
 

                        

 

 

 

 

 

 

神奈川
か な が わ

県立
けんりつ

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

施設
し せ つ

 

（津久井
つ く い

やまゆり園
えん

及
およ

び芹
せり

が谷
や

やまゆり園
えん

） 

指定
し て い

管理者
かんりしゃ

評価
ひょうか

委員会
いいんかい

 

評価
ひょうか

報告書
ほうこくしょ

 

 
 

 

 

 

 

 

令和
れ い わ

３年
ねん

１月
がつ

 
 

 

 

＜別添＞ 
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１ 委員会
いいんかい

委員
い い ん

（◎は委員長
いいんちょう

、○は副委員長
ふくいいんちょう

） 

委員名 職業等 委員区分 

◎横倉 聡 東洋英和女学院大学 特任教授 学識経験者 

〇佐賀 悦子 横浜あかり法律事務所 弁護士 法務識見者 

大矢 武久 神奈川県知的障害者施設保護者会連合会 会長 利用者家族代表者 

川合 明子 
神奈川県
か な が わ け ん

知的
ち て き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 副会長
ふくかいちょう

 

社会福祉法人すぎな会 すぎな会愛育寮 施設長 

施設運営経験者 

田邊 史健 日本公認会計士協会神奈川県会 公認会計士 経理識見者 

奈良﨑 真弓 にじいろでＧＯ！ 会長 施設利用者代表 

   

２ スケジュール 

令和

れいわ

２年
ねん

７月
がつ

28日
にち

  第
だい

１回
かい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

（役職者
やくしょくしゃ

の選任
せんにん

、選定
せんてい

基準
きじゅん

（案
あん

）の検討
けんとう

） 

８月
がつ

12日
にち

  第
だい

２回
かい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

（選定
せんてい

基準
きじゅん

（案
あん

）の検討
けんとう

） 

９月
がつ

２日
にち

  第
だい

３回
かい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

（選定
せんてい

基準
きじゅん

（案
あん

）の検討
けんとう

） 

      10月
がつ

30日
にち

  非公募
ひ こ う ぼ

により社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

かながわ共同会
きょうどうかい

からの申請
しんせい

受付
うけつけ

開始
か い し

、 

質問
しつもん

事項
じ こ う

の受付
うけつけ

開始
か い し

 

      11月
がつ

30日
にち

  質問
しつもん

受付
うけつけ

終 了
しゅうりょう

 質問
しつもん

１件
けん

 

      12月
がつ

14日
にち

  申請
しんせい

受付
うけつけ

 

      12月
がつ

21日
にち

  第
だい

４回
かい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

（申請
しんせい

書類
しょるい

の書面
しょめん

評価
ひょうか

） 

      12月
がつ

25日
にち

  第
だい

５回
かい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

（プレゼンテーション、質疑
し つ ぎ

応答
おうとう

） 

 令和

れいわ

３年
ねん

１月
がつ

14日
にち

  第
だい

６回
かい

委員会
いいんかい

開催
かいさい

（委員会
いいんかい

の評価点
ひょうかてん

の決定
けってい

、報告書
ほうこくしょ

作成等
さくせいとう

） 

 

３ 評価
ひょうか

の実施
じ っ し

方法
ほうほう
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（１）会議
か い ぎ

の公開
こうかい

・非公開
ひこうかい

について 

   神奈川県
か な が わ け ん

情報
じょうほう

公開
こうかい

条例
じょうれい

第
だい

25 条
じょう

第
だい

２項
こう

に該当
がいとう

すると判断
はんだん

し、第
だい

５回
かい

委員会
いいんかい

のプ

レゼンテーションを除
のぞ

き非公開
ひこうかい

として開催
かいさい

した。 

（２）書類
しょるい

審査
し ん さ

、プレゼンテーション（ヒアリング）等
など

の方法
ほうほう

について 

   申請
しんせい

書類
しょるい

の受理後
じ ゅ り ご

、福祉
ふ く し

子
こ

どもみらい 局
きょく

福祉部
ふ く し ぶ

障害
しょうがい

サービス課
か

において、

資格
し か く

審査
し ん さ

（神奈川県
か な が わ け ん

暴力団
ぼうりょくだん

排除
はいじょ

条例
じょうれい

に基
もと

づく警察
けいさつ

本部
ほ ん ぶ

への照会等
しょうかいとう

）及
およ

び申請
しんせい

内容
ないよう

の確認
かくにん

を行
おこな

った。 

その後
ご

、評価
ひょうか

委員会
いいんかい

において、申請
しんせい

書類
しょるい

の審査
し ん さ

、申請
しんせい

法人
ほうじん

のプレゼンテーショ

ンや職員
しょくいん

への質疑
し つ ぎ

応答
おうとう

を通
つう

じて提案
ていあん

内容
ないよう

を確認
かくにん

した上
うえ

で、各委員
かくいいん

による採点
さいてん

を

行
おこな

った。 

（３）委員会
いいんかい

の評価点
ひょうかてん

の決定
けってい

方法
ほうほう

について 

      選定
せんてい

基準
きじゅん

に基
もと

づき、各委員
かくいいん

による採点
さいてん

を実施
じ っ し

し、各委員
かくいいん

の協議
きょうぎ

により委員会
いいんかい

と

しての評価点
ひょうかてん

を決定
けってい

した。
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４ 選定
せんてい

基準
きじゅん

 

（募集
ぼしゅう

要項
ようこう

に記載
き さ い

している選基
せんもと

準 表
じゅんひょう

を記載
き さ い

） 

大
項
目 

中項目 小項目 評価の視点 
配 

点 

指定
し て い

の基準
きじゅん

 

(条例、規則) 

評 価
ひ ょ う か

の 対 象
た い し ょ う

と  

する申請
しんせい

書類
しょるい

 

の該当箇所 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
（
５
０
点
） 

１ 

指定管理業務

実施に当たっ

ての考え方、

運営方針等 

(1) 

ガバナンスの 

具体的
ぐたいてき

なあり方
かた

 

 

① 

組織による管理

体制 

・ 専門性
せんもんせい

に裏付
う ら づ

けられた組織
そ し き

体制
たいせい

の構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 法人内

ほうじんない

での虐 待
ぎゃくたい

事案
じ あ ん

や不祥事
ふしょうじ

、利用者
りようしゃ

支援
し え ん

の指摘
し て き

を踏
ふ

まえた組織
そ し き

構造
こうぞう

の
変革
へんかく

が図
はか

られているか 
・ 利用者

りようしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

を最重要
さいじゅうよう

課題
か だ い

とする組織
そ し き

運営
うんえい

が図
はか

られているか 
・ 運営

うんえい

方針
ほうしん

に 則
のっと

った、明確
めいかく

な管理
か ん り

体制
たいせい

や現実的
げんじつてき

かつ実効性
じっこうせい

のある内部
な い ぶ

統制
とうせい

の仕組
し く

みの構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 組織

そ し き

として、虐待等
ぎゃくたいとう

が重 大
じゅうだい

な人権
じんけん

侵害
しんがい

であることを認識
にんしき

し、 自
みずか

らの
支援
し え ん

を常
つね

に見直
み な お

し、検 証
けんしょう

していく体制
たいせい

の構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 利用者

りようしゃ

・利用者
りようしゃ

家族
か ぞ く

・支援
し え ん

職 員
しょくいん

の意見
い け ん

が組織
そ し き

運営
うんえい

に反映
はんえい

される体制
たいせい

の
構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 利用者

りようしゃ

を直 接
ちょくせつ

支援
し え ん

する現場
げ ん ば

の支援
し え ん

職 員
しょくいん

の労働
ろうどう

環 境
かんきょう

が適法
てきほう

に維持
い じ

される
体制
たいせい

の構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 必要

ひつよう

に応
おう

じ、定款
ていかん

の変更
へんこう

などに着 手
ちゃくしゅ

することを認識
にんしき

しているか 
・ 指定

し て い

管理
か ん り

業務
ぎょうむ

全般
ぜんぱん

を通
つう

じて、団体等
だんたいとう

の総合的
そうごうてき

な運営
うんえい

方針
ほうしん

、考
かんが

え方
かた

があるか 
・ 業務の一部を委託する場合に業務の選定に当たっての配慮がされているか 

15 

条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

１号
ごう

 

