
う ぃ ざ う と

 Us
あす

”（ 私
わたし

たちのことを、私
わたし

たち抜
ぬ

きに決
き

めないで）をスローガン
す ろ ー が ん

に、障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が主体的
しゅたいてき

に関
かん

与
よ

し、国際
こくさい

社会
しゃかい

の総意
そ う い

で、名実
めいじつ

ともに障害者
しょうがいしゃ

のため

の条 約
じょうやく

が起
き

草
そう

され、平成
へいせい

18年
ねん

12月
がつ

に国連
こくれん

総会
そうかい

において採択
さいたく

されました。 

我
わ

が国
くに

は平成
へいせい

26年
ねん

１月
がつ

に批准
ひじゅん

しましたが、同条約
どうじょうやく

締約
ていやく

国
くに

にある地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

とし

て、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

の各規定
かくきてい

がしっかりと実体化
じったいか

されるように、という 考
かんが

えが

 （基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第
だい

３ 条
じょう

 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を旨
むね

として図
はか

られなけれ

ばならない。 

⑴ 全
すべ

ての県民
けんみん

が、等
ひと

しく人格的
じんかくてき

に自律
じ り つ

した存在
そんざい

として主体的
しゅたいてき

に 自
みずか

らの生
い

き方
かた

を

追 求
ついきゅう

することができ、かつ、その個人
こ じ ん

としての尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられること。 

⑵ 障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の自己
じ こ

決定
けってい

が尊 重
そんちょう

されること。 

⑶ 障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

する場所
ば し ょ

で、希望
き ぼ う

するように暮
く

らすことができること。 

⑷ 障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

及
およ

び生活
せいかつ

の実態
じったい

に応
おう

じて関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

し、

障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の持
も

つ可能性
かのうせい

が尊 重
そんちょう

されること。 

⑸ 障害者
しょうがいしゃ

のみならず、障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる人々
ひとびと

も 喜
よろこ

びを実感
じっかん

することができること。 

⑹ 多様
た よ う

な人々
ひとびと

により地域
ち い き

社会
しゃかい

が構
こう

成
せい

されているという認識
にんしき

の下
した

に、全
すべ

ての県民
けんみん

が、

障 害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

め、相互
そ う ご

に支
ささ

え合
あ

いながら、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で取
と

り組
く

むこと。 
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この基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の基底
き て い

に置
お

かれています。 

 

〔第
だい

１号
ごう

関係
かんけい

〕 

本号
ほんごう

にいう「人格的
じんかくてき

に自律
じ り つ

した存在
そんざい

として主体的
しゅたいてき

に 自
みずか

らの生
い

き方
かた

を追 求
ついきゅう

するこ

とができ」は、「自分
じ ぶ ん

の行為
こ う い

を主体的
しゅたいてき

に規制
き せ い

すること。外部
が い ぶ

からの支配
し は い

や制御
せいぎょ

から脱
だっ

して、自身
じ し ん

の立
た

てた規範
き は ん

に 従
したが

って行動
こうどう

すること」を示
しめ

しています。 

我
わ

が国
くに

のこれまでの社会保障
ほしょう

制度
せ い ど

は、憲法
けんぽう

25 条
じょう

の「生存権
せいぞんけん

保障
ほしょう

」に根拠
こんきょ

を置
お

いた

給付
きゅうふ

を中 心
ちゅうしん

とした制度
せ い ど

・施策
し さ く

でした。このため、現代
げんだい

社会
しゃかい

が抱
かか

える、社会的
しゃかいてき

な孤立
こ り つ

・

孤独
こ ど く

といった「社会的
しゃかいてき

排除
はいじょ

」に対応
たいおう

できにくくなっているとの指摘
し て き

があります。こ

うしたことから、今後
こ ん ご

の社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

は、憲法
けんぽう

13 条
じょう

の「幸福
こうふく

追求権
ついきゅうけん

」に根拠
こんきょ

を見
み

いだし、人格的
じんかくてき

に自律
じ り つ

し、主体的
しゅたいてき

に 自
みずか

らの生
い

き方
かた

を追 求
ついきゅう

していくことを可能
か の う

にす

るための条 件
じょうけん

整備
せ い び

とする制度
せ い ど

・施策
し さ く

へ転換
てんかん

してく必要
ひつよう

があるとの 考
かんが

えが広
ひろ

がって

きています。 

「個人
こ じ ん

としての尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられること」は、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

においても明
あき

ら

かにされた「障害者
しょうがいしゃ

を保護
ほ ご

の客 体
きゃくたい

から権利
け ん り

の主体
しゅたい

へ」という 考
かんが

え方
かた

への転換
てんかん

を示
しめ

すものであり、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第
だい

１ 条
じょう

の目的
もくてき

規定
き て い

においても踏
ふ

まえられてお

り、条 例
じょうれい

においても前提
ぜんてい

とすべき要素
よ う そ

であることから、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

において明示
め い じ

して

います。 

 

〔第
だい

２号
ごう

関係
かんけい

〕 

条 例
じょうれい

では、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

することを「自己
じ こ

決定
けってい

」と言
い

い換
か

えていま

す。条 例
じょうれい

に基
もと

づく様々
さまざま

な施策
し さ く

を実施
じ っ し

するに当
あ

たり、自己
じ こ

決定
けってい

を尊 重
そんちょう

することは

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

において大前提
だいぜんてい

となる要素
よ う そ

であるため、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として

明示
め い じ

しています。 

 

〔第
だい

３号
ごう

関係
かんけい

〕 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において「全
すべ

て障害者
しょうがいしゃ

は、可能
か の う

な限
かぎ

り、どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかに

ついての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

において他
た

の人々
ひとびと

と共 生
きょうせい

することを 妨
さまた

げられないこと」と規定
き て い

されています。 

条 例
じょうれい

においては、「障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

する場所
ば し ょ

で、希望
き ぼ う

するように暮
く

らすことが

できる」ことを、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に当
あ

たっての基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として明示
め い じ

し

ています。 

 

〔第
だい

４号
ごう

関係
かんけい

〕 

障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ひとりの性別
せいべつ

や、年齢
ねんれい

など、それぞれの置
お

かれている 状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

し
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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

です。

障害者
しょうがいしゃ

の行動
こうどう

を課題
か だ い

のある行動
こうどう

と捉
とら

えるのではなく、その人
ひと

の可能性
かのうせい

を引
ひ

き出
だ

す

ことが、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の前提
ぜんてい

とすべき事項
じ こ う

であることから、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に

明示
め い じ

しています。 

 

「関係者
かんけいしゃ

」 

県
けん

、市町村
しちょうそん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、支援者
しえんしゃ

、関係
かんけい

団体
だんたい

、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

などを想定
そうてい

しています。 

 

〔第
だい

５号
ごう

関係
かんけい

〕 

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、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

から施設
し せ つ

整備
せ い び

を 行
おこな

い、令和
れ い わ

３年
ねん

７月
がつ

に 新
あたら

しい津久井
つ く い

やまゆり園
えん

が完成
かんせい

、同年
どうねん

11月
づき

に芹
せり

が谷
たに

やまゆり園
えん

が完成
かんせい

しました。令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

16日
にち

に 行
おこな

われた芹
せり

が谷
たに

やまゆり園
えん

の開所式
かいしょしき

で、県
けん

は、

津久井
つ く い

やまゆり園
えん

と芹
せり

が谷
たに

やまゆり園
えん

の２つの施設
し せ つ

の開所
かいしょ

を 新
あたら

しい障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の

スタート
す た ー と

と位置
い ち

付
づ

け、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の 障
しょう

がい福祉実現
じつげん

宣言
せんげん

」を発信
はっしん

しました。 

そこでは、「なぜ、あなたは周
まわ

りの人
ひと

や自分
じ ぶ ん

を傷
きず

つけるような行動
こうどう

をしてしまうの

でしょうか。もしかしたら、あなたは自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ちをうまく 表
あらわ

せないだけかもしれ

ません。自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ちを聞
き

いて欲
ほ

しいと 訴
うった

えているに違
ちが

いないと 考
かんが

えて接
せっ

すれば、

全然
ぜんぜん

違
ちが

ったサポート
さ ぽ ー と

ができるはずです。 私
わたし

たちはそんなあなたの 心
こころ

の声
こえ

に

一生懸命
いっしょうけんめい

、耳
みみ

を 傾
かたむ

けます。あなたの思
おも

いを受
う

け止
や

め、工夫
く ふ う

をしながらサポート
さ ぽ ー と

し

ます。そうすればきっとあなたは安心
あんしん

してくれるに違
ちが

いない。それが 私
わたし

たちにとっ

ても大
おお

きな 喜
よろこ

びにつながるはずです。それがお互
たが

いの 心
こころ

が 輝
かがや

く 障
しょう

がい福祉
ふ く し

です」

として、支援
し え ん

する、される関係
かんけい

だけでなく、双方向
そうほうこう

の 喜
よろこ

びにつながる重要性
じゅうようせい

を示
しめ

しています。 

この宣言
せんげん

を踏
ふ

まえ、条 例
じょうれい

では、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

る 上
じょう

での基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として、「障害者
しょうがいしゃ

のみならず、障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる人々
ひとびと

も 喜
よろこ

びを実感
じっかん

することが

できること」を掲
かか

げています。 

 

〔第
だい

６号
ごう

関係
かんけい

〕 

「誰
だれ

一人
ひ と り

取り残
のこ

さない持続
じ ぞ く

可能
か の う

で多様性
たようせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん

」というＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の

考
かんが

え方
かた

は、今日
き ょ う

、世界
せ か い

共 通
きょうつう

の目 標
もくひょう

として広
ひろ

く知
し

られるようになっており、

ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の３番
ばん

「全
すべ

ての人
ひと

に健康
けんこう

と福祉
ふ く し

を」、８番
ばん

「 働
はたら

きがいも経済
けいざい

成 長
せいちょう

も」、10

番
ばん

「人
ひと

や国
くに

の不平等
ふびょうどう

をなくそう」、17番
ばん

「パートナーシップ
ぱ ー と な ー し っ ぷ

で目 標
もくひょう

を達成
たっせい

しよう」

の４つの目 標
もくひょう

の中
なか

には、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関連
かんれん

するターゲット
た ー げ っ と

が設定
せってい

されています。 

本県
ほんけん

は、「いのち 輝
かがや

く神奈川
か な が わ

」の実現
じつげん

に向
む

けて、ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

んでき

ており、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、多様性
たようせい

のある社会
しゃかい

の実現
じつげん
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に取
と

り組
く

んでいくという視点
し て ん

を持
も

ち続
つづ

けていくことが重 要
じゅうよう

です。 

こうした目 標
もくひょう

を達
たっ

成
せい

していくためには、全
すべ

ての県民
けんみん

が、障 害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

す

る理解
り か い

を深
ふか

め、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に取
と

り組
く

むことが必要
ひつよう

であり、

ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の 考
かんが

えは障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

との関連性
かんれんせい

が非常
ひじょう

に高
たか

いことから、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に取
と

り入
い

れています。  
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、条 例
じょうれい

における県
けん

の責務
せ き む

を定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第１項
こう

関係
かんけい

〕 

条 例
じょうれい

の第
だい

３ 条
じょう

に規定
き て い

する基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を踏
ふ

まえ、県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する総合的
そうごうてき

な施策
し さ く

を策定
さくてい

し、実施
じ っ し

しなければならないことを規定
き て い

しています。 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

においては、「障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

等
とう

のための施策
し さ く

は、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

及
およ

び生活
せいかつ

の実態
じったい

に応
おう

じて、かつ、有機的
ゆうきてき

連携
れんけい

の下
した

に総合的
そうごうてき

に、策定
さくてい

され、及
およ

び実施
じ っ し

されなければならない」（第
だい

10 条
じょう

関係
かんけい

）とさ

れており、同法
どうほう

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の中
なか

の「当事者本
とうじしゃほん

位
い

の総合的
そうごうてき

かつ分野
ぶ ん や

横断的
おうだんてき

な支援
し え ん

」においても、「障害者
しょうがいしゃ

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

、スポーツ
す ぽ ー つ

、福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、雇用
こ よ う

等
とう

の各分野
かくぶんや

の有機的
ゆうきてき

な連携
れんけい

の下
もと

、施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に展開
てんかい

し、切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を 行
おこな

う」「複数
ふくすう

の分野
ぶ ん や

にま

たがる課題
か だ い

については、各分野
かくぶんや

の枠
わく

のみにとらわれることなく、関係
かんけい

する機関
き か ん

、制度
せ い ど

等
とう

の必要
ひつよう

な連携
れんけい

を図
はか

ることを通
つう

じて総合的
そうごうてき

かつ横断的
おうだんてき

に対応
たいおう

していく必要
ひつよう

がある」

とされているところです。 

こうした、全
すべ

ての国民
こくみん

が障 害
しょうがい

の有無
う む

によって分け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に

人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

等
とう

のための施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

に政府
せ い ふ

一体
いったい

で取
と

り組
く

むという、我
わ

が国
くに

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえ、本 条
ほんじょう

を規定
き て い

したも

のです。 

 

  ＜関係
かんけい

法規
ほ う き

＞ 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45 年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84 号
ごう

） 

     （国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

） 

（県
けん

の責務
せ き む

） 

第
だい

４ 条
じょう

 県
けん

は、前 条
ぜんじょう

に定
さだ

める基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（以下
い か

「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」という。）にのっとり、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する総合的
そうごうてき

な施策
し さ く

を策定
さくてい

し、これを実施
じ っ し

する責務
せ き む

を有
ゆう

する。 

２ 県
けん

は、市町村
しちょうそん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

と連携
れんけい

し、障 害
しょうがい

及
およ

び当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めるための普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を 行
おこな

うものとする。 

３ 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

に、県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

又
また

はこれらの者
もの

の

組織
そ し き

する民間
みんかん

の団体
だんたい

（以下
い か

「県民
けんみん

等
とう

」という。）の意見
い け ん

を反映
はんえい

することができるよう

に必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 
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     第
だい

６ 条
じょう

 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、第
だい

１ 条
じょう

に規定
き て い

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

るため、前
ぜん

３

条
じょう

に定
さだ

める基本
き ほ ん

原則
げんそく

（以下
い か

「基本
き ほ ん

原則
げんそく

」という。）にのつとり、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

等
とう

のための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

する責務
せ き む

を有
ゆう

する。 

 

〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

条 例
じょうれい

の理念
り ね ん

を社会
しゃかい

に浸透
しんとう

させ、具体的
ぐたいてき

な施策
し さ く

として実施
じ っ し

していくためには、県
けん

が

県民
けんみん

に対
たい

して、しっかりと情 報
じょうほう

発信
はっしん

していくことが重 要
じゅうよう

です。 

このため、県
けん

は、市町村
しちょうそん

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

と連携
れんけい

しながら、障 害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

について

の理解
り か い

を深
ふか

め、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

への関心
かんしん

を高
たか

めるための普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を 行
おこな

わな

ければならないことを規定
き て い

しています。 

このことは、県議会
ぎ か い

での条 例
じょうれい

案
あん

の審議
し ん ぎ

における「条 例
じょうれい

の 考
かんが

えを県民
けんみん

に深
ふか

く理解
り か い

していただくことが大事
だ い じ

であり、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

にしっかり取
と

り組
く

まなければならない」

との指摘
し て き

を踏
ふ

まえ、県
けん

の責務
せ き む

規定
き て い

として明確
めいかく

に位置付
ち づ

けを 行
おこな

いました。 

なお、こうした情 報
じょうほう

発信
はっしん

を行う際
さい

には、本人
ほんにん

のニーズ
に ー ず

に合
あ

った手段
しゅだん

で、情 報
じょうほう

の

収 集
しゅうしゅう

や円滑
えんかつ

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を支援
し え ん

していくことが大切
たいせつ

であること（手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、点訳
てんやく

、音訳
おんやく

、拡大
かくだい

文字
も じ

、カラーユニバーサルデザイン
か ら ー ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

など）はもちろん、ＳＮＳ
えすえぬえす

など多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を用
もち

いる工夫
く ふ う

を 行
おこな

うことが重 要
じゅうよう

です。 

 

「事
じ

業 者
ぎょうしゃ

」 

本 条
ほんじょう

の事
じ

業 者
ぎょうしゃ

とは、この条 例
じょうれい

により、規制
き せ い

等
とう

の対 象
たいしょう

とするために特定
とくてい

し

なければならないものではなく、広
ひろ

く、事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

を想定
そうてい

しています。一般
いっぱん

に、「事
じ

業 者
ぎょうしゃ

」とは、個
こ

人事
じ ん じ

業 者
ぎょうしゃ

（個人
こ じ ん

事業
じぎょう

主
ぬし

、事業
じぎょう

を 行
おこな

う自然人
しぜんじん

）と法人
ほうじん

や

団体
だんたい

を指
さ

し、商 業
しょうぎょう

、工 業
こうぎょう

、金融業
きんゆうぎょう

その他
た

の事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
しゃ

を指
さ

します（独占
どくせん

禁止法
きんしほう

等
とう

）。したがって、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

や医療
いりょう

法人
ほうじん

などの公益
こうえき

法人
ほうじん

、公 共
こうきょう

法人
ほうじん

、

公
こう

企業
きぎょう

、私
し

企業
きぎょう

（普通
ふ つ う

法人
ほうじん

である株式
かぶしき

会社
がいしゃ

・有限
ゆうげん

会社
がいしゃ

などの会社
かいしゃ

）など法人
ほうじん

は全
すべ

て事
じ

業 者
ぎょうしゃ

です。なお、社団
しゃだん

や財団
ざいだん

で法人
ほうじん

でない社団
しゃだん

又
また

は財団
ざいだん

もありますが、そ

の代表者
だいひょうしゃ

又
また

は管理者
かんりしゃ

の定
さだ

めがあるものは、法人
ほうじん

とみなされ事
じ

業 者
ぎょうしゃ

とされます。 

 

 

〔第
だい

３項
こう

関係
かんけい

〕 

県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

を検討
けんとう

し実施
じ っ し

する際
さい

には、障害者
しょうがいしゃ

を

含
ふく

む県民
けんみん

はもとより、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

を含
ふく

む事業者
じぎょうしゃ

その他
た

関係
かんけい

団体
だんたい

、

関係
かんけい

機関
き か ん

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させることが重 要
じゅうよう

です。このため、こうした関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を

反映
はんえい

するために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じなければならないことを規定
き て い

したものです。 

具体的
ぐたいてき

には、第
だい

８ 条
じょう

及
およ

び第
だい

９ 条
じょう

に規定
き て い

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

を検討
けんとう

、策定
さくてい

する際
さい

に
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は適切
てきせつ

にパブリック
ぱ ぶ り っ く

・コメント
こ め ん と

（県民
けんみん

意見
い け ん

反映
はんえい

手続
てつづき

）や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

との意見
い け ん

交換
こうかん

な

どが、また、県
けん

の各種審
かくしゅしん

議会
ぎ か い

等
とう

、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

の検討
けんとう

が 行
おこな

われる際
さい

には、

関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

をしっかり聴 取
ちょうしゅ

する機会
き か い

を設
もう

けるといったことが想定
そうてい

されます。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

  本 条
ほんじょう

は、県
けん

が市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

協 力
きょうりょく

して、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

のための

施策
し さ く

の策定
さくてい

、実施
じ っ し

に努
つと

めるとともに、市町村
しちょうそん

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

る

ための施策
し さ く

が円滑
えんかつ

に実施
じ っ し

されるよう、県
けん

は市町村
しちょうそん

を支援
し え ん

することを定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

るための施策
し さ く

について、実効性
じっこうせい

のあるものと

して適切
てきせつ

に策定
さくてい

され、着 実
ちゃくじつ

な実施
じ っ し

につなげていくためには、県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

め

た県民
けんみん

に 最
もっと

も近
ちか

い市町村
しちょうそん

と緊密
きんみつ

に連携
れんけい

を図
はか

り、適時
て き じ

適切
てきせつ

に必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や

情 報
じょうほう

交換
こうかん

を 行
おこな

うなどし、協 力
きょうりょく

体制
たいせい

を構築
こうちく

していくことが重 要
じゅうよう

であり、県
けん

の努力
どりょく

義務
ぎ む

として規定
き て い

したものです。 

 

〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

県
けん

は、市町村
しちょうそん

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

るための施策
し さ く

をそれぞれの

地域
ち い き

において展開
てんかい

する際
さい

に、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や助言
じょげん

などを 行
おこな

わなければならな

いことを定
さだ

めたものです。 

 

「市町村
しちょうそん

」 

指定
し て い

都市
と し

、中 核
ちゅうかく

市
し

、その他
た

の市町村
しちょうそん

という区別
く べ つ

は 行
おこな

っておらず、県内
けんない

全
すべ

ての

市町村
しちょうそん

を対 象
たいしょう

としています。 

 

 

  

（市町村
しちょうそん

との連携
れんけい

） 

第
だい

５ 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

の策定
さくてい

及
およ

び実施
じ っ し

に当
あ

たっては、

市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、及
およ

び 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

２ 県
けん

は、市町村
しちょうそん

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

を策定
さくてい

し、又
また

は実施
じ っ し

しようと

するときは、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うものとする。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、この条 例
じょうれい

における県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

について定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

り、この条 例
じょうれい

の高次
こ う じ

の目的
もくてき

として掲
かか

げる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

につなげていくためには、障害者
しょうがいしゃ

の様々
さまざま

な生活
せいかつ

場面
ば め ん

において関
かか

わ

りを持
も

つ県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

がこの条 例
じょうれい

の理念
り ね ん

に共 感
きょうかん

し、それぞれの立場
た ち ば

から

主体的
しゅたいてき

に、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の推進
すいしん

に 協 力
きょうりょく

していただくことが重 要
じゅうよう

です。 

このため、県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

め

るとともに、県
けん

が実施
じ っ し

する当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

に 協 力
きょうりょく

するよう

努
つと

めることを定
さだ

めることとしたものです。 

その前提
ぜんてい

として、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

は、教 育
きょういく

や雇用
こ よ う

、住 宅
じゅうたく

、輸送
ゆ そ う

、商 工
しょうこう

、農 業
のうぎょう

な

ど、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

に関連
かんれん

することから、当然
とうぜん

に、県
けん

は事
じ

業 者
ぎょうしゃ

としっかり連携
れんけい

を図
はか

って

行
い

くことが重 要
じゅうよう

であり、また、障 害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

め県民
けんみん

総
そう

ぐるみで取
と

り組
く

む

ために、県
けん

は県民
けんみん

との連携
れんけい

をより強
つよ

めていくことが求
もと

められます。 

 

〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

障害者
しょうがいしゃ

の望
のぞ

みや願
ねが

いを尊 重
そんちょう

し、地域
ち い き

でいきいきと自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らしていくため

には、社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
た

多様
た よ う

な分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

を設
もう

けていくこと

が重 要
じゅうよう

です。その実
じつ

現
げん

には、県
けん

や市町村
しちょうそん

といった行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

だけではなく、様々
さまざま

な

立場
た ち ば

からの 協 力
きょうりょく

が得
え

られなければ困難
こんなん

であると 考
かんが

えられます。 

このため、県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、そうした機会
き か い

の確保
か く ほ

に 協 力
きょうりょく

していただける

よう、努
つと

めなければならない旨
むね

を規定
き て い

したものです。 

 

  

（県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

） 

第
だい

６ 条
じょう

 県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する

理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、県
けん

が実施
じ っ し

する当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

に

協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めなければならない。 

２ 県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
た

多様
た よ う

な分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

することができるよう機会
き か い

の確保
か く ほ

に努
つと

めなければならない。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、第
だい

２ 条
じょう

において定義
て い ぎ

した、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

につ

いて定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

は、第
だい

６ 条
じょう

の事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に含
ふく

めていますが、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する公的
こうてき

なサービス
さ ー び す

を提 供
ていきょう

するという極
きわ

めて公共性
こうきょうせい

の高
たか

い存在
そんざい

であること

から、一般
いっぱん

の事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

に加
くわ

えて、「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

、関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の活用
かつよう

、創 出
そうしゅつ

等
とう

を図
はか

りながら、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に努
つと

めなければならない」という努力
どりょく

義務
ぎ む

を定
さだ

めたものです。 

また、この条 例
じょうれい

は高次
こ う じ

の目的
もくてき

として「地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」を掲
かか

げており、

障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

していきいきと自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らしていくことができるよう、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

しながら、地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた責務
せ き む

を果
は

たすよう努
つと

めなければならないことを定
さだ

めるも

のです。 

 

 

  

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

） 

第
だい

７ 条
じょう

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

、関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の活用
かつよう

、創 出
そうしゅつ

等
とう

を図
はか

りながら、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に努
つと

めなければならない。 
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〇 基本的
きほんてき

規定
き て い

～実体的
じったいてき

規定
き て い

（第
だい

８ 条
じょう

から第
だい

26 条
じょう

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、知事
ち じ

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

について、総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

するための実行
じっこう

プラン
ぷ ら ん

として「基本的
きほんてき

な計画
けいかく

」を定
さだ

め、毎年度
まいねんど

、その

実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

について公 表
こうひょう

することを定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

この条 例
じょうれい

に基
もと

づく基本的
きほんてき

な計画
けいかく

（基本
き ほ ん

計画
けいかく

）は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するための関係
かんけい

施策
し さ く

について、どのようなことをいつまでに 行
おこな

うかという、施策
し さ く

の

実施
じ っ し

についての具体的
ぐたいてき

な実行
じっこう

プラン
ぷ ら ん

です。 

現行
げんこう

の法律
ほうりつ

に基
もと

づく障 害
しょうがい

分野
ぶ ん や

の計画
けいかく

としては、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づく「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づく「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及
およ

び児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基
もと

づく

「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」があります。 

本県
ほんけん

では「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」に基
もと

づく「かながわ 障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」と、「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」及
およ

び「障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」に基
もと

づく「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

」を策定
さくてい

してい

ます。 

条 例
じょうれい

に基
もと

づく基本
き ほ ん

計画
けいかく

は、施策
し さ く

を体系的
たいけいてき

に分
わ

かりやすく示
しめ

すため、これらの計画
けいかく

を包含
ほうがん

して一本化
いっぽんか

するものです。 

実際
じっさい

の検討
けんとう

については、本県
ほんけん

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
せさくしん

議会
ぎ か い

にお

いて 行
おこな

うこととしています。 

また、社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

26年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

45号
ごう

）に基
もと

づく地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、平成
へいせい

30年
ねん

４

月
がつ

改正
かいせい

により、地域
ち い き

における高齢者
こうれいしゃ

の福祉
ふ く し

、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

、児童
じ ど う

の福祉
ふ く し

その他
た

の

福祉
ふ く し

の各分野
かくぶんや

における共通的
きょうつうてき

な事項
じ こ う

を記載
き さ い

することとされ、本県
ほんけん

においては社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

第
だい

108 条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づき「神奈川県
か な が わ け ん

地域
ち い き

福祉
ふ く し

支援
し え ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

しており、こ

れとの整合
せいごう

も図
はか

っていく必要
ひつよう

があります。 

 

（基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

） 

第
だい

８ 条
じょう

 知事
ち じ

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を

図
はか

るため、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

（以下
い か

「基本
き ほ ん

計画
けいかく

」

という。）を定
さだ

めなければならない。 

２ 知事
ち じ

は、毎年度
まいねんど

、基本
き ほ ん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

について、インターネット
い ん た ー ね っ と

の利用
り よ う

その他
た

の

方法
ほうほう

により公 表
こうひょう

するものとする。 
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＜関係
かんけい

法規
ほ う き

＞ 

  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

条 例
じょうれい

（昭和
しょうわ

46年
ねん

３月
がつ

12日
にち

条 例
じょうれい

第
だい

７号
ごう

） 

  （趣旨
し ゅ し

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この条 例
じょうれい

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）第
だい

36 条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、

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

の組織
そ し き

及び運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

めるものとする。 

（組織
そ し き

等
とう

） 

第
だい

２ 条
じょう

 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

は、20人
にん

以内
い な い

の委員
い い ん

をもつて組織
そ し き

する。 

２ 委員
い い ん

は、関係
かんけい

行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職 員
しょくいん

、学識
がくしき

経験
けいけん

のある者
もの

、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

のうちから知事
ち じ

が任命
にんめい

し、又
また

は委嘱
いしょく

する。 

３ 委員
い い ん

の任期
に ん き

は、２年
ねん

とする。ただし、補欠
ほ け つ

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 

４ 委員
い い ん

は、再任
さいにん

されることができる。 

 

  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

運営
うんえい

要綱
ようこう

（昭和
しょうわ

46年
ねん

6月
がつ

26日
にち

） 

（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

の所 掌
しょしょう

事務
じ む

） 

県
けん

における 障
しょう

がい者
しゃ

に関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

及
およ

び 障
しょう

がい

者
しゃ

に関
かん

する施策
し さ く

の推進
すいしん

について必要
ひつよう

な関係
かんけい

行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

相互
そ う ご

の連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

を要
よう

する事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、

及
およ

びその施策
し さ く

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を監視
か ん し

すること 

 

〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

については、広
ひろ

く県民
けんみん

の目
め

に触
ふ

れるよう、毎年度
まいねんど

、

インターネット
い ん た ー ね っ と

等
とう

を用
もち

いて公 表
こうひょう

することとしています。 

また、基本
き ほ ん

計画
けいかく

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に関
かん

する広範
こうはん

な施策
し さ く

になると

考
かんが

えられることから、関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を十 分
じゅうぶん

に踏
ふ

まえ、段階的
だんかいてき

、計画的
けいかくてき

に着 実
ちゃくじつ

に

具体化
ぐ た い か

されていく計画
けいかく

として策定
さくてい

されることが重 要
じゅうよう

です。その上
うえ

で、毎年度
まいねんど

、基本
き ほ ん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

まれた各施策
かくしさく

の進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を見
み

える化
か

して広
ひろ

く公 表
こうひょう

することによ

り、ＰＤＣＡ
ぴーでぃーしーえー

サイクル
さ い く る

を適切
てきせつ

に回
まわ

していきます。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

  本 条
ほんじょう

は、第
だい

８ 条
じょう

に規定
き て い

する基本
き ほ ん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

む 12分野
ぶ ん や

の施策
し さ く

について規定
き て い

して

います。 

  

【解説
かいせつ

】 

本 条
ほんじょう

の第
だい

1号
ごう

から第
だい

12号
ごう

で列挙
れっきょ

された以下
い か

の 12分野
ぶ ん や

の関係
かんけい

施策
し さ く

は、基本
き ほ ん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むものとして、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

、現行
げんこう

の「かながわ 障
しょう

がい

者
しゃ

計画
けいかく

」（2019年
ねん

度
ど

から 2023年度
ね ん ど

）の分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

等
とう

を基
もと

に検討
けんとう

を 行
おこな

ったものです。 

（基本
き ほ ん

計画
けいかく

に定
さだ

める施策
し さ く

） 

第
だい

９ 条
じょう

 基本
き ほ ん

計画
けいかく

には、次
つぎ

に掲
かか

げる施策
し さ く

について定
さだ

めるものとする。 

⑴ 障害者
しょうがいしゃ

が、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

及
およ

び生活
せいかつ

の実態
じったい

に応
おう

じ、自立
じ り つ

のための適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

け

ることができ、かつ、多様
た よ う

な地域
ち い き

生活
せいかつ

の場
ば

を選択
せんたく

することができるようにするため

の医療
いりょう

、介護
か い ご

、福祉
ふ く し

等
とう

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑵ 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

からの各種
かくしゅ

の相談
そうだん

に総合的
そうごうてき

に応
おう

じることが

できるようにするための施策
し さ く

 

⑶ 障害者
しょうがいしゃ

である子
こ

どもの教 育
きょういく

を保障
ほしょう

し、及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

が生 涯
しょうがい

にわたり学 習
がくしゅう

を継続
けいぞく

することができるようにするための施策
し さ く

 

⑷ 障害者
しょうがいしゃ

である子
こ

どもが、可能
か の う

な限
かぎ

りその身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

において療 育
りょういく

その他
た

これに

関連
かんれん

する支援
し え ん

を受
う

けることができるようにするための施策
し さ く

 

⑸ 障害者
しょうがいしゃ

の多様
た よ う

な 就 業
しゅうぎょう

機会
き か い

の確保
か く ほ

、個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した就 労
しゅうろう

の支援
し え ん

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑹ 障害者
しょうがいしゃ

のための住 宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に適
てき

するような住 宅
じゅうたく

の

整備
せ い び

の促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑺ 障害者
しょうがいしゃ

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるような公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

の構造
こうぞう

及
およ

び設備
せ つ び

の整備
せ い び

並
なら

びに

障害者
しょうがいしゃ

が移動
い ど う

しやすい環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑻ 障害者
しょうがいしゃ

が十 分
じゅうぶん

に情 報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、及
およ

び利用
り よ う

し、並
なら

びに円滑
えんかつ

な意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ること

ができるようにするための情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

その他
た

の支援
し え ん

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑼ 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

を扶養
ふ よ う

する者
もの

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

り、又
また

は障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

を促進
そくしん

するための施策
し さ く

 

⑽ 障害者
しょうがいしゃ

が円滑
えんかつ

に文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

、スポーツ
す ぽ ー つ

又
また

はレクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

を 行
おこな

うことがで

きるようにするための環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑾ 障害者
しょうがいしゃ

が地域社会
ちいきしゃかい

において安全
あんぜん

にかつ安心
あんしん

して生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるように

するための防災
ぼうさい

及
およ

び防犯
ぼうはん

並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

の消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の防止
ぼ う し

及
およ

び救 済
きゅうさい

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑿ 障害者
しょうがいしゃ

が行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

における手続
てつづき

を円滑
えんかつ

に 行
おこな

うことができるようにするため

の環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に関
かん

する施策
し さ く
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これらは、基本
き ほ ん

計画
けいかく

に 必
かなら

ず盛
も

り込
こ

む施策
し さ く

であり、必要
ひつよう

に応
おう

じて、これらの他
ほか

に新
あら

たな施策
し さ く

分野
ぶ ん や

も加
くわ

えることを否定
ひ て い

しているものではありません。 

 

  ① 医療
いりょう

、介護
か い ご

、福祉
ふ く し

等
とう

 

  ② 相談
そうだん

等
とう

 

  ③ 教 育
きょういく

 

  ④ 療 育
りょういく

 

  ⑤ 就 業
しゅうぎょう

、就 労
しゅうろう

、雇用
こ よ う

 

  ⑥ 住 宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

 

⑦ 公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

、移動
い ど う

しやすい環 境
かんきょう

の整備
せ い び

等
とう

 

  ⑧ 情 報
じょうほう

アクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

 

  ⑨ 経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

等
とう

 

   ⑩ 文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

、スポーツ
す ぽ ー つ

等
とう

 

   ⑪ 防災
ぼうさい

及
およ

び防犯
ぼうはん

等
とう

 

⑫ 行 政
ぎょうせい

等
とう

における配慮
はいりょ

 

 

〔第
だい

３号
ごう

関係
かんけい

、第
だい

４号
ごう

関係
かんけい

〕 

  「子
こ

ども」 

   児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

における「18歳
さい

に満
み

たない者
もの

」と同
おな

じ。以下
い か

、本解説
ほんかいせつ

において同
おな

じ。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

について、推進
すいしん

していくことを定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

とは、第
だい

２ 条
じょう

第
だい

３項
こう

で定義
て い ぎ

したとおり「障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

すること（以下
い か

「自己
じ こ

決定
けってい

」という。）が困難
こんなん

な場合
ば あ い

において、可能
か の う

な限
かぎ

り 自
みずか

らの

意思
い し

が反映
はんえい

された日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、自己
じ こ

決定
けってい

を

支援
し え ん

すること」です。 

本県
ほんけん

では、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

の後
あと

、同
どう

園
えん

を中 心
ちゅうしん

に、利用者
りようしゃ

一人
ひ と り

ひとりにはそ

れぞれに尊 重
そんちょう

されるべき意思
い し

があるという前提
ぜんてい

に立
た

ち、本人
ほんにん

の意思
い し

が反映
はんえい

された

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、利用者
りようしゃ

全員
ぜんいん

の意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に取
と

り組
く

んできました。 

も と よ り 、 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

の 中 心
ちゅうしん

を 占
し

め る 指定
し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

及
およ

び指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

の設置者
せっちしゃ

に対
たい

しては、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基
もと

づき、指定
し て い

基準
きじゅん

の遵 守
じゅんしゅ

やいわゆる忠 実
ちゅうじつ

義務
ぎ む

などが課
か

せられていますが、

平成
へいせい

23年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

により、支援
し え ん

する側
がわ

の判断
はんだん

のみで相談
そうだん

等
とう

の支援
し え ん

を

進
すす

めるのではなく、障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

決定
けってい

を支援
し え ん

することにも配慮
はいりょ

しながら支援
し え ん

を進
すす

めていく必要
ひつよう

があるとの観点
かんてん

から、同法
どうほう

第
だい

23 条
じょう

に、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

す

る相談
そうだん

支援
し え ん

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

等
とう

のための施策
し さ く

の実施
じ っ し

又
また

は制度
せ い ど

の利用
り よ う

の際
さい

には、障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

決定
けってい

に配慮
はいりょ

することが明記
め い き

されました。 

こうしたことから、平成
へいせい

24年
ねん

に成立
せいりつ

した障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

において、指定
し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

に対
たい

し、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

に配慮
はいりょ

することが努力
どりょく

義務
ぎ む

として盛
も

り込
こ

まれたところです。 

こうした我
わ

が国
くに

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の動向
どうこう

も踏
ふ

まえ、この条 例
じょうれい

では、本 条
ほんじょう

において、

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

は、利用者
りようしゃ

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊 重
そんちょう

し、本人
ほんにん

の願
ねが

いや望
のぞ

み

を尊 重
そんちょう

する支援
し え ん

の基礎
き そ

となる意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に努
つと

めなければならないことを定
さだ

め、

また、これらの努力
どりょく

義務
ぎ む

に加
くわ

え、第
だい

７ 条
じょう

において、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

やその他
た

関
かか

わりのあ

（意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

） 

第
だい

10 条
じょう

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

は、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

に努
つと

めなければなら

ない。 

２ 県
けん

は、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

に関
かん

する必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

等
とう

を 行
おこな

う

ための体制
たいせい

を整備
せ い び

するものとする。 

３ 県
けん

は、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に関
かん

する研 修
けんしゅう

を 行
おこな

う

ものとする。 
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る人々
ひとびと

と連携
れんけい

を図
はか

り、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に努
つと

めなければならないこと

を規定
き て い

しているものです。 

 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

第
だい

２ 条
じょう

において定義
て い ぎ

されている「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

」に対
たい

し、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

について努力
どりょく

義務
ぎ む

を課
か

すものです。 

 

〔第
だい

２項
こう

、第
だい

３項
こう

関係
かんけい

〕 

県
けん

は、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
と り く

みが広
ひろ

がっていくよう、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

に関
かん

する

必要
ひつよう

な 情 報
じょうほう

の 提 供
ていきょう

、相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

等
とう

を 行
おこな

うための体制
たいせい

の整備
せ い び

、 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、研 修
けんしゅう

を 行
おこな

うものとしています。 

 

 ＜参考
さんこう

法規
ほ う き

＞ 

   障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

） 

（相談
そうだん

等
とう

） 

第
だい

23 条
じょう

 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

に配慮
はいりょ

しつつ、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその

家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

に対
たい

する相談
そうだん

業務
ぎょうむ

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

の保護
ほ ご

等
とう

の

ための施策
し さ く

又
また

は制度
せ い ど

が、適切
てきせつ

に 行
おこな

われ又
また

は広
ひろ

く利用
り よ う

されるようにしなければならない。 

 

   障害者
しょうがいもの

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

） 

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

） 

   （指定
し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

及
およ

び指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

の設置者
せっちしゃ

の責務
せ き む

） 

第
だい

42 条
じょう

 指定
し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

及
およ

び指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

の設置者
せっちしゃ

（以下
い か

「指定事
し て い じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

」という。）は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよ

う、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

に配慮
はいりょ

するとともに、市町村
しちょうそん

、公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

、障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター
せ ん た ー

、障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

その他
た

の 職 業
しょくぎょう

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

の

措置
そ ち

を実施
じ っ し

する機関
き か ん

、教 育
きょういく

機関
き か ん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

との緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

りつつ、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の意向
い こ う

、適性
てきせい

、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

その他
た

の事情
じじょう

に応
おう

じ、常
つね

に障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の

立場
た ち ば

に立
た

って効果的
こうかてき

に 行
おこな

うように努
つと

めなければならない。 

 

（指定
し て い

一般
いっぱん

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

及
およ

び指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

） 

第
だい

51 条
じょう

の 22 指定
し て い

一般
いっぱん

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

及
およ

び指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

（以下
い か

「指定
し て い

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

」という。）は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよう、

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

に配慮
はいりょ

するとともに、市町村
しちょうそん

、公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

、障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター
せ ん た ー

、障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

その他
た

の 職 業
しょくぎょう

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

の措置
そ ち

を
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実施
じ っ し

する機関
き か ん

、教 育
きょういく

機関
き か ん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

との緊密
きんみつ

な連携
れんけい

を図
はか

りつつ、相談
そうだん

支援
し え ん

を当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の意向
い こ う

、適性
てきせい

、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

その他
た

の事情
じじょう

に応
おう

じ、常
つね

に障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の立場
た ち ば

に立
た

って

効果的
こうかてき

に 行
おこな

うように努
つと

めなければならない。 

２ 指定
し て い

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

は、その提 供
ていきょう

する相談
そうだん

支援
し え ん

の質
しつ

の評価
ひょうか

を 行
おこな

うことその他
た

の措置
そ ち

を講
こう

ずることにより、相談
そうだん

支援
し え ん

の質
しつ

の向 上
こうじょう

に努
つと

めなければならない。 

３ 指定
し て い

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の人格
じんかく

を尊 重
そんちょう

するとともに、この法律
ほうりつ

又
また

はこの法律
ほうりつ

に

基
もと

づく命令
めいれい

を遵 守
じゅんしゅ

し、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

のため忠 実
ちゅうじつ

にその職務
しょくむ

を遂行
すいこう

しなければならない。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を図
はか

るための本人
ほんにん

の意思
い し

の尊 重
そんちょう

及
およ

び必要
ひつよう

な意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

について定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を図
はか

る観点
かんてん

から、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

の

家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

は、施設
し せ つ

への入 所
にゅうしょ

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

に際
さい

しては、障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

が反映
はんえい

されるよう配慮
はいりょ

しなければならないものとし、

障害者
しょうがいしゃ

が意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を受
う

けることを希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

には、関係者
かんけいしゃ

は、その希望
き ぼ う

を

十 分
じゅうぶん

に尊 重
そんちょう

し、円滑
えんかつ

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努
つと

めなければなら

ないものとしています。 
権利
け ん り

擁護
よ う ご

は、権利
け ん り

や利益
り え き

を実現
じつげん

することが困難
こんなん

な人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

を保障
ほしょう

する仕組
し く

み

であり、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の他
ほか

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

や日 常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

も重 要
じゅうよう

な仕組
し く

みです。各種
かくしゅ

の相談
そうだん

支援
し え ん

制度
せ い ど

、苦情
くじょう

解決
かいけつ

制度
せ い ど

、オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

制度
せ い ど

、虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

制度
せ い ど

も含
ふく

め、各制度
かくせいど

が密接
みっせつ

に連携
れんけい

を図
はか

り、必要
ひつよう

な人
ひと

に総合的
そうごうてき

に対応
たいおう

ができるよう取組
と り く

み

を進
すす

めていく必要
ひつよう

があります。７) ８） 

 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

この規定
き て い

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

第
だい

19 条
じょう

（自立
じ り つ

した生活
せいかつ

及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

への包容
ほうよう

）の

規定
き て い

を踏
ふ

まえたものです。 

 