条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

３号
ごう

 

規則
き そ く

６ 条
じょう

３号
ごう

 

規則
き そ く

６ 条
じょう

４号
ごう

 

 

事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

１ 

 

再発
さいはつ

防止
ぼ う し

報告書
ほうこくしょ

 

 

役員等氏名
やくいんとうしめい

一覧表
いちらんひょう

 

 

役員
やくいん

経歴書
けいれきしょ

 

 

諸規程類 (2) 

ガバナンスの 

具体的
ぐたいてき

なあり方
かた

 

② 

外部によるチェ

ック機能 

・ 意思
い し

決定
けってい

機関
き か ん

から完全
かんぜん

に独立
どくりつ

した第三者
だいさんしゃ

による監視
か ん し

機能
き の う

体制
たいせい

（第三者
だいさんしゃ

委員会等
いいんかいとう

）の構築等
こうちくとう

、外部
が い ぶ

によるチェック機能
き の う

を活用
かつよう

し、専門的
せんもんてき

な視点
し て ん

から
支援
し え ん

を振
ふ

り返
かえ

り検 証
けんしょう

することにより、サービスの質
しつ

の向 上
こうじょう

が図
はか

られている
か 

・ 第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

、オンブズパーソン等
など

が有効
ゆうこう

に機能
き の う

するため、適切
てきせつ

な要綱
ようこう

が
策定
さくてい

されるなどの対応
たいおう

が図
はか

られているか 
・ 内部

な い ぶ

及
およ

び外部
が い ぶ

によるチェック機能
き の う

の体系図
たいけ い ず

が明
あき

らかになるよう図
はか

られているか 
・ 地域の方やボランティアなど広く様々な立場の第三者の視点を取り入れ、
その評価や意見を活かす仕組みの構築が図られているか 
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大
項
目 

中項目 小項目 評価の視点 
配 

点 

指定
し て い

の基準
きじゅん

 

(条例、規則) 

評 価
ひ ょ う か

の 対 象
た い し ょ う

と  

する申請
しんせい

書類
しょるい

 

の該当箇所 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
（
５
０
点
） 

２ 

施設の維持管理 

施設設備及び物

品の維持管理能

力 

・ 利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

を守
まも

る施設
し せ つ

を維持
い じ

する体制
たいせい

の構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 警備業務、保守点検業務、受付業務、清掃業務などについて、責任の所在
が明確な実施方針が定められているか 

５ 条例５条１項３号  

事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

２ 

委託
い た く

予定
よ て い

業務
ぎょうむ

一覧表
いちらんひょう

 

諸規程類 

３ 

利用促進のた

めの取組、利

用 者 へ の 対

応、利用料金 

利用者支援の具

体的な改善 

・ 利用者
りようしゃ

の人権
じんけん

侵害
しんがい

を防止
ぼ う し

する制度
せ い ど

が構築
こうちく

され、現
げん

に実施
じ っ し

されているか 
・ 入 所

にゅうしょ

施設
し せ つ

は地域
ち い き

生活
せいかつ

のひとつの資源
し げ ん

としての役割
やくわり

、使命
し め い

があることを
表 明
ひょうめい

しているか 
・ 利用者

りようしゃ

の意思
い し

決定
けってい

を支援
し え ん

する制度
せ い ど

が用意
よ う い

され、利用者
りようしゃ

の意思
い し

を尊 重
そんちょう

した
支援
し え ん

を施設
し せ つ

や関係者
かんけいしゃ

で 考
かんが

え、利用者
りようしゃ

の意思
い し

を反映
はんえい

した個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

が策定
さくてい

され、実施
じ っ し

されているか 
・ 虐 待

ぎゃくたい

ゼロや身体
か ら だ

拘束
こうそく

によらない支援
し え ん

の実現
じつげん

が図
はか

られているか 
・ 虐 待

ぎゃくたい

の疑
うたが

いのある事案
じ あ ん

への適切
てきせつ

な対応
たいおう

が図
はか

られているか 
・ 地域

ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を常
つね

に意識
い し き

した職 員
しょくいん

育成
いくせい

、支援
し え ん

の意義
い ぎ

及
およ

び知識
ち し き

の理解
り か い

への
組織的
そしきてき

な促進
そくしん

が図
はか

られているか 
・ 適切

てきせつ

な組織内
そしきない

研 修
けんしゅう

が実施
じ っ し

され、技術
ぎじゅつ

の蓄積
ちくせき

や質
しつ

の向 上
こうじょう

を目指
め ざ

す体制
たいせい

の
構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 指定

し て い

期間
き か ん

の終 了 又
しゅうりょうまた

は指定
し て い

の取消
とりけし

しにより、指定
し て い

管理者
かんりしゃ

が交代
こうたい

となった
場合
ば あ い

に、利用者
りようしゃ

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

を次期
じ き

指定
し て い

管理者
かんりしゃ

に円滑
えんかつ

に引
ひ

き継
つ

ぐための方法
ほうほう

が示
しめ

されているか 
・ より多

おお

くの利用
り よ う

を得
え

るための事業
じぎょう

の実施
じ っ し

方針
ほうしん

があり、それを踏
ふ

まえた事業
じぎょう

内容
ないよう

か 
・ より多

おお

くの利用
り よ う

を得
え

るための広報
こうほう

・ＰＲ活動等
かつどうとう

を実施
じ っ し

しているか 
・ 施設

し せ つ

の特性
とくせい

に応
おう

じて、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条 例
じょうれい

に対応
たいおう

しているか 
・ 施設

し せ つ

の特性
とくせい

をより効果的
こうかてき

に活
い

かすための自主
じ し ゅ

事業
じぎょう

はあるか 
・ 利用料金の設定、減免の考え方はあるか 

20 

条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

１号
ごう

 

条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

３号
ごう

 

条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

４号
ごう

 

規則
き そ く

６ 条
じょう

１号
ごう

 

規則６条４号 

事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

３ 

 

再発
さいはつ

防止
ぼ う し

報告書
ほうこくしょ

 

 
人員配置計画書 

４  

事故防止等安

全管理 

(1) 

日常時の安全管

理 

・ 日 常
にちじょう

支援
し え ん

における利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

と事故
じ こ

防止
ぼ う し

のための仕組
し く

みの構築
こうちく

が
図
はか

られているか 
・ 職 員

しょくいん

の安全
あんぜん

を守
まも

る管理
か ん り

システムの構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 日常的

にちじょうてき

なリスクマネジメントが図
はか

られているか 
・ ウイルス等感染症拡大防止に取り組んでいるか 

５ 条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

３号
ごう

 

規則６条１号 

事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

４ 

 

再発防止報告書  



5 

 

大
項
目 

中項目 小項目 評価の視点 
配 

点 

指定
し て い

の基準
きじゅん

 

(条例、規則) 

評 価
ひ ょ う か

の 対 象
た い し ょ う

と  

する申請
しんせい

書類
しょるい

 

の該当箇所 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
（
５
０
点
） 

４  

事故防止等安

全管理 

(2) 

緊急時の対応 

・ 事故
じ こ

・不祥事等発生
ふしょうじなどはっせい

時
とき

の対応
たいおう

が事前
じ ぜ ん

に明確
めいかく

になっているか 
・ 災害

さいがい

発生時
はっせいじ

の対応
たいおう

が事前
じ ぜ ん

に明確
めいかく

になっているか 
・ 安全管理の妨げとなりうる事案を認知した際の対応方針が定められている
か 

 条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

３号
ごう

 

規則６条１号 

事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

４ 

 

再発防止報告書  

５ 

地域と連携し

た魅力ある施

設づくり 

(1) 

地域の拠点施設

としての考え方 

・ 地域
ち い き

のコミュニティや福祉
ふ く し

ニーズ、防災等
ぼうさいとう

に対応
たいおう

できる拠点
きょてん

として施設
し せ つ

運営
うんえい

が図
はか

られているか 
・ 利用者の意思に即した地域生活移行システムの構築が図られているか 

５ 規則６条４号 事業計画書５ 

(2) 

地域貢献 

・ 地域
ち い き

の人々
ひとびと

が施設
し せ つ

を利活用
りかつよう

できるなど、地域
ち い き

交 流
こうりゅう

の方針
ほうしん

が明確
めいかく

であり、
地域
ち い き

交 流
こうりゅう

が積極的
せっきょくてき

に図
はか

られているか 
・ ボランティアや研 修

けんしゅう

、施設
し せ つ

見学等
けんがくとう

の受入
う け い

れが積極的
せっきょくてき

に 行
おこな

われ、事業
じぎょう

へ
の活用

かつよう

が図
はか

られているか 
・ 地元企業への業務委託等による迅速かつきめ細かいサービスの提供が図ら
れているか 

Ⅱ
 

管
理
経
費
の
節
減
等(

２
５
点) 

６ 

節減努力等 

 

 

       「提案額
ていあんがく

」と「積算
せきさん

価格
か か く

から20％節減
せつげん

した額
がく

」のうち、高
たか

い金額
きんがく

 

      提案額
ていあんがく

(積算
せきさん

価格
か か く

から20％以上
いじょう

節減
せつげん

している場合
ば あ い

は、積算
せきさん

価格
か か く

から20％節減
せつげん

した額
がく

) 

 

注
ちゅう

１ 「提案額
ていあんがく

」、「積算
せきさん

価格
か か く

」は、指定
し て い

期間内
きかんない

の総額
そうがく

とする。 

注２ 評価点は小数点以下切捨てとする。 

25 条例５条１項５号 
事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

６ 

 
収支計画書 

 

25点× 
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大
項
目 

中項目 小項目 評価の視点 
配 

点 

指定
し て い

の基準
きじゅん

 

(条例、規則) 

評 価
ひ ょ う か

の 対 象
た い し ょ う

と  

する申請
しんせい

書類
しょるい

 

の該当箇所 

Ⅲ
 

団
体
の
業
務
遂
行
能
力
（
２
５
点
） 

７ 

人的な能力、執

行体制 

(1) 

執行体制 

・ 利用者
りようしゃ

ニーズや意思
い し

を尊 重
そんちょう

した適正
てきせい

な支援
し え ん

水 準
すいじゅん

を確保
か く ほ

するための職 員
しょくいん

配置
は い ち

、人材
じんざい

確保
か く ほ

が図
はか

られているか 
・ 利用者

りようしゃ

視点
し て ん

の職 員
しょくいん

採用
さいよう

や職 員
しょくいん

選考
せんこう

が図
はか

られているか 
・ 専門性

せんもんせい

を有
ゆう

する人材
じんざい

の確保
か く ほ

のための選考
せんこう

基準
きじゅん

の策定
さくてい

が図
はか

られているか 
・ サービス管理

か ん り

責任者
せきにんしゃ

、指導的
しどうてき

立場
た ち ば

にある職 員
しょくいん

を適切
てきせつ

に配置
は い ち

する視点
し て ん

があ
るか 

・ 適切
てきせつ

な労働
ろうどう

環 境
かんきょう

の確保
か く ほ

が図
はか

られているか 
・ 業務の一部を委託する場合の管理・指導体制の構築が図られているか 

10 

条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

４号
ごう

 

規則６条１号 

事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

７ 

 

再発
さいはつ

防止
ぼ う し

報告書
ほうこくしょ

 

 
人員配置計画書 

(2) 

人材
じんざい

育成
いくせい

の 

考え方 

・ 人材
じんざい

育成
いくせい

の理念
り ね ん

に職 員
しょくいん

ケアの視点
し て ん

が含
ふく

まれており、その理念
り ね ん

が研 修
けんしゅう

の
目的等
もくてきなど

に明示
め い じ

されているか 
・ 職 員

しょくいん

のための研 修
けんしゅう

システムの構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 外部

が い ぶ

研 修
けんしゅう

への参加
さ ん か

の機会
き か い

の保障
ほしょう

が図
はか

られているか 
・ 資格

し か く

取得
しゅとく

や研修等
けんしゅうとう

への参加
さ ん か

のための時間的
じかんてき

、経済的
けいざいてき

配慮
はいりょ

が図
はか

られている
か 

・ 地域の民間施設のバックアップ及び人材育成アプローチが積極的に図られ
ているか 

８ 

財政的な能力 
財務状況 

・ 財務
ざ い む

会計
かいけい

に関
かん

する内部
な い ぶ

統制
とうせい

があるか 
・ 基本

き ほ ん

財産
ざいさん

及
およ

び運用
うんよう

財産
ざいさん

の管理
か ん り

状 況
じょうきょう

が適切
てきせつ

か 
・ 借入金の目的、規模、内容及び償還計画の状況が適切か 

条例５条１項５号 
事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

８ 

 

決算書等 

 

 

 

 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
（
５
０
点
） 
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大
項
目 

中項目 小項目 評価の視点 
配 

点 

指定
し て い

の基準
きじゅん

 

(条例、規則) 

評 価
ひ ょ う か

の 対 象
た い し ょ う

と  

する申請
しんせい

書類
しょるい

 

の該当箇所 

Ⅲ
 

団
体
の
業
務
遂
行
能
力
（
２
５
点
） 

９ 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、社

会貢献 

ガバナンスの 

具体的
ぐたいてき

なあり方
かた

 

 

③ 

コンプライア

ンス 

・ 障害者
しょうがいしゃ

虐 待
ぎゃくたい

防止法等
ぼうしほうとう

の法令
ほうれい

遵 守
じゅんしゅ

の観点
かんてん

が徹底
てってい

されており、運営
うんえい

方針
ほうしん

に
も明確

めいかく

にされているか 
・ 指定

し て い

管理者
かんりしゃ

制度
せ い ど

に係
かか

る関係
かんけい

法令等遵守
ほうれいとうじゅんしゅ

の観点
かんてん

が徹底
てってい

されており、運営
うんえい

方針
ほうしん

にも明確
めいかく

にされているか 
・ 指定

し て い

管理
か ん り

業務
ぎょうむ

を行
おこな

う際
さい

の環 境
かんきょう

への配慮
はいりょ

がされているか 
・ 法定

ほうてい

雇用率
こようりつ

の達成
たっせい

状 況 等
じょうきょうとう

、障
しょう

がい者雇用
しゃこよう

促進
そくしん

の考
かんが

え方
かた

と実績
じっせき

があるか 
・ 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

に基
もと

づく合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

など、「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かなが
わ憲 章

けんしょう

」の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえた取組
とりくみ

についての考
かんが

え方
かた

があるか 
・ 団体

だんたい

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条 例
じょうれい

へ対応
たいおう

しているか 
・ 社会貢献活動等ＣＳＲの考え方と実績、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
への取組はあるか 

15 

条例５条１項３号  

事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

９ 

 

再発
さいはつ

防止
ぼ う し

報告書
ほうこくしょ

 

 

諸規程類 

10 

事故・不祥事へ

の対応、個人情

報保護 

ガバナンスの 

具体的
ぐたいてき

なあり方
かた

 

 

④ 

不祥事に対する

説明責任（外部

への情報発信） 

・ 事故
じ こ

や不祥事
ふしょうじ

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

の迅速
じんそく

な報告
ほうこく

と公 表
こうひょう

の基準
きじゅん

が定
さだ

められ、
遵 守
じゅんしゅ

が図
はか

られているか 
・ 申請

しんせい

開始
か い し

の日
ひ

から起算
き さ ん

して過去
か こ

３年間
ねんかん

の重 大
じゅうだい

な事故又
じ こ ま た

は不祥事
ふしょうじ

の有無
う む

並
なら

びに事故等
じ こ と う

があった場合
ば あ い

の対応
たいおう

状 況
じょうきょう

及
およ

び再発
さいはつ

防止策
ぼうしさく

はあるか 
・ 個人情報の保護が徹底されているか 

条例７条１項３号  

事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

10 

 

再発
さいはつ

防止
ぼ う し

報告書
ほうこくしょ

 

 

重大
じゅうだい

事故
じ こ

・ 

不祥事
ふ し ょ う じ

報告書
ほうこくしょ

 

 