「障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

」 

障害者
しょうがいしゃ

の親
おや

、子
こ

、兄 弟
きょうだい

、親戚
しんせき

等
とう

の家族
か ぞ く

や、友人
ゆうじん

や近
きん

隣
りん

に住
す

む知人
ち じ ん

といった

家族
か ぞ く

以外
い が い

の支援者
しえんしゃ

、県
けん

、市町村
しちょうそん

などの行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職 員
しょくいん

、などを指
さ

します。 

 

〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を受
う

けるかどうかについては、障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

により判断
はんだん

されるも

（障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

） 

第
だい

11 条
じょう

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

（次項
じ こ う

におい

てこれらを「関係者
かんけいしゃ

」という。）は、施設
し せ つ

への入 所
にゅうしょ

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

に際
さい

しては、障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

が反映
はんえい

されるよう配慮
はいりょ

しなければならない。 

２ 関係者
かんけいしゃ

は、障害者
しょうがいしゃ

が意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を受
う

けることを希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

には、その希望
き ぼ う

を

十 分
じゅうぶん

に尊 重
そんちょう

し、円滑
えんかつ

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努
つと

めなければなら

ない。 
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のであり、希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

は、円滑
えんかつ

に意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を受
う

けられることができるよう努
つと

めなければならない旨
むね

を規定
き て い

しており、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

の一環
いっかん

として取
と

り組
く

まれるべきものと位置
い ち

付
づ

けています。基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の「障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の

自己
じ こ

決定
けってい

が尊 重
そんちょう

されること」を踏
ふ

まえて規定
き て い

したものです。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

  本 条
ほんじょう

は、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

や虐 待
ぎゃくたい

等
とう

を禁止
き ん し

することについて定
さだ

めるもの

です。障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

、虐 待
ぎゃくたい

だけではなく、個人
こ じ ん

としての尊厳
そんげん

を害
がい

する行為
こ う い

全
すべ

てを禁止
き ん し

することを 改
あらた

めて条 例
じょうれい

に定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

第
だい

12 条
じょう

（法律
ほうりつ

の前
まえ

にひとしく認
みと

められる権利
け ん り

）は、同条約
どうじょうやく

の

中
なか

でも非常
ひじょう

に重 要
じゅうよう

な規定
き て い

とされており、「締約
ていやく

国
こく

は、障害者
しょうがいしゃ

がすべての場所
ば し ょ

におい

て法律
ほうりつ

の前
まえ

に人
ひと

として認
みと

められる権利
け ん り

を有
ゆう

することを再確認
さいかくにん

する」と規定
き て い

していま

す。９) 

我
わ

が国
くに

は、同条約
どうじょうやく

の批准
ひじゅん

に向
む

け、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の

制定
せいてい

等
とう

を 行
おこな

い、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

や成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

等
とう

と相
あい

ま

って、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

が図
はか

られる仕組
し く

みを形 作
かたちづく

ってきました。 

本県
ほんけん

においても、障害者
しょうがいしゃ

の尊厳
そんげん

が守
まも

られるよう、不断
ふ だ ん

の努力
どりょく

を続
つづ

けていかなけれ

ばなりません。このような趣旨
し ゅ し

から、本 条
ほんじょう

は、条 例
じょうれい

第
だい

３ 条
じょう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の規定
き て い

とは

別
べつ

に、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する権利
け ん り

侵害
しんがい

を 行
おこな

うことは誰
だれ

も許
ゆる

されない、という基本
き ほ ん

原理
げ ん り

を、

実体的
じったいてき

規定
き て い

として明示
め い じ

しているものです。 

条 例
じょうれい

制定
せいてい

時点
じ て ん

の障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

において、行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

による障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

（同法
どうほう

第
だい

７ 条
じょう

関係
かんけい

）及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

による障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

禁止
き ん し

（同法
どうほう

第
だい

８ 条
じょう

関係
かんけい

）が定
さだ

められています。 

また、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

においては、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

が障害者
しょうがいしゃ

の尊厳
そんげん

を

害
がい

するものであると明記
め い き

し、「何人
なんぴと

も、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、虐 待
ぎゃくたい

をしてはならない」と

規定
き て い

しており（同法
どうほう

第
だい

３ 条
じょう

関係
かんけい

）、本 条
ほんじょう

はこれらの規定
き て い

を踏
ふ

まえ、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

と

する差別
さ べ つ

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

に留
とど

まらず、さらに、「その他
た

の個人
こ じ ん

としての尊厳
そんげん

を害
がい

する行為
こ う い

」まで範囲
は ん い

を広
ひろ

げて禁止
き ん し

する旨
むね

を定
さだ

めるものです。 

虐 待
ぎゃくたい

は重 大
じゅうだい

な権利
け ん り

侵害
しんがい

であり、本県
ほんけん

では虐 待
ぎゃくたい

ゼロ
ぜ ろ

を掲
かか

げて取
と

り組
く

んでいます。

虐 待
ぎゃくたい

をなくすためには、虐 待
ぎゃくたい

はいかなる理由
り ゆ う

があっても禁止
き ん し

されるものであると

いう認識
にんしき

を県民
けんみん

全体
ぜんたい

で共 有
きょうゆう

する必要
ひつよう

があり、そのためには、障害者
しょうがいしゃ

の虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の

啓発
けいはつ

をこれまで以上
いじょう

にしっかりと 行
おこな

うとともに、障害者
しょうがいしゃ

の虐 待
ぎゃくたい

を絶対
ぜったい

に許
ゆる

して

はならないという強
つよ

い姿勢
し せ い

を県
けん

が率先
そっせん

して示
しめ

すことが重 要
じゅうよう

です。こうした趣旨
し ゅ し

か

ら、本 条
ほんじょう

の規定
き て い

を置
お

くこととしたものです。 

（障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

、虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の禁止
き ん し

） 

第
だい

12 条
じょう

 何人
なんぴと

も、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

、虐 待
ぎゃくたい

その他
た

の個人
こ じ ん

として

の尊厳
そんげん

を害
がい

する行為
こ う い

をしてはならない。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

  本 条
ほんじょう

は、県
けん

が障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

、助言
じょげん

等
とう

への相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るとともに、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

について相談
そうだん

を受
う

けた際
さい

、必要
ひつよう

に応
おう

じ、あ

っせん等
とう

の措置
そ ち

を講
こう

ずることについて定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

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

の一部
い ち ぶ

が改正
せい

され、公布
こ う ふ

日
び

である令和
れ い わ

３年
ねん

６

月
がつ

４日
にち

から起算
き さ ん

して３年
ねん

以内
い な い

に、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

についても義務化
ぎ む か

されるこ

と等
とう

により、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

が増
ふ

えることが予想
よ そ う

されること

から、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の事案
じ あ ん

に関
かん

する相談
そうだん

体制
たいせい

その他
た

必要
ひつよう

な体制
たいせい

を強化
きょうか

す

る必要
ひつよう

があります。 

また、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する不利益
ふ り え き

な取 扱
とりあつか

いの多
おお

くが、障 害
しょうがい

に対
たい

する誤解
ご か い

、偏見
へんけん

、理解
り か い

の不足
ふ そ く

等
とう

に起因
き い ん

しているとの 考
かんが

えに立
た

ち、不利益
ふ り え き

な取 扱
とりあつか

いに当
あ

たると思
おも

われる

事案
じ あ ん

についての相談
そうだん

があった場合
ば あ い

には、当事者間
とうじしゃかん

の主 張
しゅちょう

をそれぞれ聴 取
ちょうしゅ

して、

双方
そうほう

に必要
ひつよう

な説明
せつめい

をすること、また、問題
もんだい

の所在
しょざい

と解決
かいけつ

の道筋
みちすじ

を明示
め い じ

して解決
かいけつ

に 導
みちび

くことにより、その解 消
かいしょう

を図
はか

っていく「あっせん」機能
き の う

を 強
きょう

化
か

していくことが

重 要
じゅうよう

です。 

こうした認識
にんしき

の下
もと

、条 例
じょうれい

において、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する紛争
ふんそう

の防止
ぼ う し

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

ることができるよう、相談
そうだん

体制
たいせい

その他
た

必要
ひつよう

な体制
たいせい

の更
さら

なる整備
せ い び

を進
すす

め

ることを規定
き て い

しています。 

 

「その他
た

必要
ひつよう

な体制
たいせい

」 

   相談
そうだん

内容
ないよう

に応
おう

じた、市町村
しちょうそん

その他
た

関係者
かんけいしゃ

との連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

の体制
たいせい

などを想定
そうてい

して

います。 

（障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

、助言
じょげん

等
とう

） 

第
だい

13 条
じょう

 県
けん

は、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する紛争
ふんそう

の防止
ぼ う し

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

ることがで

きるよう、相談
そうだん

体制
たいせい

その他
た

必要
ひつよう

な体制
たいせい

を整備
せ い び

するものとする。 

２ 県
けん

は、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

を受
う

けたときは、必要
ひつよう

に応
おう

じ、次
つぎ

に掲
かか

げる措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

⑴ 相談者
そうだんしゃ

に対
たい

し、助言
じょげん

、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

等
とう

を 行
おこな

うこと。 

⑵ 関係者
かんけいしゃ

との必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の共 有
きょうゆう

又
また

はあっせんを 行
おこな

うこと。 

⑶ 他
た

の地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

への通知
つ う ち

その他
た

の連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

を 行
おこな

うこと。 
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〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

相談
そうだん

の事案
じ あ ん

に応
おう

じ、第
だい

１号
ごう

から第
だい

３号
ごう

のいずれか、又
また

は複数
ふくすう

の措置
そ ち

を講
こう

ずること

により、差別
さ べ つ

に関
かん

する紛争
ふんそう

の防止
ぼ う し

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

ることを規定
き て い

しています。 

 

「関係者
かんけいしゃ

」 

支援者
しえんしゃ

、家族
か ぞ く

、県
けん

、市町村
しちょうそん

などの行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職 員
しょくいん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

などを指
さ

しま

す。  
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

について、県
けん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の

表 明
ひょうめい

がない場合
ば あ い

においても、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を 行
おこな

うよう努
つと

める旨
むね

を定
さだ

めたものです。 

この条 文
じょうぶん

には「社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の推進
すいしん

」と「意思
い し

の表 明
ひょうめい

がないときも社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

を除去
じょきょ

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を 行
おこな

う」という二
ふた

つの要素
よ う そ

が含
ふく

まれています。 

 

【解説
かいせつ

】 

社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に関
かん

し、障害者
しょうがいしゃ

からの申
もう

し出
で

があった場合
ば あ い

であって、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

に 伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないときには、行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

や独立
どくりつ

行 政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

の公的
こうてき

機関
き か ん

には合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うことが義
ぎ

務付
む づ

けられている一方
いっぽう

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

しては、努力
どりょく

義務
ぎ む

とされているところです。 

令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

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

の一部
い ち ぶ

が改
かい

正
せい

され、公布
こ う ふ

日
び

である令和
れ い わ

３年
ねん

６

月
がつ

４日
にち

から起算
き さ ん

して３年
ねん

以内
い な い

に、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

についても義務化
ぎ む か

されるこ

ととされました。 

本 条
ほんじょう

では、こうした現行
げんこう

法制
ほうせい

の上乗
う わ の

せを 行
おこな

うものとして、障害者
しょうがいしゃ

からの意思
い し

の

表 明
ひょうめい

がない場合
ば あ い

も、県
けん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

ともに合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を 行
おこな

う努力
どりょく

義務
ぎ む

を課
か

すことと

したものです。 

なお、「その意思
い し

を推知
す い ち

することができるとき」との規定
き て い

については、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、押
お

し付
つ

け的
てき

な、当事者
とうじしゃ

不在
ふ ざ い

の独
ひと

りよがりなものになってはならず、建設的
けんせつてき

な対話
た い わ

に基
もと

づき実施
じ っ し

されるべきものであることから置
お

いているものです。 

また、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

に関
かん

する国際的
こくさいてき

な動向
どうこう

、国内
こくない

における具体的
ぐたいてき

な

（社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

） 

第
だい

14 条
じょう

 県
けん

は、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

（障 害
しょうがい

がある者
もの

にとって日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で障 壁
しょうへき

となるような

社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
ほか

一切
いっさい

のものをいう。以下
い か

同
おな

じ。）の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表 明
ひょうめい

がない場合
ば あ い

においても、その意思
い し

を推知
す い ち

すること

ができるときで、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

についてその実施
じ っ し

に 伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないと

きは、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を 行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。 

２ 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、その事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必
ひつ

要
よう

としている旨
むね

の意思
い し

の表 明
ひょうめい

がない場合
ば あ い

においても、その意思
い し

を推知
す い ち

することがで

きるときで、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

についてその実施
じ っ し

に 伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないときは、

合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を 行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。 
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好事例
こうじれい

についての情 報
じょうほう

等
とう

を参考
さんこう

にすることも重 要
じゅうよう

です。同法
どうほう

は行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

には「事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

」を努力
どりょく

義務
ぎ む

として課
か

しており（同法
どうほう

第
だい

５ 条
じょう

）、建物
たてもの

の

構造
こうぞう

設備
せ つ び

の改善
かいぜん

や関係
かんけい

職 員
しょくいん

に対する研 修
けんしゅう

なども 力
ちから

を入
い

れていく必要
ひつよう

があります。 

加
くわ

えて、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

に向
む

けては、対立的
たいりつてき

・規制的
きせいてき

概念
がいねん

で捉
とら

える

のではなく、社会的
しゃかいてき

な意識
い し き

改革
かいかく

や地
ち

域
いき

づくりを主体
しゅたい

において総合的
そうごうてき

に取
と

り組
く

むこと

が重 要
じゅうよう

であるとされています。こうしたことから、教 育
きょういく

との連携
れんけい

、意識
い し き

啓発
けいはつ

、

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

強化
きょうか

といった「地
ち

域
いき

づくりアプローチ
あ ぷ ろ ー ち

」の

取組
と り く

みを進
すす

めていく必要
ひつよう

があります。10) 

 

「社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

」 

「社会
しゃかい

のバリア
ば り あ

」とも呼
よ

ばれるもので、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の規定
き て い

に倣
なら

い

「障 害
しょうがい

がある者
もの

にとって日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で障 壁
しょうへき

となるよう

な社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
ほか

一切
いっさい

のものをいう」としていま

す。 

 

  「合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」 

    障害者
しょうがいしゃ

が他
ほか

の者
もの

との平 等
びょうどう

を基礎
き そ

として全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

を享 有
きょうゆう

し、又
また

は行使
こ う し

することを確保
か く ほ

するための必要
ひつよう

かつ適当
てきとう

な変更
へんこう

及
およ

び調 整
ちょうせい

であっ

て、特定
とくてい

の場合
ば あ い

において必要
ひつよう

とされるものであり、かつ、均衡
きんこう

を失
しっ

した又
また

は過度
か ど

の負担
ふ た ん

を課
か

さないものをいいます（障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

 第二条
だいにじょう

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」

の定義
て い ぎ

より）。 

 

「推知
す い ち

」 

ある手
て

がかりから推
お

しはかって知
し

ることを意味
い み

し、「推察
すいさつ

」「推 量
すいりょう

」「推測
すいそく

」

と類似
る い じ

の言葉
こ と ば

です。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、虐 待
ぎゃくたい

事案
じ あ ん

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

を図
はか

るため、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

する啓発
けいはつ

や研 修
けんしゅう

等
とう

の実施
じ っ し

について定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

本県
ほんけん

では、条 例
じょうれい

制定
せいてい

以前
い ぜ ん

も、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

に基づく都道府県
と ど う ふ け ん

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

するとともに、市町村
しちょうそん

では同法
どうほう

に基
もと

づく市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

を設置
せ っ ち

し、虐 待
ぎゃくたい

に関
かん

する相談
そうだん

、助言
じょげん

等
とう

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

ってきました。

「虐 待
ぎゃくたい

ゼロ
ぜ ろ

」を目指
め ざ

した取組
と り く

みを続
つづ

けていくことが重 要
じゅうよう

です。 

 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

では、虐 待
ぎゃくたい

等
とう

を受
う

けた障害者
しょうがいしゃ

を保護
ほ ご

救 済
きゅうさい

することはもち

ろんのこと、虐 待
ぎゃくたい

を未然
み ぜ ん

に防
ふせ

ぐことが重 要
じゅうよう

とされています。このような同法
どうほう

の

趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、県
けん

では、条 例
じょうれい

制定
せいてい

以前
い ぜ ん

から虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

に係
かか

る研 修
けんしゅう

を実施
じ っ し

してい

ますが、引
ひ

き続
つづ

き、県
けん

は、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、市町村
しちょうそん

その他
た

の

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

に関
かん

する啓発
けいはつ

及
およ

び研 修
けんしゅう

を 行
おこな

う

ものとしています。 

 

「その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

」 

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

、家族
か ぞ く

や支援者
しえんしゃ

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

団体
だんたい

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

などが想定
そうてい

され

ます。市町村
しちょうそん

との連携
れんけい

については、例
れい

として、県
けん

、市町村
しちょうそん

で研 修
けんしゅう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を

協
きょう

力
りょく

し合
あ

って作成
さくせい

することなどが 考
かんが

えられます。 

 

〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

虐 待
ぎゃくたい

の未
み

然
ぜん

防止
ぼ う し

のため、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

においても、従事者
じゅうじしゃ

に対
たい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

に関
かん

する研 修
けんしゅう

及
およ

び啓発
けいはつ

を 行
おこな

うよう努
つと

めなけれ

ばならないものとしています。 

条 例
じょうれい

では、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

の従事者
じゅうじしゃ

に対
たい

して、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

自
みずか

ら、

権利
け ん り

擁護
よ う ご

の重要性
じゅうようせい

や適切
てきせつ

な支援
し え ん

手法
しゅほう

についての研 修
けんしゅう

等
とう

を 行
おこな

うことを求
もと

めている

ものです。11） 

（虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

） 

第
だい

15 条
じょう

 県
けん

は、市町村
しちょうそん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

に

関
かん

し、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

への啓発
けいはつ

及
およ

び研 修
けんしゅう

を 行
おこな

うものとする。 

２ 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

は、その 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

に関
かん

する研 修
けんしゅう

及
およ

び啓発
けいはつ

を 行
おこな

うよう努
つと

めなければならない。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

等
とう

について定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

に当
あ

たると思
おも

われる事案
じ あ ん

については、虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けた

障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

・救 済
きゅうさい

、さらに、その人
ひと

の家族
か ぞ く

や養護
よ う ご

する人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

が専門的
せんもんてき

な見地
け ん ち

から速
すみ

やかに 行
おこな

われる必要
ひつよう

があります。 

本県
ほんけん

においては、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

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

及
およ

び早期
そ う き

対応
たいおう

のための体制
たいせい

整備
せ い び

に努
つと

めており、引
ひ

き続
つづ

き、体制
たいせい

の強化
きょうか

を進
すす

める

ものです。 

 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

においては、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

のために、養護者
ようごしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

従事者
じゅうじしゃ

等
とう

、使用者
しようしゃ

による虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けたと思
おも

われる障害者
しょうがいしゃ

を発見
はっけん

した者
もの

の通報
つうほう

義務
ぎ む

について定
さだ

められています。 

条 例
じょうれい

においては、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

につなげるため、県
けん

が通報
つうほう

に関
かん

する意識
い し き

向 上
こうじょう

といった普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を 行
おこな

うことを規定
き て い

するものです。 

 

[第
だい

２号
ごう

関係
かんけい

] 

障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

においては、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

、早期
そ う き

発見
はっけん

、虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けた障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

等
とう

について、「関係
かんけい

省 庁
しょうちょう

相互間
そうごかん

その他
た

関係
かんけい

機関
き か ん

及び民間
みんかん

団体
だんたい

の 間
あいだ

の連携
れんけい

の強化
きょうか

、民間
みんかん

団体
だんたい

の支援
し え ん

その他
た

必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整
せい

備
び

に努
つと

めなければ

ならない」（第
だい

４ 条
じょう

関係
かんけい

）と努力
どりょく

規定
き て い

を置
お

いています。 

本 条
ほんじょう

では「市町村
しちょうそん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

及
およ

び早期
そ う き

対応
たいおう

のための体制
たいせい

を整備
せ い び

するものとする」としており、より積極的
せっきょくてき

な規定
き て い

としています。 

 

「虐 待
ぎゃくたい

」 

条 例
じょうれい

における「虐 待
ぎゃくたい

」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

第
だい

２ 条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
き て い

される

（虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

等
とう

） 

第
だい

16 条
じょう

 県
けん

は、市町村
しちょうそん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

のため、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

に係
かか

る通報
つうほう

に関
かん

する普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を 行
おこな

うものとする。 

２ 県
けん

は、市町村
しちょうそん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

及
およ

び

早期
そ う き

対応
たいおう

のための体制
たいせい

を整備
せ い び

するものとする。 
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「障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