諸規程類 

11 

これまでの実績 

これまでの 

管理運営状況

等 

・ 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

の社会的
しゃかいてき

な信頼
しんらい

回復
かいふく

のため、具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

の実施
じ っ し

が
図
はか

られているか 
・ これまでの管理上

かんりじょう

の問題点
もんだいてん

や課題
か だ い

についての検 証
けんしょう

が図
はか

られているか 
・ 県

けん

による検 証
けんしょう

作業
さぎょう

に全面的
ぜんめんてき

な協 力
きょうりょく

が図
はか

られているか 
・ 指定

し て い

管理
か ん り

施設
し せ つ

と類似
る い じ

の業務
ぎょうむ

を 行
おこな

う施設等
しせつとう

での管理
か ん り

実績
じっせき

の状 況
じょうきょう

は良 好
りょうこう

か 
・ 県又は他の自治体における指定取消しはないか 

条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

３号
ごう

 

条 例
じょうれい

５ 条
じょう

１項
こう

６号
ごう

 

規則６条２号

規則６条４号 

事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

11 

 

再発
さいはつ

防止
ぼ う し

報告書
ほうこくしょ

 

 

指導監査書類 

○ 積算
せきさん

に重大
じゅうだい

な誤
あやま

りがある場合又
ばあいまた

は積算
せきさん

の内容
ないよう

が法令
ほうれい

の規定
き て い

に抵触
ていしょく

している場合
ば あ い

は、選定
せんてい

対象外
たいしょうがい

（以下
い か

「選外
せんがい

」といいます。）となります。 
○ 積算

せきさん

に重大
じゅうだい

な誤
あやま

りはないが、指定
し て い

管理
か ん り

業務
ぎょうむ

の実施
じ っ し

への支障
ししょう

や地域
ち い き

への悪影響
あくえいきょう

が懸念
け ね ん

される場合
ば あ い

は、「節減
せつげん

努力等
どりょくとう

」の評価
ひょうか

を０点
てん

とすることがあります 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

津久井
つ く い

やまゆり園
えん
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５ 評価
ひょうか

結果
け っ か

 

評価
ひょうか

委員会
い い んか い

において厳正
げんせい

な評価
ひょうか

を行
おこな

った結果
け っ か

、提案者
ていあんしゃ

の順位
じゅんい

は次
つぎ

のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

６ 提案
ていあん

概要
がいよう

及
およ

び評価
ひょうか

の内容
ないよう

 

 

提案者 社会福祉法人かながわ共同会 

 

(1) 提案
ていあん

の概要
がいよう

 

１ サービスの概要
がいよう

 

（１）指定
し て い

管理
か ん り

業務
ぎょうむ

実施
じ っ し

にあたっての考
かんが

え方
かた

、運営
うんえい

方針
ほうしん

 

 ①組織
そ し き

による管理
か ん り

体制
たいせい

 

・ 法人
ほうじん

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

である「誠実
せいじつ

と信頼
しんらい

」を旨
むね

とし、「人権
じんけん

に根
ね

ざした

利用者本
りようしゃぼん

位
くらい

の考
かんが

え方
かた

」に立
た

って、「利用者
りようしゃ

と地域
ち い き

社会
しゃかい

の繁栄
はんえい

に貢献
こうけん

す

る」。 

・ 評議員
ひょうぎいん

は、任期満了後
にんきまんりょうご

の令和

れいわ

３年
ねん

６月
がつ

に、職
しょく

・分野
ぶ ん や

のバランスに配慮
はいりょ

し

ながら選任
せんにん

する。 

・ 理事
り じ

（８名中県
めいなかがた

OB４名
めい

）に関
かん

しては、任期満了後
にんきまんりょうご

の令和

れいわ

３年
ねん

６月
がつ

に、県
けん

OB

の理事
り じ

を少
すく

なくする方向
ほうこう

で理事
り じ

候補者
こうほしゃ

の提案
ていあん

を行
おこな

い、外部
が い ぶ

理事
り じ

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、適切
てきせつ

に理事会
り じ か い

を運営
うんえい

することにより、ガバナンスの強化
きょうか

を図
はか

る。 

 ・ 愛名
あ い な

やまゆり園
えん

の虐待
ぎゃくたい

認定
にんてい

や、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

への随時
ず い じ

モニタリング

順位 団体名（所在地） 
大項目別点数 

合計点 サービス 
の向上 

経費
け い ひ

の 
節減 

団体の業務
遂行能力 

１ 社会福祉法人かなが

わ共同会（秦野市） 
31 25 15 71 
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での指摘
し て き

から、園長
えんちょう

をトップとする行動
こうどう

制限
せいげん

判定
はんてい

会議
か い ぎ

を新設
しんせつ

し身体
か ら だ

拘束
こうそく

の

軽減
けいげん

・廃止
は い し

に向
む

けた取組
と り く

みを開始
か い し

した。 

・ 法人
ほうじん

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を全職員
ぜんしょくいん

が共有
きょうゆう

し、外部
が い ぶ

コンサルタントによる５Ｓ活動
かつどう

を実践
じっせん

する。 

※５Ｓ活動
かつどう

とは、①整理
せ い り

、②整頓
せいとん

、③清掃
せいそう

、④清潔
せいけつ

、⑤躾
しつけ

（しつけ）という

５つの要素
よ う そ

を推進
すいしん

することで、作業
さぎょう

の効率化
こうりつか

や生産性
せいさんせい

の向上
こうじょう

を可能
か の う

と

し、組織
そ し き

を活性化
かっせいか

させる活動
かつどう

。 

 ・ 利用者
りようしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

のための組織
そ し き

運営
うんえい

として、第三者
だいさんしゃ

の視点
し て ん

を取
と

り入
い

れなが

ら進
すす

めていくために、関係
かんけい

機関
き か ん

との関係性
かんけいせい

を構築
こうちく

することや、利用者本
りようしゃぼん

位
くらい

の考
かんが

え方
かた

に立
た

った支援
し え ん

を通
とお

して、支援
し え ん

全体
ぜんたい

の質
しつ

の向上
こうじょう

を目指
め ざ

す。 

・ 身体
か ら だ

拘束
こうそく

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

基礎
き そ

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

する他
ほか

、行動
こうどう

制限
せいげん

判定
はんてい

会議
か い ぎ

を新設
しんせつ

す

る。 

・ 内部
な い ぶ

監査
か ん さ

においては、監事
か ん じ

が適宜
て き ぎ

同行
どうこう

することとし、身体
か ら だ

拘束
こうそく

の軽減
けいげん

・

廃止
は い し

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

を含
ふく

めて支援
し え ん

の改善
かいぜん

を図
はか

る。 

・ 令和

れいわ

２年
ねん

８月
がつ

に一部
い ち ぶ

変更
へんこう

を行
おこな

った「内部
な い ぶ

管理
か ん り

体制
たいせい

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」に従
したが

い

適切
てきせつ

に内部
な い ぶ

管理
か ん り

を行
おこな

う。 

・ 利用者
りようしゃ

支援
し え ん

を適切
てきせつ

に行
おこな

うため、新
あら

たに業務
ぎょうむ

執行
しっこう

理事
り じ

（支援
し え ん

改善
かいぜん

担当
たんとう

）を

設置
せ っ ち

し、この業務
ぎょうむ

執行
しっこう

理事
り じ

を補佐
ほ さ

し、個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

、モニタリング、個人
こ じ ん

記録等
きろくとう

を確認
かくにん

・点検
てんけん

する業務
ぎょうむ

を行
おこな

うチームを編成
へんせい

する。 

・ 利用者
りようしゃ

が主体
しゅたい

となって運営
うんえい

する利用者
りようしゃ

自治会
じ ち か い

（通称
つうしょう

：ピザの会
かい

）の毎月
まいつき

開催
かいさい

や、利用者
りようしゃ

へのわかりやすい情報
じょうほう

提供
ていきょう

、利用者
りようしゃ

満足度
まんぞくど

調査
ちょうさ

実施等
じっしとう

を引
ひ

き続
つづ

き行
おこな

っていく他
ほか

、新
あら

たに職員
しょくいん

満足度
まんぞくど

調査
ちょうさ

を行
おこな

い、調査
ちょうさ

結果
け っ か

を踏
ふ

まえ
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た職場
しょくば

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

や研修
けんしゅう

体制
たいせい

の見直
み な お

し等
など

につなげる。 

・ 支援
し え ん

職員
しょくいん

の労働
ろうどう

環境
かんきょう

の確保
か く ほ

として、労務
ろ う む

委員長
いいんちょう

との打合
うちあわ

せ、社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

への相談
そうだん

、顧問
こ も ん

弁護士
べ ん ご し

への相談
そうだん

、衛生
えいせい

委員会
いいんかい

の運営
うんえい

、メンタルヘルス

対策
たいさく

、ハラスメント防止
ぼ う し

対策等
たいさくとう

を引
ひ

き続
つづ

き行
おこな

う。 

・ 業務
ぎょうむ

を一部
い ち ぶ

委託
い た く

する場合
ば あ い

の選定
せんてい

への配慮
はいりょ

として、給 食
きゅうしょく

業務
ぎょうむ

については、

利用者
りようしゃ

にとって、楽
たの

しみの一
ひと

つであることから、利用者
りようしゃ

も評価者
ひょうかしゃ

として参加
さ ん か

するプロポーザル方式
ほうしき

による選考
せんこう

を実施
じ っ し

し、清掃
せいそう

業務等
ぎょうむとう

は、旧相模湖町
きゅうさがみこまち

に

居住
きょじゅう

する高齢者
こうれいしゃ

の雇用
こ よ う

の場
ば

とするため、地元
じ も と

のシルバー人材
じんざい

センターへ

委託
い た く

し、自家用
じ か よ う

電気
で ん き

工作物
こうさくぶつ

保守
ほ し ゅ

点検
てんけん

業務等
ぎょうむとう

の資格
し か く

・免許
めんきょ

や専門
せんもん

知識
ち し き

が必要
ひつよう

な

業務
ぎょうむ

については、民間
みんかん

の専門
せんもん

業者
ぎょうしゃ

に業務
ぎょうむ

を委託
い た く

するとともに、診療所
しんりょうじょ

診療科
しんりょうか

医師
い し

については、近隣
きんりん

の病院
びょういん

・診療所
しんりょうじょ

に診療
しんりょう

を委託
い た く

する。 

 

②外部
が い ぶ

によるチェック機能
き の う

 

・ 第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

による支援
し え ん

全般
ぜんぱん

の評価
ひょうか

・チェックや、第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

とオンブズパ

ーソンの意見
い け ん

交換
こうかん

の場
ば

を設
もう

ける等
など

、第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

とオンブズパーソンの更
さら

なる

活用
かつよう

を図
はか

る。 

・ 第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

、オンブズパーソン、外部
が い ぶ

コンサルタント等
など

の第三者
だいさんしゃ

で構成
こうせい

す

る「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

評価
ひょうか

委員会
いいんかい

（仮称
かしょう

）」を設置
せ っ ち

、開催
かいさい

する。 

・ 内部
な い ぶ

及
およ

び外部
が い ぶ

によるチェック体系
たいけい

は、①業務
ぎょうむ

全般
ぜんぱん

、②会計
かいけい

・経理
け い り

業務
ぎょうむ

、③

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

、④身体
か ら だ

拘束
こうそく

、⑤虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

、⑥苦情
くじょう

解決
かいけつ

、⑦権利
け ん り

擁護
よ う ご

について、

「内部
な い ぶ

及
およ

び外部
が い ぶ

によるチェック機能
き の う

の体系図
たいけいず

」として示
しめ

している。 

・ 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

や養護
よ う ご

学校
がっこう

などを委員
い い ん

として運営協
うんえいきょう

議会
ぎ か い

を開催
かいさい

し、引
ひ

き
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続
つづ

き、意見
い け ん

を聴取
ちょうしゅ

する。また、研修生
けんしゅうせい

・実習生
じっしゅうせい

へのアンケート、ボラン

ティアとの懇話会
こんわかい

、家族会
かぞくかい

との連携
れんけい

などを引
ひ

き続
つづ

き行
おこな

う。 

・ 外部
が い ぶ

コンサルタントによる利用者
りようしゃ

の支援
し え ん

についてのコンサルテーションを

継続
けいぞく

実施
じ っ し

し、その結果
け っ か

を行動
こうどう

制限
せいげん

判定
はんてい

会議等
かいぎとう

の資料
しりょう

として活用
かつよう

していく。 

・ 新施設
しんしせつ

への移行
い こ う

に 伴
ともな

う支援
し え ん

の見直
み な お

しも含
ふく

め、事業
じぎょう

計画
けいかく

に基
もと

づいて各施策
かくしさく

に着実
ちゃくじつ

に取
と

り組
く

み、その 状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、令和

れいわ

５年度
ね ん ど

に第三者
だいさんしゃ

評価
ひょうか

を受審
うけしん

する方向
ほうこう

で検討
けんとう

する。 

 

（２）施設
し せ つ

の維持
い じ

管理
か ん り

 

 ・ 防犯
ぼうはん

体制
たいせい

については、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件後
じ け ん ご

、強化
きょうか

を図
はか

ってきた体制
たいせい

を

継続
けいぞく

するとともに、機械
き か い

警備
け い び

での防犯
ぼうはん

監視
か ん し

の一層
いっそう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、民間
みんかん

警備
け い び

会社
かいしゃ

の協 力
きょうりょく

を仰
あお

ぎつつ、法人
ほうじん

として24時間
じ か ん

365日
にち

の防犯
ぼうはん

体制
たいせい

を築
きず

くことに

尽力
じんりょく

する。 

 ・ 施設
し せ つ

設備
せ つ び

・物品等
ぶっぴんとう

の維持
い じ

管理
か ん り

に係
かか

る担当
たんとう

職員
しょくいん

は、これまでの維持
い じ

管理
か ん り

体制
たいせい

をより明確化
めいかくか

し、維持
い じ

管理
か ん り

業務
ぎょうむ

責任者
せきにんしゃ

及
およ

び維持
い じ

管理
か ん り

業務
ぎょうむ

担当者
たんとうしゃ

をそれぞ

れ配置
は い ち

する。 

 ・ 令和

れいわ

元年
がんねん

５月
がつ

に「経理
け い り

規程
き て い

における契約
けいやく

事務
じ む

運用
うんよう

に関
かん

する指針
し し ん

」を定
さだ

め、

委託
い た く

業務
ぎょうむ

契約
けいやく

における契約
けいやく

事務
じ む

の統一化
とういつか

、透明化
とうめいか

をすすめてきた。業務
ぎょうむ

委託
い た く

については、県内
けんない

中 小
ちゅうしょう

企業者
きぎょうしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

企業等
きぎょうとう

を優先的
ゆうせんてき

に選定
せんてい

し、特
とく

に、地元
じ も と

企業
きぎょう

への業務
ぎょうむ

委託
い た く

により迅速
じんそく

な対応
たいおう

を可能
か の う

にする。 

〇警備
まるけいび

業務
ぎょうむ

  …民間
みんかん

警備
け い び

会社
かいしゃ

に業務
ぎょうむ

を委託
い た く

。各種
かくしゅ

センサーによる機械
き か い

警備
け い び

での防犯
ぼうはん

監視
か ん し

、携帯
けいたい

通報
つうほう

端末
たんまつ

による緊急時通報
きんきゅうじつうほう

体制
たいせい
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の確保
か く ほ

といった機械
き か い

警備
け い び

業務
ぎょうむ

を併用
へいよう

し、防犯
ぼうはん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

る。 

   〇保守
まるほしゅ

点検
てんけん

業務
ぎょうむ

…施設
し せ つ

維持
い じ

管理
か ん り

年間
ねんかん

計画
けいかく

を策定
さくてい

し管理
か ん り

を行
おこな

う。資格
し か く

・

免許
めんきょ

や専門
せんもん

知識
ち し き

が必要
ひつよう

な業務
ぎょうむ

については、民間
みんかん

の専門
せんもん

業者
ぎょうしゃ

に業務
ぎょうむ

を委託
い た く

。 

〇清掃
まるせいそう

業務
ぎょうむ

  …専門
せんもん

業者
ぎょうしゃ

へ委託
い た く

。現場
げ ん ば

と業者
ぎょうしゃ

の連携
れんけい

を密
みつ

にしてトラブ

ルを防
ふせ

ぐ。 

〇洗濯
まるせんたく

業務
ぎょうむ

  …地域
ち い き

の障
しょう

がい者
もの

を直接
ちょくせつ

雇用
こ よ う

し、障害
しょうがい

の特性等
とくせいとう

に応
おう

じて

活躍
かつやく

できるようなサポート体制
たいせい

を築
きず

く。 

 