」に限
かぎ

らず、同法
どうほう

第
だい

３ 条
じょう

に規定
き て い

される「何人
なんぴと

も、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、虐 待
ぎゃくたい

をしてはならない」の「虐 待
ぎゃくたい

」を指
さ

しています。 

 

「早期
そ う き

対応
たいおう

」 

通報
つうほう

に対
たい

する早期
そ う き

の 状 況
じょうきょう

把握
は あ く

及
およ

び必要
ひつよう

な支援
し え ん

のことを指
さ

しています。 

 

「体制
たいせい

を整備
せ い び

する」 

県
けん

が「市町村
しちょうそん

における障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

と対応
たいおう

の手引
て び

き（神奈川県版
か な が わ け ん は ん

）」

などのマニュアル
ま に ゅ あ る

を作成
さくせい

し、県
けん

と市町村
しちょうそん

で虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関
かん

する担当者
たんとうしゃ

連絡
れんらく

会議
か い ぎ

を開
ひら

くなど、市町村
しちょうそん

その他
た

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら対応
たいおう

を進
すす

めること

を定
さだ

めています。 

 

＜参考
さんこう

法規
ほ う き

＞ 

  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

 

（平成
へいせい

23年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

79号
ごう

） 

  （国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

等
とう

） 

第
だい

４ 条
じょう

 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

及
およ

び早期
そ う き

発見
はっけん

その他
た

の障害者
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

虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けた障害者
しょうがいしゃ

の迅速
じんそく

かつ適切
てきせつ

な保護
ほ ご

及
およ

び自立
じ り つ

の支援
し え ん

並
なら

びに適切
てきせつ

な

養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

を 行
おこな

うため、関係
かんけい

省 庁
しょうちょう

相互間
そうごかん

その他
た

関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び民間
みんかん

団体
だんたい

の 間
あいだ

の

連携
れんけい

の強化
きょうか

、民間
みんかん

団体
だんたい

の支援
し え ん

その他
た

必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整
せい

備
び

に努
つと

めなければならない。 

２ 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けた障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

及
およ

び

自立
じ り つ

の支援
し え ん

並
なら

びに養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

が専門的
せんもんてき

知識
ち し き

に基
もと

づき適
てき

切
せつ

に 行
おこな

われるよう、これら

の職務
しょくむ

に 携
たずさ

わる専門的
せんもんてき

知識
ち し き

及び技術
ぎじゅつ

を有
ゆう

する人材
じんざい

その他
た

必要
ひつよう

な人材
じんざい

の確保
か く ほ

及び資質
し し つ

の向 上
こうじょう

を図
はか

るため、関係
かんけい

機関
き か ん

の職 員
しょくいん

の研 修
けんしゅう

等
とう

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めなければならない。 

３ 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

を受
う

けた障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

及
およ

び

自立
じ り つ

の支援
し え ん

並
なら

びに養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

に資
し

するため、障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

に係
かか

る通報
つうほう

義務
ぎ む

、人権
じんけん

侵犯
しんぱん

事件
じ け ん

に係
かか

る救 済
きゅうさい

制度
せ い ど

等
とう

について必要
ひつよう

な広報
こうほう

その他
た

の啓発
けいはつ

活動
かつどう

を 行
おこな

うものとする。 
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＜対応
たいおう

フロー
ふ ろ ー

の参考例
さんこうれい

＞ 

市町村
しちょうそん

における障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
とう

による障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

と対応
たいおう

の手引
て び

き（神奈川県版
かながわけんはん

）

抜粋
ばっすい
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

する支援
し え ん

の重要性
じゅうようせい

に 鑑
かんが

み、県
けん

は障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

する①情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、②相談
そうだん

の実施
じ っ し

、助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うことにつ

いて定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における不安
ふ あ ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、県
けん

が設置
せ っ ち

している

かながわ医療的
いりょうてき

ケア
け あ

児
じ

支援
し え ん

・情 報
じょうほう

センター
せ ん た ー

、神奈川県
か な が わ け ん

発達
はったつ

障 害
しょうがい

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

、

障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

に応
おう

じた相談
そうだん

窓口
まどぐち

について、ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

や障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

毎
ごと

の支援
し え ん

団体
だんたい

、

家族会
かぞくかい

等
とう

を通
つう

じ、分
わ

かりやすい情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を 行
おこな

うと共
とも

に、丁寧
ていねい

な相談
そうだん

を実施
じ っ し

するこ

とを想定
そうてい

しています。  

（障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

する支援
し え ん

） 

第
だい

17 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

（以下
い か

この 条
じょう

において「障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

」という。）の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における不安
ふ あ ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

し、

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、相談
そうだん

の実施
じ っ し

、助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うものとする。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

  本 条
ほんじょう

は、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係
かか

る政策
せいさく

立案
りつあん

過程
か て い

への障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

の推進
すいしん

について定
さだ

め

るものです。 

  

【解説
かいせつ

】 

県
けん

では、条 例
じょうれい

が制定
せいてい

される以前
い ぜ ん

においても、県
けん

の政策
せいさく

形成
けいせい

の場
ば

に障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が

参画
さんかく

する機会
き か い

を拡大
かくだい

するため、「審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

への 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

等
とう

の参画
さんかく

促進
そくしん

要綱
ようこう

」を

制定
せいてい

するなど、県
けん

の機関
き か ん

である各種審
かくしゅしん

議会
ぎ か い

等
とう

の委員
い い ん

に、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の登用
とうよう

を促進
そくしん

して

きました。 

条 例
じょうれい

の制定
せいてい

を機
き

に、同要綱
どうようこう

を見直
み な お

すなど、審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

へのさらなる障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

を推進
すいしん

するものです。 

 

「障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係
かか

る」 

    障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

のみならず、医療
いりょう

、教 育
きょういく

、住 宅
じゅうたく

、労働
ろうどう

、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

など、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

に関連
かんれん

する事項
じ こ う

を指
さ

します。 

 

「参加
さ ん か

」 

「参画
さんかく

」は、一般
いっぱん

に計画
けいかく

の策定
さくてい

に参加
さ ん か

することを 表
あらわ

した用語
よ う ご

であり、国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

のスローガン
す ろ ー が ん

が「完全
かんぜん

参加
さ ん か

と平 等
びょうどう

」とされているように、「参画
さんかく

」は

「参加
さ ん か

」に含
ふく

まれる概念
がいねん

であること、また、「参画
さんかく

」とした場合
ば あ い

、障害者
しょうがいしゃ

の政策
せいさく

立案
りつあん

過程
か て い

への関
かか

わり方
ほう

がかえって狭
せば

められる恐
おそ

れがあることから「参加
さ ん か

」とい

う用語
よ う ご

を用
もち

いています。 

 

  

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係
かか

る政策
せいさく

立案
りつあん

過程
か て い

への障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

の推進
すいしん

） 

第
だい

18 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係
かか

る政策
せいさく

の立案
りつあん

に関
かん

する会議
か い ぎ

の開催
かいさい

に当
あ

たっては、

障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

を推進
すいしん

するものとする。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、「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

」「ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

」といった、障害者
しょうがいしゃ

が主体
しゅたい

と

なって取
と

り組
く

まれている自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

について、県
けん

としてもサポート
さ ぽ ー と

することを定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

を推進
すいしん

していくためには、その活動
かつどう

の内容
ないよう

や、その活動
かつどう

が

障害者
しょうがいしゃ

や支援者
しえんしゃ

等
とう

にどのような効果
こ う か

をもたらしているのか、県民
けんみん

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に広
ひろ

く

知
し

っていただくことが重 要
じゅうよう

であり、県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

に関
かん

する普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に

取
と

り組
く

むことを定
さだ

めています。 

 

「障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

」 

我
わ

が国
くに

では、特
とく

に知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

たちの自主的
じしゅてき

活動
かつどう

として「本人
ほんにん

活動
かつどう

」が知
し

られ

ています。障害者
しょうがいしゃ

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、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

っていますが、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 る こ と か ら 、 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

もあります。 

また、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

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と呼
よ

ばれる、同
おな

じ困難
こんなん

などを抱
かか

える当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

が支
ささ

え合
あ

う活動
かつどう

は、近年
きんねん

、知的
ち て き

障 害
しょうがい

や精神
せいしん

障 害
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

います。 

国
くに

と合
あわ

せて、県
けん

でも、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

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

意欲
い よ く

の喚起
か ん き

や地域
ち い き

移行
い こ う

に係
かか

る自己
じ こ

啓発
けいはつ

・普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

、個別
こ べ つ

支援
し え ん

などに取
と

（障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

の促進
そくしん

） 

第
だい

19 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

のために障害者
しょうがいしゃ

が主体
しゅたい

となって

企画
き か く

し、及
およ

び実施
じ っ し

する活動
かつどう

（以下
い か

この 条
じょう

において「障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

」という。）

に関
かん

する県民
けんみん

等
とう

の理解
り か い

を深
ふか

め、その活性化
かっせいか

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

に関
かん

する

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものとする。 

２ 県
けん

は、県内
けんない

において障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

に取
と

り組
く

む団体
だんたい

又
また

は個人
こ じ ん

が、相互
そ う ご

に連携
れんけい

し、

必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

を 共
きょう

有
ゆう

し、及
およ

び協 働
きょうどう

することができるよう支援
し え ん

に努
つと

めるものとする。 

３ 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

の促進
そくしん

に資
し

するよう、国内外
こくないがい

の障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

に関
かん

する情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

、整理
せ い り

及
およ

び提 供
ていきょう

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものと

する。 
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り組
く

んでいます。 

条 例
じょうれい

では障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

に関
かか

わらずこうした活動
かつどう

を「障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

」とし、

その活動
かつどう

の促進
そくしん

について規定
き て い

しています。 

 

  「その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

」 

県
けん

職 員
しょくいん

が障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

の場
ば

に参加
さ ん か

して意見
い け ん

交換
こうかん

を 行
おこな

い、その意見
い け ん

を

施策
し さ く

の検討
けんとう

に活
い

かすことなどを想定
そうてい

しています。 

 

〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

に取
と

り組
く

む個人
こ じ ん

や団体
だんたい

から、他
た

の団体
だんたい

がどのような活動
かつどう

をし

ているか知
し

りたいという声
こえ

があります。県
けん

では、障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

に取
と

り組
く

む個人
こ じ ん

や団体間
だんたいかん

の交 流
こうりゅう

や連携
れんけい

、協 働
きょうどう

といった自発的
じはつてき

な取組
と り く

みにつながるよう、情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

するといった支援
し え ん

を想定
そうてい

しています。 

 

〔第
だい

３項
こう

関係
かんけい

〕 

県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

の促進
そくしん

に資
し

するよう、国内外
こくないがい

の障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

の

好事例
こうじれい

を集
あつ

めて 紹
しょう

介
かい

するなど、主体
しゅたい

となって活動
かつどう

する障害者
しょうがいしゃ

やその支援者
しえんしゃ

に

役立
や く だ

つ情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

、整理
せ い り

及
およ

び提 供
ていきょう

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるも

のとするものです。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、障害者
しょうがいしゃ

が生 涯
しょうがい

にわたって、ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じた支援
し え ん

を切
き

れ目
め

なく

受
う

けることができる体制
たいせい

について、県
けん

がその整備
せ い び

に努
つと

めなければならないことを定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するためには、乳幼児期
にゅうようじき

、学齢期
がくれいき

、就学期
しゅうがくき

、就労期
しゅうろうき

、

高齢期
こうれいき

といったライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じて、保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

・教 育
きょういく

・就 労
しゅうろう

等
とう

が連携
れんけい

して、地域
ち い き

において障 害
しょうがい

のある子
こ

どもとその家族
か ぞ く

を支
ささ

えていく体制
たいせい

、及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を実現
じつげん

するための支援
し え ん

の体制
たいせい

がしっかりと整備
せ い び

されていくことが重 要
じゅうよう

です。 

本 条
ほんじょう

は、障 害
しょうがい

のある子
こ

どもが、乳幼児期
にゅうようじき

、学齢期
がくれいき

において、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、

教 育
きょういく

、就 労
しゅうろう

等
とう

において必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられ、かつ、学齢期
がくれいき

を過
す

ぎた後
ご

も

ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じて切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を受
う

けられるようにするため、体制
たいせい

の

整備
せ い び

を積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

することを念頭
ねんとう

に置
お

いているものです。 

県
けん

においては、保健
ほ け ん

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、教 育
きょういく

、就 労
しゅうろう

等
とう

の関係
かんけい

施策
し さ く

の担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

がそれ

ぞれ異
こと

なっていることから、いわゆる「縦割
た て わ

り」の弊害
へいがい

が 生
しょう

じないよう、各部署
かくぶしょ

が

緊密
きんみつ

に連携
れんけい

を図
はか

っていきます。 

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が取
と

りまとめた平成
へいせい

26年
ねん

7月
がつ

の「今後
こ ん ご

の障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

について

（報告書
ほうこくしょ

）～「発達
はったつ

支援
し え ん

」が必要
ひつよう

な子
こ

どもの支援
し え ん

はどうあるべきか～」では、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として、①地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

（インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

）の推進
すいしん

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

、

②障害児
しょうがいじ

の地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

を子育
こ そ だ

て支援
し え ん

において推進
すいしん

するための後方
こうほう

支援
し え ん

としての専門的
せんもんてき

役割
やくわり

の発揮
は っ き

、③障害児
しょうがいじ

本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

の保障
ほしょう

、④家族
か ぞ く

支援
し え ん

の重視
じゅうし

、

を挙
あ

げています。また、今後
こ ん ご

の障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

が進
すす

むべき方向
ほうこう

（提言
ていげん

）において、「就 労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

と連携
れんけい

した上
うえ

での学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

を見据
み す

えた支援
し え ん

」について提言
ていげん

しています（下
した

に参考
さんこう

掲載
けいさい

）。 

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、こうした 考
かんが

え方
かた

も踏
ふ

まえながら進
すす

めていきます。 

 

 

 （生 涯
しょうがい

にわたる障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

） 

第
だい

20 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

が生 涯
しょうがい

にわたり必要
ひつよう

な支援
し え ん

を切
き

れ目
め

なく受
う

けることができる

体制
たいせい

の整備
せ い び

に努
つと

めるものとする。 
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   （参考
さんこう

）今後
こ ん ご

の障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

について（報告書
ほうこくしょ

） 

～「発達
はったつ

支援
し え ん

」が必要
ひつよう

な子
こ

どもの支援
し え ん

はどうあるべきか～ 

（平成
へいせい

26年
ねん

７月
がつ

 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

 障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

に関する検討会
けんとうかい

） 

  １．基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

   ① 地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

（インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

）の推進
すいしん

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 

     ○ 平成
へいせい

26 年
ねん

１月
がつ

に我
わ

が国
くに

も批准
ひじゅん

した障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

では、障 害
しょうがい

に基
もと

づくあらゆ

る差別
さ べ つ

（「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の否定
ひ て い

を含
ふく

む。）の禁止
き ん し

や障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

（インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

）の促進
そくしん

等
とう

が定
さだ

められている。また、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

では、

差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

の禁止
き ん し

が国
くに

、地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

から民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

までを通
つう

じた法的
ほうてき

義務
ぎ む

と

されている他
ほか

、国
くに

や地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

については合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

が義務化
ぎ む か

され、

民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

についても合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

が努力
どりょく

義務
ぎ む

とされている。 

○ 「差別
さ べ つ

」「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」等
とう

の具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

については今後
こ ん ご

政府
せ い ふ

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

等
など

により定
さだ

められることとなるが、いずれにせよ、障害児
しょうがいじ

が一般
いっぱん

施策
し さ く

としての保育
ほ い く

、教 育
きょういく

等
とう

に

よる支援
し え ん

を受
う

ける際
さい

にもこれらの条 項
じょうこう

が適用
てきよう

されることとなる。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

の施行
し こ う

（平成
へいせい

28 年
ねん

４月
がつ

）を視野
し や

に置
お

いた上
うえ

で、具体的
ぐたいてき

な対応
たいおう

について検討
けんとう

し、障害児
しょうがいじ

の地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

の推進
すいしん

を図
はか

る必要
ひつよう

がある。 

② 障害児
しょうがいじ

の地域
ち い き

社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

を子育
こ そ だ

て支援
し え ん

において推進
すいしん

するための後方
こうほう

支援
し え ん

とし

ての専門的
せんもんてき

役割
やくわり

の発揮
は っ き

 

○  上記
じょうき

①の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を踏
ふ

まえつつ、今後
こ ん ご

の障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の進
すす

むべき方向性
ほうこうせい

を 考
かんが

えると、

全
すべ

ての子
こ

どもには発達
はったつ

支援
し え ん

が必要
ひつよう

である中
なか

、障 害
しょうがい

のある子
こ

どもについては個々
こ こ

の

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じた丁寧
ていねい

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

であるという認識
にんしき

に立
た

ち、一人
ひ と り

ひとりの個性
こ せ い

と

能 力
のうりょく

に応
おう

じた支援
し え ん

を 行
おこな

うことができる体制
たいせい

を作
つく

っていくべきである。重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

のように一般
いっぱん

の子育
こ そ だ

て支援
し え ん

の枠内
わくない

での対応
たいおう

が現実
げんじつ

問題
もんだい

として困難
こんなん

なケース
け ー す

もあることは前提
ぜんてい

としつつも、他
た

の児童
じ ど う

も含めた集 団
しゅうだん

の中
なか

での「育
そだ

ち」を保障
ほしょう

して

いくためには、子育
こ そ だ

て支援
し え ん

を念頭
ねんとう

に置
お

きつつ、継続的
けいぞくてき

な見守
み ま も

りを 行
おこな

って、発達
はったつ

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

に特別
とくべつ

な支援
し え ん

を 行
おこな

うことを基本
き ほ ん

とすべきである。 

○  また、このためには、保育所
ほいくじょ

や放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

等
など

の一般的
いっぱんてき

な子育
こ そ だ

て支援
し え ん

施策
し さ く

に

おける障害児
しょうがいじ

の受入
う け い

れを進
すす

めることにあわせて、障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

を、施設
し せ つ

・事業所
じぎょうしょ

等
とう

が持
も

っている専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

・経験
けいけん

に基づき一般的
いっぱんてき

な子育
こ そ だ

て支援
し え ん

施策
し さ く

をバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

する

後方
こうほう

支援
し え ん

として位置
い ち

づけ、保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

等
とう

を積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

して保育所
ほいくしょ

等
とう

の育
そだ

ち

の場
ば

における障害児
しょうがいじ

の支援
し え ん

に 協 力
きょうりょく

できるような体
たい

制
せい

づくりを進
すす

めていくことが

必要
ひつよう

である。 

   ③ 障害児
しょうがいじ

本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

の保障
ほしょう

 

○ 障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

を 行
おこな

うに当
あ

たっては、障 害
しょうがい

の種別
しゅべつ

にかかわらず、障害児
しょうがいじ

本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

を保障
ほしょう

しなければならない。1994 年
ねん

に我
わ

が国
くに

も批准
ひじゅん

した「児童
じ ど う

の権利
け ん り

に関
かん

す
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る条 約
じょうやく

」では「生
い

きる権利
け ん り

」「守
まも

られる権利
け ん り

」「育
そだ

つ権利
け ん り

」「参加
さ ん か

する権利
け ん り

」が規定
き て い

されており、それらの観点
かんてん

を踏
ふ

まえ、関係者
かんけいしゃ

が個々
こ こ

に 生
しょう

じた課題
か だ い

に対
たい

して積極的
せっきょくてき

に関与
か ん よ

して子
こ

どもの最善
さいぜん

の利益
り え き

を求
もと

めることが重 要
じゅうよう

である。 

○  また、障害児
しょうがいじ

本人
ほんにん

の最善
さいぜん

の利益
り え き

を保障
ほしょう

していくに当
あ

たっては、「障 害
しょうがい

」を本人
ほんにん

の

機能
き の う

障 害
しょうがい

のみではなく「社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

」との関係
かんけい

において総合的
そうごうてき

に整理
せ い り

し、支援
し え ん

内容
ないよう

を検討
けんとう

することができるＩＣＦ
あいしーえふ

（国際
こくさい

生活
せいかつ

機能
き の う

分類
ぶんるい

：2001 年
ねん

に W H O
だぶるえいちおー

 総会
そうかい

にお

いて承 認
しょうにん

）の 考
かんが

え方
かた

（「医学
い が く

モデル」と「社会
しゃかい

モデル」の統合
とうごう

）も重 要
じゅうよう

である。

ＩＣＦ
あいしーえふ

では、一人
ひ と り

ひとりの情 報
じょうほう

を「心身
しんしん

機能
き の う

・身体
しんたい

構造
こうぞう

」「活動
かつどう

」「参加
さ ん か

」という３

つの次元
じ げ ん

に加
くわ

えて、「健康
けんこう

状 態
じょうたい

」「環 境
かんきょう

因子
い ん し

」「個人
こ じ ん

因子
い ん し

」やそれらとの相互
そ う ご

作用
さ よ う

で

総合的
そうごうてき

に整理
せ い り

されている。また、児童期用
じ ど う き よ う

のものとしては、さらに項目
こうもく

が追加
つ い か

され

たＩＣＦ
あいしーえふ

－ＣＹ
しーわい

（国際
こくさい

生活
せいかつ

機能
き の う

分類
ぶんるい

児童版
じどうばん

）が 2006 年
ねん

の W H O
だぶるえいちおー

- F
えふ

I C
あいしー

 チュニス
ち ゅ に す

会議
か い ぎ

において承 認
しょうにん

されている。 

   ④ 家族
か ぞ く

支援
し え ん

の重視
じゅうし

 