（３）利用者
りようしゃ

促進
そくしん

のための取組
とりくみ

、利用者
りようしゃ

への対応
たいおう

、利用
り よ う

料金
りょうきん

 

 ・ 内部
な い ぶ

のみでなく外部
が い ぶ

の専門家
せんもんか

や当事者
とうじしゃ

を講師
こ う し

に招
まね

いた研修等
けんしゅうとう

を行
おこな

い、

共同会
きょうどうかい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に立
た

ち返
かえ

り、利用者
りようしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

の徹底
てってい

に取
と

り組
く

む。 

 ・ 身体
か ら だ

拘束
こうそく

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

基礎
き そ

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

や、身体
か ら だ

拘束
こうそく

の軽減
けいげん

・廃止
は い し

と身体
か ら だ

拘束
こうそく

の三要件
みようけん

の遵守
じゅんしゅ

を徹底
てってい

するための行動
こうどう

制限
せいげん

判定
はんてい

会議
か い ぎ

の設置
せ っ ち

・開催
かいさい

、グ

ループモニタリング会議
か い ぎ

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

、外部
が い ぶ

コンサルテーションの継続
けいぞく

実施等
じっしとう

を行
おこな

い、利用者
りようしゃ

目線
め せ ん

の考
かんが

え方
かた

に立
た

った支援
し え ん

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す。 

・ 相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

と連携
れんけい

を図
はか

り、専門職
せんもんしょく

を交
まじ

えたケーススタディの機会
き か い

を 

用意
よ う い

し、利用者
りようしゃ

ごとにチーム支援
し え ん

体制
たいせい

を整
ととの

えるなど、丁寧
ていねい

かつ適切
てきせつ

な手段
しゅだん

で個々
こ こ

のニーズに応
おう

じた地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を実現
じつげん

する意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を行
おこな

う。 

 ・ 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業
じぎょう

の取組
と り く

みを通
とお

して、虐待
ぎゃくたい

被害者等
ひがいしゃとう

の受入
う け い

れや、新施設
しんしせつ

に

用意
よ う い

される「交流
こうりゅう

ゾーン」を活用
かつよう

した地域
ち い き

の社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

したコ
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ミュニティを作
つく

ったり、地域
ち い き

交流
こうりゅう

の場
ば

として活動
かつどう

できる場所
ば し ょ

（体育館
たいいくかん

・セ

ンター棟
とう

など）をニーズに応
おう

じて活用
かつよう

することで、開
ひら

かれた施設作
しせつづく

りに努
つと

め

る。また、災害等
さいがいとう

による緊急時
きんきゅうじ

には、地域
ち い き

住民
じゅうみん

の方向
か た む

けに「一時
い ち じ

避難所
ひなんじょ

」

を設置
せ っ ち

する旨
むね

を行政
ぎょうせい

及
およ

び地元
じ も と

自治会
じ ち か い

と確認
かくにん

・協議
きょうぎ

し、これまで積
つ

み重
かさ

ねて

きた取組
と り く

みを更
さら

に充実
じゅうじつ

させ社会
しゃかい

資源
し げ ん

としての役割
やくわり

を担
にな

っていく。 

・ 定期的
ていきてき

な研修
けんしゅう

の継続
けいぞく

に加
くわ

え、内部
な い ぶ

外部
が い ぶ

の専門職
せんもんしょく

（多職種
たしょくしゅ

）が参加
さ ん か

するケ

ース検討
けんとう

会議
か い ぎ

を開催
かいさい

する他
ほか

、食事
しょくじ

支援
し え ん

及
およ

び外出
がいしゅつ

支援等
しえんとう

に 力
ちから

を入
い

れて支援
し え ん

内容
ないよう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

り、利用者
りようしゃ

の意思
い し

を反映
はんえい

した個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

を策定
さくてい

する。 

・ 行動
こうどう

制限
せいげん

判定
はんてい

会議
か い ぎ

の設置
せ っ ち

・開催
かいさい

の他
ほか

、「利用者
りようしゃ

の身体
か ら だ

拘束等行動
こうそくなどこうどう

制限
せいげん

取 扱
とりあつかい

要領
ようりょう

」の更
さら

なる見直
み な お

しを図
はか

る。 

・ グループモニタリング会議
か い ぎ

での「支援
し え ん

の振
ふ

り返
かえ

り」と「虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

」での組織
そ し き

全体
ぜんたい

の共有
きょうゆう

、人権
じんけん

アンケートからの課題
か だ い

抽 出 等
ちゅうしゅつとう

による

情報
じょうほう

把握
は あ く

と、課長
かちょう

会議
か い ぎ

での情報
じょうほう

共有等
きょうゆうとう

、速
すみ

やかな事実
じ じ つ

確認
かくにん

と不適切
ふてきせつ

行為
こ う い

の早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

め、組織
そ し き

全体
ぜんたい

で継続
けいぞく

して取
と

り組
く

む。 

・ 法人
ほうじん

直営
ちょくえい

事業
じぎょう

として、グループホーム、生活
せいかつ

介護
か い ご

事業所等
じぎょうしょとう

のスケールメ

リットを活用
かつよう

した職員
しょくいん

育成
いくせい

を行
おこな

い、新
あら

たに「地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

」担当
たんとう

職員
しょくいん

を

配置
は い ち

し、令和

れいわ

５年
ねん

３月
がつ

までに、一人
ひ と り

ひとりの意思
い し

を尊重
そんちょう

した地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

システムの構築
こうちく

を目指
め ざ

す。 

・ これまでの研修
けんしゅう

体制
たいせい

を検証
けんしょう

し、法人
ほうじん

全体
ぜんたい

の研修
けんしゅう

体系
たいけい

の見直
み な お

し強化
きょうか

を図
はか

ってきた。今後
こ ん ご

は身体
か ら だ

拘束
こうそく

の軽減
けいげん

・廃止等
はいしとう

に向
む

けた基礎
き そ

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

や、

外部
が い ぶ

コンサルタントによる研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

などにより、更
さら

なる法人
ほうじん

全体
ぜんたい

の研修
けんしゅう
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体系
たいけい

の見直
み な お

しと強化
きょうか

を図
はか

る。 

・ 指定
し て い

管理者
かんりしゃ

が交代
こうたい

する場合
ば あ い

は、次期
じ き

指定
し て い

管理者
かんりしゃ

の要望
ようぼう

に基
もと

づき、交代前
こうたいまえ

の

視察
し さ つ

や園
えん

の使用
し よ う

、次期
じ き

指定
し て い

管理者
かんりしゃ

職員
しょくいん

の受
う

け入
い

れ等
など

の協 力
きょうりょく

を行
おこな

う他
ほか

、

交代後
こうたいご

の当法人
とうほうじん

職員
しょくいん

の派遣
は け ん

検討
けんとう

及
およ

び職員
しょくいん

本人
ほんにん

の意向
い こ う

確認
かくにん

を行
おこな

う。 

・ 強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

のある方
かた

への専門性
せんもんせい

を生
い

かした在宅者
ざいたくしゃ

支援
し え ん

の実施
じ っ し

や、継続
けいぞく

して実施
じ っ し

する意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の取組
とりくみ

内容
ないよう

の情報
じょうほう

発信
はっしん

を通
つう

じた普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を行
おこな

う

他
ほか

、法人
ほうじん

直営
ちょくえい

事業
じぎょう

を、法人
ほうじん

の第五期
だ い ご き

中期
ちゅうき

計画
けいかく

に基
もと

づき計画的
けいかくてき

に運営
うんえい

し、

各事業所
かくじぎょうしょ

との連携
れんけい

強化
きょうか

を行
おこな

い円滑
えんかつ

な運営
うんえい

を行
おこな

う。 

・ 引
ひ

き続
つづ

き機関紙
き か ん し

の発行
はっこう

や、法人
ほうじん

SNS等
など

を活用
かつよう

した活動
かつどう

内容
ないよう

の情報
じょうほう

発信
はっしん

を

行
おこな

い、効果的
こうかてき

なPR活動
かつどう

に取
と

り組
く

む。また、地元
じ も と

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

した

啓発
けいはつ

活動
かつどう

に努
つと

める。 

・ 手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

への対応
たいおう

として、ろう者
もの

に対
たい

しサービスを提供
ていきょう

するとき、

ろう者
もの

を雇用
こ よ う

する時
とき

の手話
し ゅ わ

の使用
し よ う

への配慮
はいりょ

や、主催
しゅさい

フォーラム開催時
かいさいじ

の手話
し ゅ わ

通訳等
つうやくとう

に配慮
はいりょ

する。 

・ 新施設
しんしせつ

開設後
かいせつご

、拠点
きょてん

機能
き の う

を活
い

かして在宅
ざいたく

の方々
かたがた

のニーズを掴
つか

み、今後
こ ん ご

の

事業
じぎょう

展開
てんかい

について積極的
せっきょくてき

に検討
けんとう

を進
すす

める。 

・ 利用
り よ う

料金
りょうきん

については、神奈川
か な が わ

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

に関
かん

する条例
じょうれい

に定
さだ

める額
がく

を関係
かんけい

法令
ほうれい

の規定
き て い

に基
もと

づき適切
てきせつ

に徴 収
ちょうしゅう

する。 

・ より豊
ゆた

かな食生活
しょくせいかつ

を目指
め ざ

し、栄養
えいよう

ケアマネジメントを継続
けいぞく

して実施
じ っ し

する

とともに、利用者
りようしゃ

のリクエストを反映
はんえい

する選択
せんたく

できる食事
しょくじ

やバイキング形式
けいしき

の食事
しょくじ

提供
ていきょう

を行
おこな

うほか、ユニット型
がた

支援
し え ん

の特徴
とくちょう

を生
い

かし、ホットプレー
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トや鍋物
なべもの

など、より家庭的
かていてき

な食事
しょくじ

支援
し え ん

など、利用者本
りようしゃぼん

位
くらい

の食事
しょくじ

支援
し え ん

を実施
じ っ し

する。 

・ 一人
ひ と り

ひとりのニーズに合
あ

わせた日中
にっちゅう

支援
し え ん

に対応
たいおう

した、時間帯
じかんたい

の入浴
にゅうよく

支援
し え ん

を実施
じ っ し

。 

・ 診療所
しんりょうじょ

機能
き の う

については、現行
げんこう

の配置
は い ち

水準
すいじゅん

を維持
い じ

するとともに、感染症
かんせんしょう

発生
はっせい

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

、まん延
えん

防止
ぼ う し

を図
はか

るため、職員
しょくいん

及
およ

びご家族
か ぞ く

等
など

に対
たい

する

感染症
かんせんしょう

に関
かん

する知識
ち し き

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

、インフルエンザについては、予防
よ ぼ う

接種等
せっしゅとう

に取
と

り組
く

む。また、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

、生活
せいかつ

介護
か い ご

の利用者
りようしゃ

が安心
あんしん

して地域
ち い き

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、地域
ち い き

における支援
し え ん

機関
き か ん

（病院
びょういん

、在宅
ざいたく

療養
りょうよう

支援
し え ん

診療所
しんりょうじょ

、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

ステーション、薬局
やっきょく

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター、市町村
しちょうそん

、

保健所等
ほけんじょとう

）からの情報
じょうほう

を活
い

かしながら在宅者
ざいたくしゃ

支援
し え ん

に協 力
きょうりょく

する。 

 

（４）事故
じ こ

防止等安全
ぼうしとうあんぜん

管理
か ん り

 

①日常時
にちじょうじ

の安全
あんぜん

管理
か ん り

 

・ 利用者
りようしゃ

の日常
にちじょう

支援
し え ん

において、併設
へいせつ

診療所
しんりょうじょ

と連携
れんけい

し定期
て い き

健康
けんこう

診断等
しんだんとう

による

健康
けんこう

状態
じょうたい

の把握
は あ く

、疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

の検査
け ん さ

に努
つと

め、日頃
ひ ご ろ

から地域
ち い き

にある協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
き か ん

と連携
れんけい

を図
はか

り、容態
ようだい

急変時等
きゅうへんじなど

においても、入院
にゅういん

及
およ

び治療等
ちりょうなど

に対応
たいおう

す

る。また、法人内
ほうじんない

ネットワークシステムを通
つう

じて、随時
ず い じ

、園内
えんない

における

情報
じょうほう

の共有化
きょうゆうか

を図
はか

るとともに、毎朝
まいあさ

の連絡会
れんらくかい

において、幹部
か ん ぶ

職員
しょくいん

が出席
しゅっせき

し、課題等
かだいとう

が発生
はっせい

したときは、その場
ば

で迅速
じんそく

に対策等
たいさくとう

の検討
けんとう

に取
と

り組
く

む。 

・ 日々
ひ び

変化
へ ん か

する障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

機能
き の う

にあわせ、安心
あんしん

・安全
あんぜん

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

を確保
か く ほ

しながら自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

が営
いとな

むことができるよう、常
つね

に利用者
りようしゃ

の立場
た ち ば

に
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立
た

った環境
かんきょう

整備
せ い び

に努
つと

め、各活動
かくかつどう

の危険
き け ん

に留意
りゅうい

しながら事故
じ こ

防止
ぼ う し

（予防
よ ぼ う

）に

取
と

り組
く

む。 

・ 寝
ね

たきりのきっかけとなる可能性
かのうせい

のある転倒
てんとう

防止
ぼ う し

や、窒息
ちっそく

事故
じ こ

の危険性
きけんせい

が

ある利用者
りようしゃ

の食事
しょくじ

について、利用者
りようしゃ

の健康
けんこう

状態
じょうたい

をはじめとする利用者
りようしゃ

の

変化
へ ん か

に気
き

を配
くば

り、情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

を行
おこな

う、また、利用者
りようしゃ

の緊急時等
きんきゅうじとう

におい

て、迅速
じんそく

かつ的確
てきかく

な救命
きゅうめい

処置
し ょ ち

を実施
じ っ し

できる体制
たいせい

を確保
か く ほ

するため、「応急
おうきゅう

手当
て あ て

普及員
ふきゅういん

」の有
ゆう

資格者
しかくしゃ

を配置
は い ち

する。 

・ また、救命法
きゅうめいほう

に関
かん

する知識
ち し き

を習得
しゅうとく

し、職員
しょくいん

一人一人
ひ と り ひ と り

が適切
てきせつ

な応急
おうきゅう

手当
て あ て

ができるよう、「応急
おうきゅう

手当
て あ て

普及員
ふきゅういん

」による普通
ふ つ う

救命
きゅうめい

講習会
こうしゅうかい

を実施
じ っ し

する。 

・ 職員
しょくいん

の目
め

が届
とど

かない時間帯
じかんたい

、場所
ば し ょ

における事故
じ こ

の原因
げんいん

究明
きゅうめい

や事故
じ こ

の再発
さいはつ

防止
ぼ う し

のため、共有
きょうゆう

スペースへの見守
み ま も

りカメラの設置
せ っ ち

を検討
けんとう

する。 

・ 職員
しょくいん

の安全
あんぜん

を守
まも

る管理
か ん り

システムの構築
こうちく

として、労務
ろ う む

委員長
いいんちょう

との打合
うちあわ

せ、

社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

への相談
そうだん

、顧問
こ も ん

弁護士
べ ん ご し

への相談
そうだん

、衛生
えいせい

委員会
いいんかい

の運営
うんえい

、メンタ

ルヘルス対策
たいさく

、ハラスメント防止
ぼ う し

対策等
たいさくとう

を引
ひ

き続
つづ

き行
おこな

う。また、不審者等
ふしんしゃとう

の侵入
しんにゅう

などに備
そな

え、防犯
ぼうはん

委員会
いいんかい

を中心
ちゅうしん

に防犯
ぼうはん

体制
たいせい

を推進
すいしん

し、防犯
ぼうはん

対策
たいさく

マニ

ュアルを策定
さくてい

するとともに、地元
じ も と

警察署
けいさつしょ

及
およ

び警備
け い び

会社
かいしゃ

と連携
れんけい

を図
はか

りながら

防犯
ぼうはん

システムを構築
こうちく

する。地域
ち い き

とも情報
じょうほう

交換
こうかん

をこまめに行
おこな

い、地域
ち い き

ぐるみ

の防犯
ぼうはん

活動
かつどう

に取
と

り組
く

む。 

・ 「リスクマネジメント委員会
いいんかい

」を設置
せ っ ち

し、利用者
りようしゃ

支援
し え ん

、事故
じ こ

防止
ぼ う し

・予防
よ ぼ う

、

事故
じ こ

発生時
はっせいじ

の対応
たいおう

、そして、人権
じんけん

尊重
そんちょう

の立場
た ち ば

に立
た

ったサービスの質
しつ

の向上
こうじょう

に向
む

けてシステムの構築
こうちく

を図
はか

り、事故
じ こ

報告
ほうこく

をデータ化
か

し法人内
ほうじんない

ネットワーク



 