○ 障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

を進
すす

めるに当
あ

たっては、当該
とうがい

障害児
しょうがいじ

を育
そだ

てる家族
か ぞ く

の支援
し え ん

も重 要
じゅうよう

である。

障害児
しょうがいじ

に対する各種
かくしゅ

の支援
し え ん

自体
じ た い

が、家族
か ぞ く

の支援
し え ん

の意味
い み

も持
も

つものであるが、障害児
しょうがいじ

を育
そだ

てる家族
か ぞ く

に対
たい

して、発達
はったつ

の各段階
かくだんかい

に応
おう

じて障害児
しょうがいじ

の「育
そだ

ち」や「暮
く

らし」を安定
あんてい

させることを基本
き ほ ん

に置
お

いて丁寧
ていねい

な支援
し え ん

を 行
おこな

うことにより、当該
とうがい

障害児
しょうがいじ

自身
じ し ん

にも良
よ

い

影 響
えいきょう

を与
あた

えることが期待
き た い

される。障害児
しょうがいじ

の家族
か ぞ く

の支援
し え ん

を直 接
ちょくせつ

の目的
もくてき

とした支援
し え ん

の

内容
ないよう

としては、大
おお

きく分
わ

けて次
つぎ

の３つが 考
かんが

えられる。 

・ 保護者
ほ ご し ゃ

の「子
こ

どもの育
そだ

ちを支
ささ

える 力
ちから

」を向 上
こうじょう

させることを目的
もくてき

としたペアレント
ぺ あ れ ん と

・

トレーニング
と れ ー に ん ぐ

等
とう

の支援
し え ん

 

・ 家族
か ぞ く

の精神面
せいしんめん

でのケア
け あ

、カウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

等
とう

の支援
し え ん

 

・ 保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

の 行
おこな

うケア
け あ

を一時的
いちじてき

に代行
だいこう

する支援
し え ん

（短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

等
とう

） 

○ なお、これまでは家族
か ぞ く

支援
し え ん

というと一般的
いっぱんてき

には保護者
ほ ご し ゃ

の支援
し え ん

が想定
そうてい

されるケース
け ー す

が多
おお

かったが、障害児
しょうがいじ

が育
そだ

つ家族
か ぞ く

全体
ぜんたい

のことを 考
かんが

えると、障害児
しょうがいじ

のきょうだいの

支援
し え ん

という観点
かんてん

も重 要
じゅうよう

である。上記
じょうき

のケア
け あ

の一時的
いちじてき

な代行
だいこう

を利用
り よ う

している 間
あいだ

に

保護者
ほ ご し ゃ

がきょうだいにも十 分
じゅうぶん

な関
かか

わりをもつ時間
じ か ん

を作
つく

ることができることを 考
かんが

え

ると、「きょうだい支援
し え ん

」の一
いち

手法
しゅほう

と捉
とら

えることも可能
か の う

である。一方
いっぽう

、きょうだいの

育
そだ

ちを支援
し え ん

することそのものについても、その在
あ

り方
かた

を検討
けんとう

すべきである。 

○ さらに、子育
こ そ だ

て支援
し え ん

においては、保護者
ほ ご し ゃ

が子
こ

育
そだ

てと 就 業
しゅうぎょう

とを両 立
りょうりつ

させるための

支援
し え ん

（ワークライフバランス
わ ー く ら い ふ ば ら ん す

の実現
じつげん

）も重 要
じゅうよう

な要素
よ う そ

となる。障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

においても、

特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

等
とう

が支給
しきゅう

されていることも考慮
こうりょ

しつつ、ワークライフバランス
わ ー く ら い ふ ば ら ん す

の

観点
かんてん

は今後
こ ん ご

基本的
きほんてき

に拡 充
かくじゅう

していくべきものである。 

    （ 略
りゃく

） 

３．今後
こ ん ご

の障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

が進
すす

むべき方向
ほうこう

（提言
ていげん

） 
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  （ 略
りゃく

） 

（２）「縦 横
じゅうおう

連携
れんけい

」によるライフステージ
ら い ふ す て ー じ

ごとの個別
こ べ つ

の支援
し え ん

の充 実
じゅうじつ

 

  （ 略
りゃく

） 

④ 就 労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

と連携
れんけい

した 上
じょう

での学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

を見据
み す

えた支援
し え ん

 

○ ライフステージ
ら い ふ す て ー じ

に応
おう

じた切
き

れ目
め

のない支援
し え ん

を 行
おこな

う上
うえ

で、学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

も見据
み す

えた

情 報
じょうほう

の引
ひ

き継
つ

ぎが大切
たいせつ

である。例
たと

えば、滋賀県
し が け ん

湖南
こ な ん

市
し

では、義務
ぎ む

教 育
きょういく

終了後
しゅうりょうご

も支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

について、中学校
ちゅうがっこう

卒業後
そつぎょうご

の進路先
しんろさき

へ支援
し え ん

をつなぐための取組
とりくみ

とし

て、児童
じ ど う

本人
ほんにん

の意向
い こ う

を中 心
ちゅうしん

とした「個別
こ べ つ

支援
し え ん

移行
い こ う

計画
けいかく

」を作成
さくせい

、実行
じっこう

しており、こ

のような各学校
かくがっこう

から関係
かんけい

事業所
じぎょうしょ

等
とう

への情 報
じょうほう

の引継
ひきつぎ

の取組
とりくみ

を、どこの地域
ち い き

でも 行
おこな

え

るよう、福祉
ふ く し

と教 育
きょういく

が連携
れんけい

して支援
し え ん

する体制
たいせい

を検討
けんとう

すべきである。また、その際
さい

に

は、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

を想定
そうてい

し、障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

は必要
ひつよう

に応
おう

じて、

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

を担当
たんとう

する特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

を 自
みずか

ら実施
じ っ し

あるいは

連携
れんけい

することが重 要
じゅうよう

である。 

○ さらに、学校
がっこう

卒業後
そつぎょうご

の就 労
しゅうろう

に当
あ

たっては、学校
がっこう

在学中
ざいがくちゅう

から、職場
しょくば

実 習
じっしゅう

や就 労
しゅうろう

体験
たいけん

の実施
じ っ し

など、就 労
しゅうろう

へ向
む

けての支援
し え ん

が、切
き

れ目
め

の無
な

い支援
し え ん

につながる。学校
がっこう

在学中
ざいがくちゅう

から就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

等
とう

との連携
れんけい

が必要
ひつよう

である。このため、学校
がっこう

在学中
ざいがくちゅう

からのサービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の作成
さくせい

に向
む

けて、教 育
きょういく

と福祉
ふ く し

が協 働
きょうどう

で会議
か い ぎ

を 行
おこな

うなど

の具体的
ぐたいてき

な対応
たいおう

が必要
ひつよう

である。さらに、就労後
しゅうろうご

の職場
しょくば

定 着
ていちゃく

の支援
し え ん

も重 要
じゅうよう

であり、

アフターフォロー
あ ふ た ー ふ ぉ ろ ー

を 行
おこな

っている学校
がっこう

と、企業
きぎょう

や障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

が役割
やくわり

分担
ぶんたん

を明確
めいかく

にしつつ連携
れんけい

を図
はか

ることができる体制
たいせい

を構築
こうちく

すべきである。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、県
けん

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を推進
すいしん

するための関係
かんけい

施策
し さ く

を実施
じ っ し

する際
さい

に

は、高齢者
こうれいしゃ

及
およ

び子
こ

どもの福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

との連携
れんけい

を図
はか

らなければならないことに

ついて定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

高齢者
こうれいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

との連携
れんけい

は、高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

する医療
いりょう

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

として

取
と

り組
く

まれてきた地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

が住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、安心
あんしん

していきいきと

生活
せいかつ

できるための地域
ち い き

づくりを目指
め ざ

したものであり、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

と非常
ひじょう

に

親和性
しんわせい

のあるものとして捉
とら

えるという視点
し て ん

によるものです。 

精神
せいしん

障 害
しょうがい

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の た め に 、「 精神
せいしん

障 害
しょうがい

に も 対応
たいおう

し た 地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

」の取組
と り く

みが全国的
ぜんこくてき

に進
すす

められているほか、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

の高齢者
こうれいしゃ

の

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の課題
か だ い

の解 消
かいしょう

に向
む

けた支援
し え ん

の主体
しゅたい

になっている事例
じ れ い

も

様々
さまざま

報告
ほうこく

されているところであり、こうした施策
し さ く

の動向
どうこう

も踏
ふ

まえながら、高齢者
こうれいしゃ

の

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

との連携
れんけい

を図
はか

っていく必要
ひつよう

があります。 

また、子
こ

どもの福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

との連携
れんけい

については、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の平成
へいせい

23年
ねん

改正
かいせい

において、可能
か の う

な限
かぎ

り障 害
しょうがい

のある子
こ

どもが障 害
しょうがい

のない子
こ

どもと共
とも

に教 育
きょういく

を

受
う

けられるよう配慮
はいりょ

しつつ、十 分
じゅうぶん

な教 育
きょういく

を受
う

けられるようにすることや、障 害
しょうがい

の

ある子
こ

どもが可能
か の う

な限
かぎ

り身近
み じ か

な場所
ば し ょ

で療 育
りょういく

等
とう

の支援
し え ん

を受
う

けられるようにすること

等
とう

が新
あら

たに規定
き て い

され、取組
と り く

みが強化
きょうか

されてきました。 

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

では、地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は国
くに

とともに、子
こ

どもを心
しん

身
しん

ともに健
すこ

やかに育成
いくせい

する責任
せきにん

を負
お

うものとされており、健康診査
けんこうしんさ

等
とう

による障 害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

、障害児
しょうがいじ

保育
ほ い く

、

放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

クラブ
く ら ぶ

における障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の受入
うけいれ

、地域
ち い き

における療 育
りょういく

機会
き か い

の

提 供
ていきょう

などの取組
と り く

みを一層
いっそう

推進
すいしん

していく必要
ひつよう

があります。 

高齢者
こうれいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

との連携
れんけい

を図
はか

り、子
こ

どもの福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

について

は国
くに

の障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の政策
せいさく

動向
どうこう

（下
した

に参考
さんこう

掲載
けいさい

）なども踏
ふ

まえながら進
すす

めていきます。 

 

（参考
さんこう

）障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

の政策
せいさく

動向
どうこう

 

＜参考
さんこう

法規
ほ う き

等
とう

＞ 

児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

164号
ごう

） 

（高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

等
とう

との連携
れんけい

） 

第
だい

21 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、高齢者
こうれいしゃ

及
およ

び子
こ

どもの福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

との連携
れんけい

を図
はか

るものとする。 
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第六条
だいろくじょう

の二
に

の二
に

 

この法律
ほうりつ

で、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

とは、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

、居宅
きょたく

訪問型
ほうもんがた

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

及
およ

び保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

をいい、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

とは、障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

を 行
おこな

う事業
じぎょう

をいう。 

 

第七条
だいななじょう

第二項
だいにこう

 

   この法律
ほうりつ

で、障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

支援
し え ん

とは、障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に入 所
にゅうしょ

し、又
また

は独立
どくりつ

行 政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国立
こくりつ

病 院
びょういん

機構
き こ う

若
も

しくは国立
こくりつ

研 究
けんきゅう

開発
かいはつ

法人
ほうじん

国立
こくりつ

精神
せいしん

・神経
しんけい

医療
いりょう

研 究
けんきゅう

センター
せ ん た ー

の設置
せ っ ち

する医療
いりょう

機関
き か ん

であって

内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

が指定
し て い

するもの（以下「指定
し て い

発達
はったつ

支援
し え ん

医療
いりょう

機関
き か ん

」という。）に入 院
にゅういん

する障害児
しょうがいじ

に対
たい

し

て 行
おこな

われる保護
ほ ご

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における基本的
きほんてき

な動作
ど う さ

及び
お よ び

独立
どくりつ

自活
じ か つ

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

技能
ぎ の う

の習 得
しゅうとく

のため

の支援
し え ん

並
なら

びに障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に入 所
にゅうしょ

し、又
また

は指定
し て い

発達
はったつ

支援
し え ん

医療
いりょう

機関
き か ん

に入 院
にゅういん

する障害児
しょうがいじ

のうち

知的
ち て き

障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

のある児童
じ ど う

又
また

は重度
じゅうど

の知的
ち て き

障 害
しょうがい

及び重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

が重 複
ちょうふく

している児童
じ ど う

（以下
い か

「 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

」という。）に対
たい

し 行
おこな

われる治療
ちりょう

をいう。 

 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

ガイドライン
が い ど ら い ん

 

１ 目的
もくてき

 

（１）この「児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

ガイドライン
が い ど ら い ん

」は、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

について、障 害
しょうがい

のある子
こ

ども本人
ほんにん

や

その家族
か ぞ く

に対
たい

して質
しつ

の高
たか

い児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

を提
てい

供
きょう

するため、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

及
およ

び児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

（以下
い か

「児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

」という。）における児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

の内容
ないよう

や

運営
うんえい

及
およ

びこれに関連
かんれん

する事項
じ こ う

を定
さだ

めるものである。 

（２）各児童
かくじどう

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

は、このガイドライン
が い ど ら い ん

において規定
き て い

される児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

の内容
ないよう

等
とう

に係
かか

る基本的
きほんてき

な事項
じ こ う

等
とう

を踏
ふ

まえ、各児童
かくじどう

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

等
とう

の実 情
じつじょう

に応
おう

じて創意
そ う い

工夫
く ふ う

を図
はか

り、

その機能
き の う

及
およ

び質
しつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

らなければならない。 

 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

 

(都道府県
と ど う ふ け ん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

) 

第 八 十 九 条
だいはちじゅうきゅうじょう

 都道府県
と ど う ふ け ん

は、基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

して、市町村
しちょうそん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の達成
たっせい

に資
し

するため、

各市町村
かくしちょうそん

を通
つう

ずる広域的
こういきてき

な見地
け ん ち

から、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

その他
ほか

この法律
ほうりつ

に基
もと

づく業務
ぎょうむ

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

に関
かん

する計画
けいかく

(以下
い か

「都道府県
と ど う ふ け ん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」という。)を定
さだ

める

ものとする。 

２ 都道府県
と ど う ふ け ん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

においては、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を定
さだ

めるものとする。 

一
いち

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

、相談
そうだん

支援
し え ん

及
およ

び地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に係
かか

る目 標
もくひょう

に関
かん

する

事項
じ こ う

 

二
に

 当該都道府県
とうがいとどうふけん

が定
さだ

める区域
く い き

ごとに当該
とうがい

区域
く い き

における各年度
かくねんど

の指定
し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス、指定
し て い

地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

又
また

は指定
し て い

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

の種類
しゅるい

ごとの必要
ひつよう

な 量
りょう

の見込
み こ

み 

三
さん

 各年度
かくねんど

の指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の必要
ひつよう

入 所
にゅうしょ

定員
ていいん

総数
そうすう
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四
よん

 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の種類
しゅるい

ごとの実施
じ っ し

に関
かん

する事項
じ こ う

 

３ 都道府県
と ど う ふ け ん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

においては、前項
ぜんこう

各号
かくごう

に掲
かか

げる事項
じ こ う

のほか、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

について

定
さだ

めるよう努
つと

めるものとする。 

一
いち

 前項
ぜんこう

第二号
だいにごう

の区域
く い き

ごとの指定
し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

又
また

は指定
し て い

地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

の種類
しゅるい

ごとの必要
ひつよう

な

見込量
みこみりょう

の確保
か く ほ

のための方策
ほうさく

 

二
に

 前項第二号
ぜんこうだいにごう

の区域
く い き

ごとの指定
し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

、指定
し て い

地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

又
また

は指定
し て い

計画
けいかく

相談
そうだん

支援
し え ん

に

従事
じゅうじ

する者
しゃ

の確保
か く ほ

又
また

は資質
し し つ

の向 上
こうじょう

のために講
こう

ずる措置
そ ち

に関
かん

する事項
じ こ う

 

三
さん

 指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の施設
し せ つ

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの質
しつ

の向 上
こうじょう

のために講
こう

ずる措置
そ ち

に関
かん

する

事項
じ こ う

 

四
よん

 前項
ぜんこう

第二号
だいにごう

の区域
く い き

ごとの指定
し て い

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

又
また

は指定
し て い

地域
ち い き

相談
そうだん

支援
し え ん

及
およ

び同項
どうこう

第四号
だいよんごう

の

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の 提 供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に係
かか

る医療
いりょう

機関
き か ん

、 教 育
きょういく

機関
き か ん

、 公 共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

、

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター
せ ん た ー

、 障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・ 生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

そ の 他
た

の 職 業
しょくぎょう

リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

の措置
そ ち

を実施
じ っ し

する機関
き か ん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

に関
かん

する事項
じ こ う

 

４ 都道府県
と ど う ふ け ん

は、第 八 十 九 条
だいはちじゅうきゅうじょう

の二
に

の二
に

第一項
だいいちこう

の規定
き て い

により公 表
こうひょう

された結果
け っ か

その他
た

のこの法律
ほうりつ

に基
もと

づく業務
ぎょうむ

の実施
じ っ し

の 状 況
じょうきょう

に関
かん

する情 報
じょうほう

を分析
ぶんせき

した上
うえ

で、当該
とうがい

分析
ぶんせき

の結果
け っ か

を勘案
かんあん

して、

都道府県
と ど う ふ け ん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を作成
さくせい

するよう努
つと

めるものとする。 

５ 都道府県
と ど う ふ け ん

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

は、児童
じ ど う

福祉法
ふ く しほ う

第三十三条
だいさんじゅうさんじょう

の二十二
にじゅうに

第一項
だいいちこう

に規定
き て い

する都道府県
と ど う ふ け ん

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

と一体
いったい

のものとして作成
さくせい

することができる。 

（ 略
りゃく

） 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

手法
しゅほう

の確立
かくりつ

を図
はか

るための調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

に努
つと

める

ことについて定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の支援
し え ん

については、経験
けいけん

だけではなく、科学的
かがくてき

な根拠
こんきょ

のある支援
し え ん

手法
しゅほう

を

調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

・開発
かいはつ

し、体系的
たいけいてき

な研 修
けんしゅう

プログラムを策定
さくてい

した 上
じょう

で、第一線
だいいっせん

の支援者
しえんしゃ

に

その支援
し え ん

手法
しゅほう

を習 得
しゅうとく

してもらうことが重 要
じゅうよう

です。 

まずは、全国
ぜんこく

の先進的
せんしんてき

な取組
と り く

みを 行
おこな

っている障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

の

実践
じっせん

内容
ないよう

について、大学
だいがく

や研 究
けんきゅう

機関
き か ん

とも連携
れんけい

し、情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

することなどに取
と

り

組
く

んでいく必要
ひつよう

があります。 

 

（参考
さんこう

法規
ほ う き

） 

  発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

（平成
へいせい

16年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

167号
ごう

） 

  （医療
いりょう

又
また

は保健
ほ け ん

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

する者
しゃ

に対
たい

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

及
およ

び啓発
けいはつ

） 

第
だい

22 条
じょう

 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、医療
いりょう

又
また

は保健
ほ け ん

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

する者
もの

に対
たい

し、発達
はったつ

障 害
しょうがい

の発見
はっけん

の

ため必要
ひつよう

な知識
ち し き

の普及
ふきゅう

及
およ

び啓発
けいはつ

に努
つと

めなければならない。 

（専門的
せんもんてき

知識
ち し き

を有
ゆう

する人材
じんざい

の確保
か く ほ

等
とう

） 

第
だい

23 条
じょう

 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

は、個々
こ こ

の発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

を適
てき

切
せつ

に 行
おこな

うことが

できるよう発達
はったつ

障 害
しょうがい

に関
かん

する専門的
せんもんてき

知識
ち し き

を有
ゆう

する人材
じんざい

の確保
か く ほ

、養成
ようせい

及
およ

び資質
し し つ

の向 上
こうじょう

を図
はか

るた

め、医療
いりょう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

、教 育
きょういく

、労働
ろうどう

等
とう

並
なら

びに捜査
そ う さ

及
およ

び裁判
さいばん

に関
かん

する業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

する者
もの

に対
たい

し、

個々
こ こ

の発達
はったつ

障 害
しょうがい

の特性
とくせい

その他
ほか

発達
はったつ

障 害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

め、及
およ

び専門性
せんもんせい

を高
たか

めるため研 修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

することその他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じるものとする。 

（調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

） 

第
だい

24 条
じょう

 国
くに

は、性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

その他
た

の事情
じじょう

を考慮
こうりょ

しつつ、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の実態
じったい

の把握
は あ く

に努
つと

めるととも

に、個々
こ こ

の発達
はったつ

障 害
しょうがい

の原因
げんいん

の究 明
きゅうめい

及
およ

び診断
しんだん

、発達
はったつ

支援
し え ん

の方法
ほうほう

等
とう

に関
かん

する必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

を行
おこな

うものとする。 

  

 （支援
し え ん

手法
しゅほう

に関
かん

する調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

） 

第
だい

22 条
じょう

 県
けん

は、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

手法
しゅほう

の確立
かくりつ

を図
はか

るため、国内外
こくないがい

の先進的
せんしんてき

な

取組
とりくみ

に関
かん

する情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

その他
た

の調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

に努
つと

めるものとする。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

に関して中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う拠点
きょてん

について、県
けん

が整
せい

備
び

に努
つと

めることを定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

るため、福祉
ふ く し

に限
かぎ

らず医療
いりょう

や、文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

、

スポーツ
す ぽ ー つ

といった様々
さまざま

な施策
し さ く

を円滑
えんかつ

かつ確実
かくじつ

に実施
じ っ し

していくには、県
けん

だけの取組
と り く

み

ではなく、幅広
はばひろ

く民間
みんかん

機関
き か ん

等
とう

の知見
ち け ん

やノウハウ
の う は う

を活用
かつよう

することが必要
ひつよう

であると 考
かんが

えています。 

 

「拠点
きょてん

の整備
せ い び

」 

本 条
ほんじょう

でいう「拠点
きょてん

」は、いわゆるハード
は ー ど

整備
せ い び

ではなく、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に寄与
き よ

する知見
ち け ん

やノウハウ
の う は う

を持
も

つ民間
みんかん

機関
き か ん

等
とう

のことを想定
そうてい

していま

す。 

例
たと

えば、本県
ほんけん

では条 例
じょうれい

制定
せいてい

時点
じ て ん

において「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

」を設置
せ っ ち

して民間
みんかん

組織
そ し き

に委託
い た く

しており、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

への芸術家
げいじゅつか

の派遣
は け ん

や、障害者
しょうがいしゃ

の芸 術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

を支援
し え ん

するコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の育成
いくせい

などを

行
おこな

っています。また、障害者
しょうがいしゃ

やそのご家
か

族
ぞく

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

からの芸 術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

に関
かん

する相談
そうだん

を受
う

け付
つ

けています。 

 

  

（中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う拠点
きょてん

の整備
せ い び

） 

第
だい

23 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に資
し

するよう、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

の

支援
し え ん

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

に関
かん

して中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う拠点
きょてん

の整
せい

備
び

に努
つと

めるものと

する。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

るための各般
かくはん

の施策
し さ く

の実施
じ っ し

に当
あ

たっ

て、県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

が図
はか

られるよう努
つと

めること

を定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

国
くに

においては、自治体間
じ ち た い か ん

の格差
か く さ

や障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

による支援
し え ん

内容
ないよう

の格差
か く さ

を解
かい

消
しょう

するこ

とを目的
もくてき

として、平成
へいせい

18年
ねん

に障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

（その後
ご

、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に改正
かいせい

）

を施行
し こ う

しました。同法
どうほう

では、支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

とは異
こと

なり、訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

についても国
くに

の義務的
ぎ む て き

経費
け い ひ

となり、自治体
じ ち た い

格差
か く さ

の解 消
かいしょう

が期待
き た い

されました。しかしながら、自治体
じ ち た い

における介護
か い ご

給付
きゅうふ

の障 害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

から支給
しきゅう

決定
けってい

に至
いた

る実態
じったい

を見
み

ると、財政
ざいせい

基盤
き ば ん

の弱
よわ

い自治体
じ ち た い

は長時間
ちょうじかん

介護
か い ご

の支給
しきゅう

決定
けってい

が 行
おこな

われにくい傾向
けいこう

にあることが指摘
し て き

されており、また，手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

派遣者
はけんしゃ

などのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

等
とう

においても，

市町村
しちょうそん

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

には差
さ

がみられるところです。 

全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で、安心
あんしん

していきいきと暮
く

らすことができるよ

う、県
けん

は、各市町村
かくしちょうそん

における障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

するとともに、でき

る限
かぎ

り、地域
ち い き

による格差
か く さ

が 生
しょう

じないよう、必要
ひつよう

な支援
し え ん

、広域的
こういきてき

な調 整
ちょうせい

に努
つと

める必要
ひつよう

があります。 

本 条
ほんじょう

は、「人口
じんこう

減少下
げんしょうか

において満足度
まんぞくど

の高
たか

い人生
じんせい

と人間
にんげん

を尊 重
そんちょう

する社会
しゃかい

をどう

構築
こうちく

するか」という課題
か だ い

に対する答
こた

えとして取
と

りまとめられた「自治体
じ ち た い

戦 略
せんりゃく

2040

構想
こうそう

研究会
けんきゅうかい

 第一次
だいいちじ

報告
ほうこく

」において提言
ていげん

されている、「現下
げ ん か

の地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

が抱
かか

える

課題
か だ い

の認識
にんしき

の下
した

、県内
けんない

のどこに住
す

んでも、一定
いってい

水 準
すいじゅん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

が提
てい

供
きょう

されるよう、県
けん

がプラットフォーム
ぷ ら っ と ふ ぉ ー む

づくりに 注 力
ちゅうりょく

すること」という 考
かんが

えを踏
ふ

ま

えていく必要
ひつよう

があります。 

既
すで

に、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

の確保
か く ほ

を図
はか

るため、広域的
こういきてき

な調 整
ちょうせい

を 行
おこな

っている市町村
しちょうそん

が存
そん

在
ざい

しているところであり、県
けん

は、人口
じんこう

減 少
げんしょう

社会
しゃかい

を見据
み す

え

て障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

が図
はか

られるよう努
つと

めることとして

います。 

人口
じんこう

減少下
げんしょうか

の現 状
げんじょう

においては、こうした 考
かんが

え方
かた

（下
した

に参考
さんこう

掲載
けいさい

）を踏
ふ

まえなが

ら地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

を図
はか

っていきます。 

（地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

） 

第
だい

24 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

に

対
たい

する福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

が図
はか

られるよう努
つと

めるものとする。 
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   （参考
さんこう

）自治体
じ ち た い

戦 略
せんりゃく

2040構
こう

想
そう

研
けん

究
きわむ

会
かい

 第一
だいいち

次
つぎ

報
ほう

告
こく

 12) 

   ～人口
じんこう

減少下
げんしょうか

において満足度
まんぞくど

の高
たか

い人生
じんせい

と人間
にんげん

を尊 重
そんちょう

する社会
しゃかい

をどう構築
こうちく

するか～ 

（平成
へいせい

30年
ねん

4月
がつ

 自治体
じ ち た い

戦 略
せんりゃく

2040構想
こうそう

研究会
けんきゅうかい

） 

     Ⅳ 2040 年頃
ねんごろ

を見据
み す

えた自治体
じ ち た い

戦 略
せんりゃく

の基本的
きほんてき

方向性
ほうこうせい

 

長期
ちょうき

にわたる少子化
しょうしか

によって、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

を迎
むか

える我
わ

が国
くに

を、国際
こくさい

社会
しゃかい

はど

のように見
み

ているのであろうか。 

我
わ

が国
くに

が国際
こくさい

社会
しゃかい

から信任
しんにん

を得
え

られるかどうかは、長年
ながねん

指摘
し て き

されてきた経済
けいざい

や財政
ざいせい

の

健全性
けんぜんせい

の観点
かんてん

に加
くわ

え、社会
しゃかい

の機能
き の う

不全
ふ ぜ ん

を自ら克服
こくふく

できるという意味
い み

でのレジリエンス
れ じ り え ん す

（＝社会
しゃかい

の強 靱
きょうじん

性
せい

）が問
と

われるのではないか。 

短期間
たんきかん

の財政
ざいせい

効果
こ う か

を追 求
ついきゅう

した取組
とりくみ

のみでは、我
わ

が国
くに

の地域
ち い き

社会
しゃかい

の持続
じ ぞ く

可能性
かのうせい

に対
たい

する

根本的
こんぽんてき

な疑問
ぎ も ん

と不安
ふ あ ん

に応
こた

えられない。今回
こんかい

、本
ほん

研究会
けんきゅうかい

が提示
て い じ

した課題
か だ い

や論点
ろんてん

は、我
わ

が国
くに

の

行 政
ぎょうせい

の制度
せ い ど

設計
せっけい

の根幹
こんかん

に当
あ

たる部分
ぶ ぶ ん

を含
ふく

めた見直
み な お

しを迫
せま

るものである。 

課題
か だ い

は内政
ないせい

全般
ぜんぱん

にわたる。その改革
かいかく

を総合
そうごう

し、国内
こくない

に行
ゆ

き渡
わた

らせるためには、各行政
かくぎょうせい

分野
ぶ ん や

における取組
とりくみ

と併
あわ

せて、自治体
じ ち た い

行 政
ぎょうせい

のあり方
かた

の根本
こんぽん

を見直
み な お

す必要
ひつよう

がある。医療
いりょう

、介護
か い ご

、イ
い

ンフラ
ん ふ ら

、空間
くうかん

管理
か ん り

など、住 民
じゅうみん

サービス
さ ー び す

の多
おお

くを支
ささ

えるのは地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

である。2040 年頃
ねんごろ

に

かけて迫
せま

り来
きた

る我
わ

が国
こく

の危機
き き

を乗
の

り越
こ

えるべく、全
すべ

ての府省
ふしょう

が政策
せいさく

資源
し げ ん

を最大限
さいだいげん

投 入
とうにゅう

するに

当
あ

たって、地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

も、持続
じ ぞ く

可能
か の う

な 形
かたち

で住 民
じゅうみん

サービス
さ ー び す

を提 供
ていきょう

し続
つづ

けられるような

プラットフォーム
ぷ ら っ と ふ ぉ ー む

であり続
つづ

けなければならない。 

今後
こ ん ご

、本
ほん

研究会
けんきゅうかい

において議論
ぎ ろ ん

すべきは、新
あら

たな自治体
じ ち た い

と各府省
かくふしょう

の施策
し さ く

（アプリケーション
あ ぷ り け ー し ょ ん

）

の機能
き の う

が最大限
さいだいげん

発揮
は っ き

できるようにするための自治体
じ ち た い

行 政
ぎょうせい

（ O S
おーえす

）の書
か

き換
が

えである。住 民
じゅうみん

の福祉
ふ く し

のため、自治体
じ ち た い

行 政
ぎょうせい

のあり方
かた

も、大胆
だいたん

な変革
へんかく

を構想
こうそう

する必要
ひつよう

がある。 

2040 年頃
ねんごろ

の自治体
じ ち た い

の 姿
すがた

は運命的
うんめいてき

に与
あた

えられるものではなく、住 民
じゅうみん

が 自
みずか

らの意思
い し

で

戦略的
せんりゃくてき

につくっていくことができるものである。将 来
しょうらい

のことは完全
かんぜん

には予測
よ そ く

できないとい

う前提
ぜんてい

の中
なか

で、自治体
じ ち た い

が住 民
じゅうみん

とともに落
お

ち着
つ

いて建設的
けんせつてき

な議論
ぎ ろ ん

に向
む

かい、時間
じ か ん

をかけて準備
じゅんび

ができるよう、我
わ

が国
くに

全体
ぜんたい

で共 有
きょうゆう

できる長期的
ちょうきてき

な戦 略
せんりゃく

を早
はや

い段階
だんかい

で定
さだ

め、住 民
じゅうみん

にとって

実感
じっかん

のできる選択肢
せんたくし

を示
しめ

す必要
ひつよう

がある。 

人々
ひとびと

の良 質
りょうしつ

な生活
せいかつ

を満
み

たす公
こう

・ 共
きょう

・私
し

のベストミックス
べ す と み っ く す

のあり方
かた

や方法
ほうほう

は、都市部
と し ぶ

と

農村部
のうそんぶ

、東京圏
とうきょうけん

と東京圏
とうきょうけん

以外
い が い

など、地域
ち い き

によって大
おお

きく異
こと

なる。自治体
じ ち た い

は、地域
ち い き

の戦 略
せんりゃく

本部
ほ ん ぶ

として、制度
せ い ど

や組織
そ し き

、地域
ち い き

の垣根
か き ね

を越
こ

えて、資源
し げ ん

（施設
し せ つ

や人材
じんざい

）を 賢
かしこ

く戦略的
せんりゃくてき

に活用
かつよう

する

必要
ひつよう

がある。個々
こ こ

が部分
ぶ ぶ ん

最適
さいてき

を追 求
ついきゅう

することにより合成
ごうせい

の誤謬
ごびゅう

に 陥
おちい

らないようにしなけれ

ばならない。 

加
くわ

えて、自治体
じ ち た い

には、専門性
せんもんせい

を発揮
は っ き

し、住 民
じゅうみん

の合意
ご う い

形成
けいせい

をコーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

する役割
やくわり

がより

求
もと

められることとなる。地域
ち い き

ごとの公
こう

・共
きょう

・私
し

のベストミックス
べ す と み っ く す

に移行
い こ う

するため、自治体
じ ち た い

は、

単
たん

なる「サービス
さ ー び す

・プロバイダー
ぷ ろ ば い だ ー

」から、公
こう

・ 共
きょう

・私
し

が 協 力
きょうりょく

し合
あ

う 場
じょう

を設定
せってい

する
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「プラットフォーム
ぷ ら っ と ふ ぉ ー む

・ビルダー
び る だ ー

」への転換
てんかん

が求
もと

められる。 

急 速
きゅうそく

に人口
じんこう

減 少
げんしょう

が進
すす

み、特
とく

に小規模
しょうきぼ

な自治体
じ ち た い

では人口
じんこう

の減少率
げんしょうりつ

が４～５割
わり

に迫
せま

る団体
だんたい

が

数多
かずおお

く 生
しょう

じると見込
み こ

まれる。そのような中
なか

では、個々
こ こ

の市町村
しちょうそん

が行 政
ぎょうせい

のフルセット
ふ る せ っ と

主義
し ゅ ぎ

を

排
はい

し、圏域
けんいき

単位
た ん い

で、あるいは圏域
けんいき

を越
こ

えた都市
と し

・地方
ち ほ う

の自治体間
じ ち た い か ん

で、有機的
ゆうきてき

に連携
れんけい

すること

で都市
と し

機能
き の う

等
とう

を維持
い じ

確保
か く ほ

することによって、人
ひと

が人
ひと

とのつながりの中
なか

で生
い

きていける空間
くうかん

を

積極的
せっきょくてき

に形成
けいせい

し、人々
ひとびと

の暮
く

らしやすさを保障
ほしょう

していく必要
ひつよう

がある。 

人口
じんこう

減 少
げんしょう

が先行
せんこう

して進
すす

んできた県
けん

においては、県
けん

が市町村
しちょうそん

と一体
いったい

となって様々
さまざま

な施策
し さ く

を

展開
てんかい

して地域
ち い き

を守
まも

ろうとする動
うご

きが顕著
けんちょ

になっている。都道府県
と ど う ふ け ん

・市町村
しちょうそん

の二層制
にそうせい

を柔軟化
じゅうなんか

し、それぞれの地域
ち い き

に応
おう

じた行 政
ぎょうせい

の共 通
きょうつう

基盤
き ば ん

の構築
こうちく

を進
すす

めていくことも必要
ひつよう

になる。 

医療
いりょう

・介護
か い ご

ニーズ
に ー ず

の急 増
きゅうぞう

や首都
し ゅ と

直下
ちょっか

地震
じ し ん

への対応
たいおう

など、東京圏
とうきょうけん

の大
おお

きな行 政
ぎょうせい

課題
か だ い

に対処
たいしょ

していくためには、いわゆる埼玉
さいたま

都民
と み ん

や千葉
ち ば

都民
と み ん

なども含
ふく

めた東京圏
とうきょうけん

全体
ぜんたい

のサービス
さ ー び す

供 給
きょうきゅう

体制
たいせい

を構築
こうちく

していく必要
ひつよう

がある。 

若年層
じゃくねんそう

の減 少
げんしょう

により、経営
けいえい

資源
し げ ん

としての人材
じんざい

の確保
か く ほ

がより厳
きび

しくなる中
なか

、公
こう

・共
きょう

・私
し

の

ベストミックス
べ す と み っ く す

で社会
しゃかい

課題
か だ い

を解
かい

決
けつ

していくことが求
もと

められる。他方
た ほ う

、定年
ていねん

退職者
たいしょくしゃ

や出 産
しゅっさん

を

機
き

に退 職
たいしょく

した人
ひと

など、企業
きぎょう

等
とう

で築
きず

き上
あ

げた能 力
のうりょく

が十 分
じゅうぶん

活
い

かされず、活躍
かつやく

の場
ば

を求
もと

めている

人
ひと

も多
おお

い。 就 職
しゅうしょく

氷河期
ひょうがき

世代
せ だ い

には、これまで十 分
じゅうぶん

活躍
かつやく

の 場
じょう

が与
あた

えられてこなかった人
ひと

がい

る。こうした人々
ひとびと

が多様
た よ う

な 働
はたら

き方
かた

ができる受
う

け皿
ざら

を作
つく

り出
だ

す方策
ほうさく

について検討
けんとう

する必要
ひつよう

があ

る。 

これまで自治体
じ ち た い

が個々
こ こ

にカスタマイズ
か す た ま い ず

してきた業務
ぎょうむ

プロセス
ぷ ろ せ す

やシステム
し す て む

は、大胆
だいたん

に

標準化
ひょうじゅんか

・共同化
きょうどうか

する必要
ひつよう

がある。更
さら

には、今後
こ ん ご

、 I C T
あいしーてぃー

 の利用
り よ う

によって処理
し ょ り

できる業務
ぎょうむ

は

できる限
かぎ

り I C T
あいしーてぃー

を利用
り よ う

するという I C T
あいしーてぃー

の活用
かつよう

を前提
ぜんてい

とした自治体
じ ち た い

行 政
ぎょうせい

を展開
てんかい

する

必要
ひつよう

がある。 

総務省
そうむしょう

においては、自治体
じ ち た い

行 政
ぎょうせい

の新
あら

たな 姿
すがた

を描
か

く際
さい

には、 I C T
あいしーてぃー

 や郵便
ゆうびん

、統計
とうけい

などを

含
ふく

め、その総 力
そうりょく

を挙
あ

げて、有機的
ゆうきてき

に連携
れんけい

して取
と

り組
く

む必要
ひつよう

がある。 

こうした基本的
きほんてき

方向性
ほうこうせい

をもとに、2040 年頃
ねんごろ

を見据
み す

えた自治体
じ ち た い

戦 略
せんりゃく

として、どのような

行 政
ぎょうせい

経営
けいえい

改革
かいかく

、圏域
けんいき

マネジメント
ま ね じ め ん と

を 行
おこな

う必要
ひつよう

があるのか、さらに具体的
ぐたいてき

な検討
けんとう

が必要
ひつよう

であ

る。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

   本 条
ほんじょう

は、県内
けんない

に設置
せ っ ち

された、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

89 条
じょう

の３第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する

協
きょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

について、県
けん

がその推進
すいしん

等
とう

を図
はか

ることを定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

89 条
じょう

の３第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する 協
きょう

議会
ぎ か い

は、多
おお

くの場合
ば あ い

「自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」の呼称
こしょう

で設置
せ っ ち

され、本県
ほんけん

では県
けん

の自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

と、政令
せいれい

市
し

を除
のぞ

く５

つの圏域
けんいき

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

しています（政令
せいれい

市
し

は横浜市
よこはまし

、川崎市
かわさきし

、相模原市
さ が み は ら し

が各自
か く じ

設置
せ っ ち

）。 

協
きょう

議会
ぎ か い

は、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

において自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

み、安心
あんしん

して豊
ゆた

かに過
す

ごすことができるよう、様々
さまざま

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

の整備
せ い び

等
とう

を促進
そくしん

することを

目的
もくてき

として設置
せ っ ち

される会議体
かいぎたい

です。本 条
ほんじょう

では、こうした 協
きょう

議会
ぎ か い

の活動
かつどう

に県
けん

がしっ

かりと関与
か ん よ

し、その活動
かつどう

の推進
すいしん

を図
はか

ることを定
さだ

めるものです。 

このような圏域
けんいき

の 協
きょう

議会
ぎ か い

が広域的
こういきてき

な観点
かんてん

から当該
とうがい

区域
く い き

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

体制
たいせい

の整
せい

備
び

に取
と

り組
く

むことで、第
だい

24 条
じょう

に定
さだ

める地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

が図
はか

られる効果
こ う か

を

期待
き た い

するものです。 

なお、神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

について、条 例
じょうれい

においては特段
とくだん

の規定
き て い

を

置
お

いていませんが、その設置
せ っ ち

要綱
ようこう

において、設置
せ っ ち

目的
もくてき

を「かながわの障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

において自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

み、安心
あんしん

して豊
ゆた

かに暮
く

らすことができ

るよう、質
しつ

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

等
とう

を促進
そくしん

するため」としています。この目的
もくてき

を達成
たっせい

するために、①障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

及
およ

び市町村
しちょうそん

における相談
そうだん

支援
し え ん

に関
かん

するこ

と、②専門性
せんもんせい

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

及
およ

び広域的
こういきてき

な支援
し え ん

事業
じぎょう

に関
かん

すること、③相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

等
とう

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

に関
かん

すること等
とう

について協議
きょうぎ

を 行
おこな

うこととされており、

本 条
ほんじょう

の規定
き て い

を踏
ふ

まえ、運営
うんえい

の充 実
じゅうじつ

強化
きょうか

を図
はか

っていくことが必要
ひつよう

です。 

 

「障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

」 

（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

の推進
すいしん

等
とう

） 

第
だい

25 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るため、障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

（保健
ほ け ん

及
およ

び医療
いりょう

と福祉
ふ く し

との連携
れんけい

を図
はか

る観点
かんてん

から県内
けんない

を区分
く ぶ ん

した区域
く い き

のことをいう。）ごとに

協議会
きょうぎかい

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

89 条
じょう

の３第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する 協
きょう

議会
ぎ か い

をいう。次項
じ こ う

にお

いて同
おな

じ。）を置
お

くとともに、その活動
かつどう

を推進
すいしん

するものとする。 

２ 県
けん

は、地域
ち い き

の実 情
じつじょう

に応
おう

じた障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を促進
そくしん

するため、市町村
しちょうそん

が置
お

く 協
きょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

を図
はか

るものとする。 



66 
 

障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

は、保健
ほ け ん

及
およ

び医療
いりょう

と福祉
ふ く し

との連携
れんけい

を図
はか

る観点
かんてん

から県内
けんない

を

区分
く ぶ ん

した区域
く い き

のことを指
さ

します。本県
ほんけん

では二次
に じ

保健
ほ け ん

医療圏
いりょうけん

を基本
き ほ ん

として県内
けんない

を８つの区域
く い き

（横浜
よこはま

、川崎
かわさき

、相模原
さがみはら

、県
けん

央
おう

、横須賀
よ こ す か

・三浦
み う ら

、湘
しょう

南東部
なんとうぶ

、湘
しょう

南西部
なんせいぶ

、

県
けん

西
せい

）に分
わ

けています。 

 

〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

県内
けんない

の各市町村
かくしちょうそん

は、それぞれ 協
きょう

議会
ぎ か い

を設置
せ っ ち

しており、県
けん

は、各地域々々
か く ち い き ち い き

の実 情
じつじょう

に応
おう

じた障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を促進
そくしん

するため、第
だい

１項
こう

に定
さだ

める圏域
けんいき

ごとの

協
きょう

議会
ぎ か い

などの場
ば

を活用
かつよう

し、県
けん

と市町村
しちょうそん

の協議会
きょうぎかい

相互
そ う ご

の連携
れんけい

を図
はか

ることとするもの

です。 

 

＜参考
さんこう

法規
ほ う き

＞ 

  神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

設置
せ っ ち

要綱
ようこう

（平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

１日
にち

施行
し こ う

） 

  （目的
もくてき

）  

第
だい

１ 条
じょう

 かながわの障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

において自立
じ り つ

した日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

み、安心
あんしん

して

豊
ゆた

かに暮
く

らすことができるよう、質
しつ

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

等
とう

を促進
そくしん

するため、神奈川県
か な が わ け ん

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

（以下
い か

「 協
きょう

議会
ぎ か い

」という。）を設置
せ っ ち

する。 

第
だい

２ 条
じょう

 （ 略
りゃく

） 

（協議
きょうぎ

事項
じ こ う

） 

第
だい

３ 条
じょう

 協
きょう

議会
ぎ か い

は、第
だい

１ 条
じょう

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するため、次
つぎ

の事項
じ こ う

について、協議
きょうぎ

を 行
おこな

う。 

(1) 障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

（以下
い か

「圏域
けんいき

」という。）及
およ

び市町村
しちょうそん

における相談
そうだん

支援
し え ん

に関
かん

すること。 

(2) 専門性
せんもんせい

の高
たか

い相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

及
およ

び広域的
こういきてき

な支援
し え ん

事業
じぎょう

に関
かん

すること。 

(3) 相談
そうだん

支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

研 修
けんしゅう

等
とう

研 修
けんしゅう

事業
じぎょう

に関
かん

すること。 

(4) その他
た

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

に関
かん

すること。 

 

（参考
さんこう

）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

の提言
ていげん

 

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

の報告書
ほうこくしょ

には、入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に頼
たよ

り過
す

ぎた障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

提 供
ていきょう

体制
たいせい

から、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で、障害者
しょうがいしゃ

を支
ささ

えていく態勢
たいせい

への転換
てんかん

が必要
ひつよう

であり、そのための新
あら

たな支援
し え ん

の組
く

み立
た

てを

考
かんが

える場
ば

として、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

が中 心
ちゅうしん

となるべき、との提言
ていげん

が盛
も

り込
こ

まれました。 

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

は、高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

の中 心
ちゅうしん

となる介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

とは異
こと

なり、対象者
たいしょうしゃ

が少
すく

ないことから、

自
おの

ずと地域
ち い き

資源
し げ ん

の整
せい

備
び

には遅
おく

れや隙間
す き ま

があるため、広域的
こういきてき

に融通
ゆうずう

を利
き

かせていくことが重 要
じゅうよう

で

す。 

こうしたことから、現行
げんこう

の県内
けんない

8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

において、当該
とうがい

区域
く い き

において、障害者
しょうがいしゃ

がその人
ひと

らしく暮
く

らしていくことができるよう、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する新
あら

たな支援
し え ん

の組
く

み立
た

てを、県
けん

もしっかりと関与
か ん よ

しながら、関係者間
かんけいしゃかん

で議論
ぎ ろ ん

を 行
おこな

っていくこととしています。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係
かか

る事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する人材
じんざい

（以下
い か

、本 条
ほんじょう

の解説
かいせつ

において

「従事者
じゅうじしゃ

」といいます。）の確保
か く ほ

や育成
いくせい

等
とう

について、県
けん

が取
と

り組
く

むべきことを定
さだ

めた

ものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

今日
き ょ う

、我
わ

が国
くに

は人口
じんこう

減 少
げんしょう

社会
しゃかい

に突 入
とつにゅう

しており、労働力
ろうどうりょく

人口
じんこう

は長期的
ちょうきてき

に減 少
げんしょう

し

ていくことが見込
み こ

まれます。福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

は、他
た

業 種
ぎょうしゅ

に比
くら

べて人手
ひ と で

不足感
ぶそくかん

が続
つづ

いてお

り、従事者
じゅうじしゃ

の職場
しょくば

への定 着
ていちゃく

が重 要
じゅうよう

であり、引
ひ

き続
つづ

きの給与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

の引
ひ

き上
あ

げ（処遇
しょぐう

改善
かいぜん

）や、職場
しょくば

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

が強
つよ

く求
もと

められているところです。 

しかしながら、従事者
じゅうじしゃ

の確保
か く ほ

については、一
いち

法人
ほうじん

、一
いち

市町村
しちょうそん

だけではなかなか解決
かいけつ

することが困難
こんなん

な課題
か だ い

です。 

こうしたことから、本 条
ほんじょう

において、県
けん

が障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

に 就
しゅう

労
ろう

する人材
じんざい

の確保
か く ほ

及
およ

び育成
いくせい

について、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずる責務
せ き む

を規定
き て い

したものです。 

 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

本項
ほんこう

では、県
けん

が従事者
じゅうじしゃ

の育成
いくせい

及び技術
ぎじゅつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

るための措置
そ ち

を講
こう

ずることを

定
さだ

めています。 

県
けん

は条 例
じょうれい

が制定
せいてい

される以前
い ぜ ん

から、福祉
ふ く し

人材
じんざい

の育成
いくせい

及
およ

び技術
ぎじゅつ

の向 上
こうじょう

に係
かか

る研 修
けんしゅう

等
とう

の取組
と り く

みを進
すす

めてきたところですが、より一層
そう

、市町村
しちょうそん

や障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

と連携
れんけい

を強
つよ

め、取組
と り く

みを強化
きょうか

していくことが重 要
じゅうよう

です。とりわけ、

地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を担
にな

う人材
じんざい

の育成
いくせい

は急務
きゅうむ

であり、県
けん

が積極的
せっきょくてき

に関
かん

与
よ

していく必要
ひつよう

が

あります。 

 

 （人材
じんざい

の確保
か く ほ

、育成
いくせい

等
とう

） 

第
だい

26 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係る
か か る

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する人材
じんざい

（次項
じ こ う

において「従事者
じゅうじしゃ

」と

いう。）の確保
か く ほ

、育成
いくせい

及
およ

び技術
ぎじゅつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

るため、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、研 修
けんしゅう

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

２ 県
けん

は、従事者
じゅうじしゃ

の職場
しょくば

への定 着
ていちゃく

を促進
そくしん

するため、就 労
しゅうろう

実態
じったい

の把握
は あ く

、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、

助言
じょげん

その他
た

の従事者
じゅうじしゃ

の心身
しんしん

の健康
けんこう

の維持
い じ

及
およ

び増進
ぞうしん

並
なら

びに処遇
しょぐう

の改善
かいぜん

に資
し

するための

措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

３ 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係る
か か る

活動
かつどう

及
およ

び事業
じぎょう

並
なら

びに当該
とうがい

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

することに対
たい

する

県民
けんみん

等
とう

の関心
かんしん

を深
ふか

めるため、広報
こうほう

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

、当該
とうがい

事業
じぎょう

の活動
かつどう

に接
せっ

する機会
き か い

の提 供
ていきょう

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 
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〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

本項
ほんこう

では、県
けん

が従事者
じゅうじしゃ

の職場
しょくば

への定 着
ていちゃく

を促進
そくしん

するための措置
そ ち

を講
こう

ずることを定
さだ

めています。 

従事者
じゅうじしゃ

の職場
しょくば

への定 着
ていちゃく

を図
はか

っていくためには、従事者
じゅうじしゃ

の心身
しんしん

の健康
けんこう

の維持
い じ

と

増進
ぞうしん

がしっかりと担保
た ん ぽ

された職場
しょくば

環 境
かんきょう

であることが必須
ひ っ す

です。このためには、

ロボット
ろ ぼ っ と

・ＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

の導 入
どうにゅう

による業務
ぎょうむ

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

は有効
ゆうこう

な手段
しゅだん

の一
ひと

つだと 考
かんが

えられ、県
けん

は、その導 入
どうにゅう

支援
し え ん

に取
と

り組
く

むことが重 要
じゅうよう

です。 

また、処遇
しょぐう

の改善
かいぜん

（給与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

の改善
かいぜん

）は、新規
し ん き

就 業
しゅうぎょう

のみならず職場
しょくば

定 着
ていちゃく

を図
はか

る上
うえ

で、最
もっと

も重 要
じゅうよう

な措置
そ ち

の一
ひと

つと 考
かんが

えられます。障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

の 収 入
しゅうにゅう

は、いわゆる公定
こうてい

価格
か か く

である障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

報 酬
ほうしゅう

によることから、

国
くに

において、これまで、必要
ひつよう

な改善
かいぜん

が講
こう

じられてきたところであり、県
けん

は、同事
ど う じ

業 者
ぎょうしゃ

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

加算
か さ ん

の円滑
えんかつ

な申請
しんせい

のための助言
じょげん

等
とう

を 行
おこな

うことが重 要
じゅうよう

です。 

こうした県
けん

が講
こう

じる各般
かくはん

の情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

や助言
じょげん

などの措置
そ ち

が的確
てきかく

なものとなるよ

う、県
けん

としても、同事
ど う じ

業 者
ぎょうしゃ

の就 労
しゅうろう

実態
じったい

について、しっかりと把握
は あ く

し、必要
ひつよう

に応
おう

じ、

国
くに

への提言
ていげん

や要請
ようせい

を 行
おこな

うことも検討
けんとう

すべきと 考
かんが

えられます。 

 

〔第
だい

３項
こう

関係
かんけい

〕 

県内
けんない

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

への新規
し ん き

就 労
しゅうろう

を増
ふ

やしていくためには、

県
けん

は、これまで以上
いじょう

に、県民
けんみん

等
とう

に対
たい

し障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係
かか

る活動
かつどう

及
およ

び事業
じぎょう

に関
かん

する魅力
みりょく

を

伝
つた

える情 報
じょうほう

発信
はっしん

に取
と

り組
く

み、関係者
かんけいしゃ

と 協 力
きょうりょく

しながら、「神奈川
か な が わ

で障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に

係
かか

る仕事
し ご と

をしてみたい」と思
おも

ってもらえるような環 境
かんきょう

を整備
せ い び

していく必要
ひつよう

があり

ます。 

こうしたことから、本項
ほんこう

では、従事者
じゅうじしゃ

のほか、県民
けんみん

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に広
ひろ

く障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係
かか

る活動
かつどう

及
およ

び事業
じぎょう

への関心
かんしん

を深
ふか

めてもらうための措置
そ ち

、いわば人材
じんざい

の裾野
す そ の

を広
ひろ

げ

るための措置
そ ち

を、県
けん

が講
こう

ずることを定
さだ

めたものです。 
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〇 基本的
きほんてき

規定
き て い

～雑則
ざっそく

（補則
ほ そ く

） 

 

 

 

 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

本 条
ほんじょう

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

るための関係
かんけい

施策
し さ く

の実施
じ っ し

に必要
ひつよう

な

財源
ざいげん

の確保
か く ほ

について、県
けん

の努力
どりょく

義務
ぎ む

を定
さだ

めたものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

条 例
じょうれい

においては、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

を図
はか

るための各般
かくはん

の施策
し さ く

につい

ての具体的
ぐたいてき

な実行
じっこう

プラン
ぷ ら ん

として「基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を定
さだ

めるものとするとともに、それら

施策
し さ く

を円滑
えんかつ

に実施
じ っ し

するための体制
たいせい

の整備
せ い び

について定
さだ

めています。 

こうした取組
と り く

みの実施
じ っ し

に当
あ

たっては、一定
いってい

の財政
ざいせい

措置
そ ち

が必要
ひつよう

になることから、そ

の点
てん

を担
たん

保
ぽ

するため、県
けん

が財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

ずる努力
どりょく

義務
ぎ む

を規定
き て い

したものです。 

この財政
ざいせい

措置
そ ち

については、毎年度
まいねんど

の予算
よ さ ん

編成
へんせい

過程
か て い

において決定
けってい

されることとなり

ます。 

 

〇 附則
ふ そ く

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

附則
ふ そ く

において、条 例
じょうれい

の施行
し こ う

日
び

と見直
み な お

しについて定
さだ

めるものです。 

 

【解説
かいせつ

】 

〔第
だい

１項
こう

関係
かんけい

〕 

  条 例
じょうれい

は令和
れ い わ

４年
ねん

10月
がつ

21日
にち

に公布
こ う ふ

されましたが、県民
けんみん

等
とう

への十 分
じゅうぶん

な周知
しゅうち

の期間
き か ん

を

勘案
かんあん

し、施行
し こ う

日
ひ

を約
やく

半年後
はんとしご

の令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

１日
にち

としました。 

 

（財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第
だい

27 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

を推進
すいしん

するために必要
ひつよう

な財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものとする。 

附
ふ

 則
そく

 

１ この条 例
じょうれい

は、令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

２ 知事
ち じ

は、この条例
じょうれい

の施行
し こ う

の日
ひ

から起算
き さ ん

して５年
ねん

を経過
け い か

するごとに、この条 例
じょうれい

の

施行
し こ う

の 状 況
じょうきょう

について検討を加
くわ

え、その結果
け っ か

に基
もと

づいて必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものと

する。 
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〔第
だい

２項
こう

関係
かんけい

〕 

本県
ほんけん

では、現在
げんざい

約
やく

400本
ほん

の様々
さまざま

な内容
ないよう

の条 例
じょうれい

が施行
し こ う

されています。条 例
じょうれい

は、十 分
じゅうぶん

な検討
けんとう

の 上
じょう

、県
けん

議会
ぎ か い

の議決
ぎ け つ

を経
へ

て制定
せいてい

されるものですが、その時々
ときどき

の社会
しゃかい

状 況
じょうきょう

に

ふさわしいものとなっているかを検 証
けんしょう

することとされています。条 例
じょうれい

についても、

見直
み な お

しを定期的
ていきてき

に 行
おこな

うことを義
ぎ

務付
む づ

ける「見直
み な お

し規定
き て い

」を設
もう

け、本県
ほんけん

の基準
きじゅん

である

「５年
ねん

を経過
け い か

するごとに」、必要性
ひつようせい

、有効性
ゆうこうせい

、効率性
こうりつせい

、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

適合性
てきごうせい

、適法性
てきほうせい

の５

つの視点
し て ん

から見直
み な お

すこととしているものです。今日
き ょ う

、社会
しゃかい

保障
ほしょう

分野
ぶ ん や

の制度
せ い ど

変更
へんこう

の

速度
そ く ど

は非常
ひじょう

に速
はや

いことから、５年
ねん

を待
ま

つことなく、必要
ひつよう

に応
おう

じて見直
み な お

すことも可能
か の う

としています。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

参考
さんこう

文献
ぶんけん

（※記載
き さ い

の U R L
ゆーあーるえる

は全
すべ

て令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

時点
じ て ん

に確認
かくにん

したもの） 

１）菊池
き く ち

馨
かおる

実
みの

．社会
しゃかい

保障
ほしょう

再考
さいこう

 ＜地域
ち い き

＞で支
ささ

える．岩波
いわなみ

書店
しょてん

．2019 

２）地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

のポータルサイト
ぽ ー た る さ い と

．厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

．https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/ 

３）人権
じんけん

外交
がいこう

：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

（ 略 称
りゃくしょう

：障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

）．作成
さくせい

及
およ

び採択
さいたく

の経緯
け い い

．外務省
がいむしょう

． 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000895.html 

４）氏
し

田
た

照子
て る こ

．支
し

援
えん

つき意思
い し

決定
けってい

制度
せ い ど

～自己
じ こ

決定権
けっていけん

を保障
ほしょう

する制度
せ い ど

づくりを．第
だい

18回
かい

総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

委員
い い ん

提 出
ていしゅつ

資料
しりょう

．

2011 

５）木口
き ぐ ち

恵美子
え み こ

．自己
じ こ

決定
けってい

支援
し え ん

と意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

．福祉
ふ く し

社会
しゃかい

開発
かいはつ

研 究
けんきゅう

究
きゅう

6号
ごう

．東洋
とうよう

大学
だいがく

．2014 

６）遠藤
えんどう

美
み

貴
き

．「自己
じ こ

決定
けってい

」と「支援
し え ん

を受
う

けた意思
い し

決定
けってい

」．立教女
りっきょうじょ

学院
がくいん

短期
た ん き

大学
だいがく

紀要
き よ う

第
だい

48号
ごう

．2017 

７）秋元
あきもと

美
み

世
よ

・平田
ひ ら た

厚
あつし

．社会
しゃかい

福祉
ふ く し

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

．有斐閣
ゆうひかく

．2015 

８）井土
い つ ち

睦
むつ

雄
お

．福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

における自己
じ こ

決定権
けっていけん

の保障
ほしょう

．近畿
き ん き

福祉
ふ く し

大学
だいがく

紀要
き よ う

第
だい

7巻
かん

第
だい

2号
ごう

．2006 

９）松井
ま つ い

亮
りょう

輔
すけ

・川島
かわしま

聡
さとし

．概説
がいせつ

 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

．法律
ほうりつ

文化社
ぶんかしゃ

．2010 

10）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

解説
かいせつ

編 集
へんしゅう

委員会
いいんかい

．概
がい

説
せつ

 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

．法律
ほうりつ

文化社
ぶんかしゃ

．2014 

11) 障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

対策
たいさく

.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

について．厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

． 

https://www.mhlw.go.jp/index.html 

12) 自治体
じ ち た い

戦 略
せんりゃく

２０４０構想
こうそう

研究会
けんきゅうかい

．自治体
じ ち た い

戦 略
せんりゃく

２０４０構想
こうそう

研
けん

究 会
きゅうかい

 第一次
だいいちじ

報告
ほうこく

．総務省
そうむしょう

．2018 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000548066.pdf 

  

https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000895.html
https://www.mhlw.go.jp/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000548066.pdf
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＜条 例
じょうれい

全文
ぜんぶん

＞ 

神奈川県
か な が わ け ん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

条 例
じょうれい

 

～ともに生
い

きる社会
しゃかい

を目指
め ざ

して～ 

 

平成
へいせい

28年
ねん

７月
がつ

26日
にち

、県立
けんりつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

である津久井
つ く い

やまゆり園
えん

において、19名
めい

の

生命
い の ち

が奪
うば

われるという大変
たいへん

痛
いた

ましい事件
じ け ん

が発生
はっせい

した。この事件
じ け ん

は、障害者
しょうがいしゃ

やその家族
か ぞ く

のみならず、多
おお

くの県民
けんみん

に言
い

いようもない衝 撃
しょうげき

と不安
ふ あ ん

を与
あた

えた。 

県
けん

は、このような事件
じ け ん

が二度
に ど

と繰
く

り返
かえ

されないよう、平成
へいせい

28年
ねん

10月
がつ

、県
けん

議会
ぎ か い

の議決
ぎ け つ

を経
へ

て「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲 章
けんしょう

」を策定
さくてい

し、これを、ともに生
い

きる社会
しゃかい

の

実現
じつげん

を目指
め ざ

す県政
けんせい

の基本的
きほんてき

な理念
り ね ん

とした。 

県
けん

は、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

の再生
さいせい

を進
すす

める過程
か て い

において、利用者
りようしゃ

に対
たい

するより良
よ

い

支援
し え ん

のあり方
かた

を模索
も さ く

してきた。そうしたところ、これまでは利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

を優先
ゆうせん

する

という理由
り ゆ う

で管理的
かんりてき

な支援
し え ん

が 行
おこな

われてきたが、本人
ほんにん

の意思
い し

を尊 重
そんちょう

し、本人
ほんにん

が望
のぞ

む

支援
し え ん

を 行
おこな

うためには、当事者
とうじしゃ

本人
ほんにん

の目線
め せ ん

に立
た

たなくてはならないことに 改
あらた

めて気付
き づ

いた。 

そして、障害者
しょうがいしゃ

との対話
た い わ

を重
かさ

ね、その思
おも

いに寄
よ

り添
そ

うために全 力
ぜんりょく

を注
そそ

いだ。その

結果
け っ か

、障害者
しょうがしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の 心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を 傾
かたむ

け、支援者
しえんしゃ

や周
まわ

りの人
ひと

が工夫
く ふ う

しながら支援
し え ん

することが、障害者
しょうがいしゃ

のみならず障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる人々
ひとびと

の 喜
よろこ

びにつながり、その実践
じっせん

こそが、お互
たが

いの 心
こころ

が 輝
かがや

く当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

であるとの 考
かんが

えに至
いた

った。 

そこで、令和
れ い わ

３年
ねん

11月
がつ

、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」を発信
はっしん

し、これまで

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

のあり方
かた

を見直
み な お

し、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に転換
てんかん

することを誓
ちか

った。 

顧
かえり

みると、我
わ

が国
くに

においては、昭和
しょうわ

56年
ねん

の国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

を転機
て ん き

として、

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の理念
り ね ん

の下、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

をすることがで

きるよう環 境
かんきょう

の整備
せ い び

が進
すす

められてきた。また、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

、障 害
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

の制定
せいてい

等
とう

の国
こく

内法
ないほう

の整備
せ い び

が 行
おこな

われ、平成
へいせい

26年
ねん

に

は、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

が批准
ひじゅん

された。しかしながら、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らしていくことができる社会
しゃかい

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

は、いまだ道
みち

半
なか

ばである。 

私
わたし

たちは、この現 状
げんじょう

に真摯
し ん し

に向
む

き合い、誰
だれ

もが安心
あんしん

していきいきと暮
く

らすことの

できる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、障害者
しょうがいしゃ

も含
ふく

めた県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、県
けん

等
とう

が互
たが

い

に連携
れんけい

し、一体
いったい

となった取組
とりくみ

を進
すす

めるべく、普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みを構築
こうちく

していかなければ

ならない。 

このような認識
にんしき

の下
もと

、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

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

」の実現
じつげん

につながるものと確信
かくしん

し、その基本
き ほ ん

となる理念
り ね ん

や原則
げんそく

を明
あき

らかにし

た、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を進
すす

めていくための基本的
きほんてき

な規範
き は ん

として、ここに、この

条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 
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（目的
もくてき

） 
第
だい

１ 条
じょう

 この条 例
じょうれい

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

について、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、及
およ

び県
けん

、県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするとともに、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

を

推進
すいしん

するための基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定
さだ

めることにより、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の

推進
すいしん

を図
はか

り、もって障害者
しょうがいしゃ

が障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とするいかなる差別
さ べ つ

及
およ

び虐 待
ぎゃくたい

を受
う

ける

ことなく、自
みずか

らの望
のぞ

む暮
く

らしを実現
じつげん

することができ、障害者
しょうがいしゃ

のみならず誰
だれ

もが 喜
よろこ

びを実感
じっかん

することができる地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを目的
もくてき

とする。 
（定義

て い ぎ

） 

第
だい

２ 条
じょう

 この条 例
じょうれい

において「障 害
しょうがい

」とは、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45 年法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）

第
だい

２条第１号に規定
き て い

する障 害
しょうがい

をいい、「障害者
しょうがいしゃ

」とは同号
どうごう

に規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

をい

う。  

２ この条 例
じょうれい

において「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

」とは、障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる誰
だれ

もが

障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の立場
た ち ば

に立
た

ち、その望
のぞ

みと願
ねが

いを尊 重
そんちょう

し、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの意思
い し

に基
もと

づいて必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら暮
く

らすことができるよう社会
しゃかい

環 境
かんきょう

を整備
せ い び

する

ことにより実現
じつげん

される障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

をいう。 

３ この条 例
じょうれい

において「意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

」とは、障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

ら意思
い し

を決定
けってい

すること

（以下
い か

「自己
じ こ

決定
けってい

」という。）が困難
こんなん

な場合
ば あ い

において、可能
か の う

な限
かぎ

り 自
みずか

らの意思
い し

が反映
はんえい

された日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、自己
じ こ

決定
けってい

を支援
し え ん

すること

をいう。 

４ この条 例
じょうれい

において「障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

」とは、障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」という。）第
だい

５ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、

同 条
どうじょう

第
だい

11項
こう

に規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

を経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、同 条
どうじょう

第
だい

19項
こう

に

規定
き て い

する一般
いっぱん

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

又
また

は特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、同 条
どうじょう

第
だい

27項
こう

に規定
き て い

す

る移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、同条第
どうじょうだい

28項
こう

に規定
き て い

する地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を経営
けいえい

す

る事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

及
およ

び同 条
どうじょう

第
だい

29項
こう

に規定
き て い

する福祉
ふ く し

ホーム
ほ ー む

を経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

並
なら

びに児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

164号
ごう

）第
だい

６ 条
じょう

の２の２第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する

障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

、同条第
どうじょうだい

６項
こう

に規定
き て い

する障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

う 者
もの

及
およ

び 同法
どうほう

第
だい

７ 条
じょう

第
だい

１ 項
こう

に 規定
き て い

す る 障害児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

又
また

は 児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

を経営
けいえい

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

をいう。 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第
だい

３ 条
じょう

 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を旨
むね

として図
はか

られなけれ

ばならない。 

⑴ 全
すべ

ての県民
けんみん

が、等
ひと

しく人格的
じんかくてき

に自律
じ り つ

した存在
そんざい

として主体的
しゅたいてき

に 自
みずか

らの生
い

き 方
かた

を追 求
ついきゅう

することができ、かつ、その個人
こ じ ん

としての尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられること。 
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⑵ 障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の自己
じ こ

決定
けってい

が尊 重
そんちょう

されること。 

⑶ 障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

する場所
ば し ょ

で、希望
き ぼ う

するように暮
く

らすことができること。 

⑷ 障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

及
およ

び生活
せいかつ

の実態
じったい

に応
おう

じて関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

し、

障害者
しょうがいしゃ

一人一人
ひ と り ひ と り

の持
も

つ可能性
かのうせい

が尊 重
そんちょう

されること。 

⑸ 障害者
しょうがいしゃ

のみならず、障害者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる人々
ひとびと

も 喜
よろこ

びを実感
じっかん

することができるこ

と。 

⑹ 多様
た よ う

な人々
ひとびと

により地域
ち い き

社会
しゃかい

が構
こう

成
せい

されているという認識
にんしき

の下
もと

に、全
すべ

ての県民
けんみん

が、

障 害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

め、相互
そ う ご

に支
ささ

え合
あ

いながら、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で取
と

り

組
く

むこと。 

（県
けん

の責務
せ き む

） 

第
だい

４ 条
じょう

 県
けん

は、前 条
ぜんじょう

に定
さだ

める基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（以下
い か

「基本理念
り ね ん

」という。）にのっとり、

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する総合的
そうごうてき

な施策
し さ く

を策定
さくてい

し、これを実施
じ っ し

する責務
せ き む

を有
ゆう

する。 

２ 県
けん

は、市町村
しちょうそん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

と連携
れんけい

し、障 害
しょうがい

及
およ

び当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する

理解
り か い

を深
ふか

めるための普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を 行
おこな

うものとする。 

３ 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

に、県民
けんみん

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

又
また

はこれらの者
もの

の

組織
そ し き

する民間
みんかん

の団体
だんたい

（以下
い か

「県民
けんみん

等
とう

」という。）の意見
い け ん

を反映
はんえい

することができるよう

に必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

（市町村
しちょうそん

との連携
れんけい

） 

第
だい

５ 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

の策定
さくてい

及
およ

び実施
じ っ し

に当
あ

たっては、

市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、及
およ

び 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

２ 県
けん

は、市町村
しちょうそん

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

を策定
さくてい

し、又
また

は実施
じ っ し

しようと

するときは、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うものとする。 

（県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

） 

第
だい

６ 条
じょう

 県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する

理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、県
けん

が実施
じ っ し

する当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

に

協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めなければならない。 

２ 県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
た

多様
た よ う

な分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

することができるよう機会
き か い

の確保
か く ほ

に努
つと

めなければならない。 

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

） 

第
だい

７ 条
じょう

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

、関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

し、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の活用
かつよう

、創 出
そうしゅつ

等
とう

を図
はか

りながら、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に努
つと

めなければならない。 

（基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

） 

第
だい

８ 条
じょう

 知事
ち じ

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を
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図
はか

るため、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

（以下
い か

「基本
き ほ ん

計画
けいかく

」

という。）を定
さだ

めなければならない。 

２ 知事
ち じ

は、毎年度
まいねんど

、基本
き ほ ん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

について、インターネット
い ん た ー ね っ と

の利用
り よ う

その他
ほか

の方法
ほうほう

により公 表
こうひょう

するものとする。 

（基本
き ほ ん

計画
けいかく

に定
さだ

める施策
し さ く

） 

第
だい

９ 条
じょう

 基本
き ほ ん

計画
けいかく

には、次
つぎ

に掲
かか

げる施策
し さ く

について定
さだ

めるものとする。 

⑴ 障害者
しょうがいしゃ

が、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

及
およ

び生活
せいかつ

の実態
じったい

に応
おう

じ、自立
じ り つ

のための適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けることができ、かつ、多様
た よ う

な地域
ち い き

生活
せいかつ

の場
ば

を選択
せんたく

することができるようにする

ための医療
いりょう

、介護
か い ご

、福祉
ふ く し

等
とう

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑵ 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

からの各種
かくしゅ

の相談
そうだん

に総合的
そうごうてき

に応
おう

じること

ができるようにするための施策
し さ く

 

 ⑶ 障害者
しょうがいしゃ

である子
こ

どもの教 育
きょういく

を保障
ほしょう

し、及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

が生 涯
しょうがい

にわたり学 習
がくしゅう

を

継続
けいぞく

することができるようにするための施策
し さ く

 

⑷ 障害者
しょうがいしゃ

である子
こ

どもが、可能
か の う

な限
かぎ

りその身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

において療 育
りょういく

その他
た

これ

に関連
かんれん

する支援
し え ん

を受
う

けることができるようにするための施策
し さ く

 

⑸ 障害者
しょうがいしゃ

の多様
た よ う

な 就 業
しゅうぎょう

機会
き か い

の確保
か く ほ

、個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した就 労
しゅうろう

の

支援
し え ん

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑹ 障害者
しょうがいしゃ

のための住 宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に適
てき

するような住 宅
じゅうたく

の

整備
せ い び

の促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑺ 障害者
しょうがいしゃ

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるような公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

の構造
こうぞう

及
およ

び設備
せ つ び

の整備
せ い び

並
なら

びに

障害者
しょうがいしゃ

が移動
い ど う

しやすい環 境
かんきょう

の整備
せ い び

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑻ 障害者
しょうがいしゃ

が十 分
じゅうぶん

に情 報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、及
およ

び利用
り よ う

し、並
なら

びに円滑
えんかつ

な意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

るこ

とができるようにするための情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

その他
た

の支援
し え ん

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑼ 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

を扶養
ふ よ う

する者
もの

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

を図
はか

り、又
また

は障害者
しょうがいしゃ

の

自立
じ り つ

を促進
そくしん

するための施策
し さ く

 

⑽ 障害者
しょうがいしゃ

が円滑
えんかつ

に文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

、スポーツ
す ぽ ー つ

又
また

はレクリエーション
れ く り え ー し ょ ん

を 行
おこな

うこと

ができるようにするための環 境
かんきょう

の整
せい

備
び

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑾ 障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

社会
しゃかい

において安全
あんぜん

にかつ安心
あんしん

して生活
せいかつ

を 営
いとな

むことができるよ

うにするための防災
ぼうさい

及
およ

び防犯
ぼうはん

並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

の消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の防止
ぼ う し

及
およ

び救 済
きゅうさい

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑿ 障害者
しょうがいしゃ

が行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

における手続
てつづき

を円滑
えんかつ

に 行
おこな

うことができるようにするた

めの環 境
かんきょう

の整
せい

備
び

に関
かん

する施策
し さ く

 

（意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

） 

第
だい

10 条
じょう

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

は、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

に努
つと

めなければな

らない。 
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２ 県
けん

は、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

に関
かん

する必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、相談
そうだん

及
およ

び助言
じょげん

等
とう

を 行
おこな

う

ための体制
たいせい

を整備
せ い び

するものとする。 

３ 県
けん

は、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に関
かん

する研 修
けんしゅう

を 行
おこな

うものとする。 

（障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

） 

第
だい

11 条
じょう

 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

（次項
じ こ う

にお

いてこれらを「関係者
かんけいしゃ

」という。）は、施設
し せ つ

への入 所
にゅうしょ

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

に際
さい

しては、障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

が反映
はんえい

されるよう配慮
はいりょ

しなければならない。 

２ 関係者
かんけいしゃ

は、障害者
しょうがいしゃ

が意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を受
う

けることを希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

には、その希望
き ぼ う

を

十 分
じゅうぶん

に尊 重
そんちょう

し、円滑
えんかつ

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努
つと

めなければなら

ない。 

（障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

、虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の禁止
き ん し

） 

第
だい

12 条
じょう

 何人
なんぴと

も、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

、虐 待
ぎゃくたい

その他
た

の個人
こ じ ん

とし

ての尊厳
そんげん

を害
がい

する行為
こ う い

をしてはならない。 

（障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

、助言
じょげん

等
とう

) 

第
だい

13 条
じょう

 県
けん

は、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する紛争
ふんそう

の防止
ぼ う し

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

ることがで

きるよう、相談
そうだん

体制
たいせい

その他
た

必要
ひつよう

な体制
たいせい

を整備
せ い び

するものとする。 

２ 県
けん

は、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

を受
う

けたときは、必要
ひつよう

に応
おう

じ、次
つぎ

に掲
かか

げる措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

⑴ 相談者
そうだんしゃ

に対
たい

し、助言
じょげん

、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

等
とう

を 行
おこな

うこと。 

⑵ 関係者
かんけいしゃ

との必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

の共 有
きょうゆう

又
また

はあっせんを 行
おこな

うこと。 

⑶ 他
た

の地方
ち ほ う

公 共
こうきょう

団体
だんたい

への通知
つ う ち

その他
た

の連絡
れんらく

調 整
ちょうせい

を 行
おこな

うこと。 

（社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

） 

第
だい

14 条
じょう

 県
けん

は、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

（障 害
しょうがい

がある者
もの

にとって日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で障 壁
しょうへき

となるような

社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。以下
い か

同
おな

じ。）の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表 明
ひょうめい

がない場合
ば あ い

においても、その意思
い し

を推知
す い ち

するこ

とができるときで、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

についてその実施
じ っ し

に 伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でない

ときは、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を 行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。 

２ 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、その事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表 明
ひょうめい

がない場合
ば あ い

においても、その意思
い し

を推知
す い ち

することがで

きるときで、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

についてその実施
じ っ し

に 伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないときは、

合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を 行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。 

（虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

） 

第
だい

15 条
じょう

 県
けん

は、市町村
しちょうそん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し
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に関
かん

し、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

への啓発
けいはつ

及
およ

び研 修
けんしゅう

を 行
おこな

うものとする。 

２ 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

提供事
ていきょうじ

業 者
ぎょうしゃ

は、その 従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

等
とう

の防止
ぼ う し

に関
かん

する研 修
けんしゅう

及
およ

び啓発
けいはつ

を 行
おこな

うよう努
つと

めなければならない。 

（虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

等
とう

） 

第
だい

16 条
じょう

 県
けん

は、市町村
しちょうそん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

のため、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

に係
かか

る通報
つうほう

に関
かん

する普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を 行
おこな

うものとする。 

２ 県
けん

は、市町村
しちょうそん

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する虐 待
ぎゃくたい

の早期
そ う き

発見
はっけん

及
およ

び

早期
そ う き

対応
たいおう

のための体制
たいせい

を整備
せ い び

するものとする。 

（障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

に対
たい

する支援
し え ん

） 

第
だい

17 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

（以下
い か

この 条
じょう

において「障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

」という。）の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

における不安
ふ あ ん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

に対し、

情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、相談
そうだん

の実施
じ っ し

、助言
じょげん

その他
た

の必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うものとする。 

（障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に係
かか

る政策
せいさく

立案
りつあん

過程
か て い

への障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

の推進
すいしん

） 

第
だい

18 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係
かか

る政策
せいさく

の立案
りつあん

に関
かん

する会議
か い ぎ

の開催
かいさい

に当
あ

たっては、

障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

を推進
すいしん

するものとする。 

（障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

の促進
そくしん

） 

第
だい

19 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

のために障害者
しょうがいしゃ

が主体
しゅたい

となって

企画
き か く

し、及
およ

び実施
じ っ し

する活動
かつどう

（以下
い か

この 条
じょう

において「障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

」という。）

に関
かん

する県民
けんみん

等
とう

の理解
り か い

を深
ふか

め、その活性化
かっせいか

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

に関
かん

する

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものとする。 

２ 県
けん

は、県内
けんない

において障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

に取
と

り組
く

む団体
だんたい

又
また

は個人
こ じ ん

が、相互
そ う ご

に連携
れんけい

し、必要
ひつよう

な情 報
じょうほう

を共 有
きょうゆう

し、及
およ

び協 働
きょうどう

することができるよう支援
し え ん

に努
つと

めるものと

する。 

３ 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

の促進
そくしん

に資
し

するよう、国内外
こくないがい

の障害者
しょうがいしゃ

主体
しゅたい

の活動
かつどう

に関
かん

する情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

、整理
せ い り

及
およ

び提 供
ていきょう

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものと

する。 

（生 涯
しょうがい

にわたる障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

） 

第
だい

20 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

が生 涯
しょうがい

にわたり必要
ひつよう

な支援
し え ん

を切
き

れ目
め

なく受
う

けることができ

る体制
たいせい

の整
せい

備
び

に努
つと

めるものとする。 

（高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

等
とう

との連携
れんけい

） 

第
だい

21 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、高齢者
こうれいしゃ

及
およ

び子
こ

どもの福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

との連携
れんけい

を図
はか

るものとする。 

（支援
し え ん

手法
しゅほう

に関
かん

する調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

） 

第
だい

22 条
じょう

 県
けん

は、障 害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

手法
しゅほう

の確立
かくりつ

を図
はか

るため、国内外
こくないがい

の先進的
せんしんてき

な

取組
とりくみ

に関
かん

する情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

その他
た

の調査
ちょうさ

研 究
けんきゅう

に努
つと

めるものとする。 
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（中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う拠点
きょてん

の整備
せ い び

） 

第
だい

23 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

に資
し

するよう、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

の

支援
し え ん

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

に関
かん

して中核的
ちゅうかくてき

な役割
やくわり

を担
にな

う拠点
きょてん

の整
せい

備
び

に努
つと

めるものと

する。 

（地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

） 

第
だい

24 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

に

対
たい

する福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の地域間
ちいきかん

の均衡
きんこう

が図
はか

られるよう努
つと

めるものとする。 

（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

の推進
すいしん

等
とう

） 

第
だい

25 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るため、障 害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉圏域
ふくしけんいき

（保健
ほ け ん

及
およ

び医療
いりょう

と福祉
ふ く し

との連携
れんけい

を図
はか

る観点
かんてん

から県内
けんない

を区分
く ぶ ん

した区域
く い き

のことをいう。）ごとに

協議会
きょうぎかい

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

89 条
じょう

の３第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する 協
きょう

議会
ぎ か い

をいう。次項
じ こ う

にお

いて同
おな

じ。）を置
お

くとともに、その活動
かつどう

を推進
すいしん

するものとする。 

２ 県
けん

は、地域
ち い き

の実 情
じつじょう

に応
おう

じた障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を促進
そくしん

するため、市町村
しちょうそん

が置
お

く 協
きょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

を図
はか

るものとする。 

（人材
じんざい

の確保
か く ほ

、育成
いくせい

等
とう

） 

第
だい

26 条
じょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係
かか

る事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する人材
じんざい

（次項
じ こ う

において「従事者
じゅうじしゃ

」

という。）の確保
か く ほ

、育成
いくせい

及
およ

び技術
ぎじゅつ

の向 上
こうじょう

を図
はか

るため、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、研 修
けんしゅう

その他
た

の

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

２ 県
けん

は、従事者
じゅうじしゃ

の職場
しょくば

への定 着
ていちゃく

を促進
そくしん

するため、就 労
しゅうろう

実態
じったい

の把握
は あ く

、情 報
じょうほう

の提 供
ていきょう

、

助言
じょげん

その他
た

の従事者
じゅうじしゃ

の心身
しんしん

の健康
けんこう

の維持
い じ

及
およ

び増進
ぞうしん

並
なら

びに処遇
しょぐう

の改善
かいぜん

に資
し

するため

の措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

３ 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に係
かか

る活動
かつどう

及
およ

び事業
じぎょう

並
なら

びに当該
とうがい

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

することに対
たい

す

る県民
けんみん

等
とう

の関心
かんしん

を深
ふか

めるため、広報
こうほう

活動
かつどう

の充 実
じゅうじつ

、当該
とうがい

事業
じぎょう

の活動
かつどう

に接
せっ

する機会
き か い

の

提 供
ていきょう

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

（財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第
だい

27 条
じょう

 県
けん

は、当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の 障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

を推進
すいしん

するために必要
ひつよう

な

財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものとする。 

附
ふ

 則
そく

 

１ この条 例
じょうれい

は、令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

１
つい

日
たち

から施行
し こ う

する。 

２ 知事
ち じ

は、この条 例
じょうれい

の施行
し こ う

の日
ひ

から起算
き さ ん

して５年
ねん

を経過
け い か

するごとに、この条 例
じょうれい

の

施行
し こ う

の 状 況
じょうきょう

について検討
けんとう

を加
くわ

え、その結果
け っ か

に基
もと

づいて必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものと

する。 

附
ふ

 則
そく

（令和
れ い わ

７年
ねん

６月
がつ

６日
む い か

条 例
じょうれい

第
だい

47号
ごう

） 

 この条 例
じょうれい

は、令和
れ い わ

７年
ねん

10月
がつ

１
つい

日
たち

から施行
し こ う

する。ただし、第
だい

２ 条
じょう

第
だい

４項
こう

の改正
かいせい

規定中
きていちゅう

「同 条
どうじょう

第
だい

７項
こう

」を「同 条
どうじょう

第
だい

６項
こう

」に 改
あらた

める部分
ぶ ぶ ん

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。 