17 

 

システムで情報
じょうほう

共有
きょうゆう

する。 

・ 各種
かくしゅ

感染症
かんせんしょう

マニュアルに基
もと

づき、感染症
かんせんしょう

の蔓延
まんえん

を防止
ぼ う し

する他
ほか

、保健所等
ほけんじょとう

と連携
れんけい

し地域
ち い き

における感染症
かんせんしょう

の情報
じょうほう

を随時
ず い じ

確認
かくにん

し、職員
しょくいん

またはその家族
か ぞ く

に至
いた

るまで感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

を講
こう

じ、外部
が い ぶ

からの感染症
かんせんしょう

の進入
しんにゅう

を防止
ぼ う し

する。ま

た、日頃
ひ ご ろ

から人材
じんざい

確保
か く ほ

や感染者
かんせんしゃ

発生時
はっせいじ

の対応等
たいおうとう

に係
かか

る留意
りゅうい

事項
じ こ う

について整理
せ い り

し、防護服等
ぼうごふくとう

の感染
かんせん

対策
たいさく

用品
ようひん

を備
そな

える。 

②緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

 

・ 事故
じ こ

防止
ぼ う し

のためのマニュアルを整備
せ い び

し、職員
しょくいん

へ周知
しゅうち

徹底
てってい

を図
はか

る。万一
まんいち

事故
じ こ

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

、幹部
か ん ぶ

職員
しょくいん

、関係
かんけい

機関
き か ん

、ご家族
か ぞ く

に対
たい

して迅速
じんそく

な情報
じょうほう

伝達
でんたつ

を行
おこな

うなど、ガバナンスの徹底
てってい

、初期
し ょ き

対応
たいおう

と詳細
しょうさい

調査
ちょうさ

、再発
さいはつ

防止策
ぼうしさく

の

策定
さくてい

と実施
じ っ し

を図
はか

る。 

・  ガバナンスの徹底
てってい

については、法人
ほうじん

の第
だい

５期
き

中期
ちゅうき

計画
けいかく

において、次
つぎ

の５つ

の施策
せ さ く

を策定
さくてい

 

   <1> 法人
ほうじん

運営
うんえい

の透明性
とうめいせい

の確保
か く ほ

（外部
が い ぶ

理事
り じ

の登用
とうよう

） 

     <2> 監事
か ん じ

との連携
れんけい

強化
きょうか

（内部
な い ぶ

監査
か ん さ

結果
け っ か

の報告
ほうこく

、意見
い け ん

交換
こうかん

の場
ば

の設営
せつえい

） 

     <3> 公正
こうせい

・透明
とうめい

な職場
しょくば

づくり（理事長
りじちょう

あて直接
ちょくせつ

、情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

の仕組
し く

み） 

     <4> 犯罪
はんざい

に係
かか

る事故
じ こ

・不祥事
ふしょうじ

防止
ぼ う し

研修
けんしゅう

（弁護士等
べ ん ご し と う

を講師
こ う し

とする研修
けんしゅう

） 

     <5> 職員
しょくいん

就 業
しゅうぎょう

規則
き そ く

の改正
かいせい

（事故
じ こ

・不祥事
ふしょうじ

に厳正
げんせい

に対処
たいしょ

するための

改正
かいせい

） 

・ 防災
ぼうさい

委員会
いいんかい

や、法人
ほうじん

危機
き き

管理
か ん り

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

し、防災
ぼうさい

計画
けいかく

の策定
さくてい

、防災
ぼうさい

意識
い し き

の普及
ふきゅう

・啓発
けいはつ

など災害
さいがい

に対
たい

する備
そな

えの充実
じゅうじつ

強化
きょうか

を行
おこな

う。また、災害
さいがい

から
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利用者
りようしゃ

を守
まも

るため、防災
ぼうさい

委員会
いいんかい

を中心
ちゅうしん

に大震災
だいしんさい

を想定
そうてい

した防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

や、防災
ぼうさい

マニュアル等
など

の見直
み な お

しを進
すす

める。 

・ 犯罪等
はんざいとう

に対
たい

する対策
たいさく

として、地元
じ も と

警察署
けいさつしょ

及
およ

び民間
みんかん

警備
け い び

会社
かいしゃ

との連携
れんけい

、防犯
ぼうはん

カメラ等機械
などきかい

警備
け い び

、「防犯
ぼうはん

委員会
いいんかい

」の設置
せ っ ち

、法人
ほうじん

危機
き き

管理
か ん り

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

と

連携
れんけい

、防犯
ぼうはん

訓練
くんれん

、防犯
ぼうはん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

により、不審者
ふしんしゃ

侵入等
しんにゅうとう

の不測
ふ そ く

の事態
じ た い

に備
そな

える。風水害
ふうすいがい

に対
たい

する対策
たいさく

としては、ハザードマップの確認
かくにん

や、ライフライ

ンが途絶
と ぜ つ

された場合
ば あ い

を想定
そうてい

し、非常用
ひじょうよう

備蓄等
びちくとう

の対策
たいさく

を強化
きょうか

する。また、

大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

発生時
はっせいじ

には園内
えんない

に「対策
たいさく

本部
ほ ん ぶ

」を設置
せ っ ち

し、法人
ほうじん

事務局
じむきょく

及
およ

び他園
ほかえん

と

連携
れんけい

し、事業
じぎょう

継続
けいぞく

計画
けいかく

（BCP）に基
もと

づいた災害
さいがい

対策
たいさく

システムの構築
こうちく

を図
はか

る。 

 

（５）地域
ち い き

と連携
れんけい

した魅力
みりょく

ある施設
し せ つ

づくり 

①地域
ち い き

の拠点
きょてん

施設
し せ つ

としての考
かんが

え方
かた

 

・ 災害時
さいがいじ

において近隣
きんりん

住民
じゅうみん

の避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

として「一時
い ち じ

避難所
ひなんじょ

」の開設
かいせつ

及
およ

び

備蓄品
びちくひん

の提供
ていきょう

など、地域
ち い き

の拠点
きょてん

としての役割
やくわり

を担
にな

えるよう地元
じ も と

自治会
じ ち か い

と

協議
きょうぎ

する他
ほか

、新施設
しんしせつ

に用意
よ う い

される「交流
こうりゅう

ゾーン」を活用
かつよう

した地域
ち い き

の社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

したコミュニティ作
づく

りなど、福祉
ふ く し

ニーズに対応
たいおう

していくた

めの取組
と り く

みを進
すす

める。 

・ 見学
けんがく

及
およ

び体験
たいけん

の経験
けいけん

拡大
かくだい

を図
はか

る取組
と り く

み及
およ

び外部
が い ぶ

事業所
じぎょうしょ

及
およ

びグループホーム

との連携
れんけい

強化
きょうか

を進
すす

め、新
あら

たに「地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

担当
たんとう

」職員
しょくいん

を配置
は い ち

し、他法人
ほかほうじん

の情報
じょうほう

収 集 等
しゅうしゅうとう

にも取
と

り組
く

み、令和

れいわ

５年
ねん

３月
がつ

までに一人
ひ と り

ひとりの意思
い し

を

尊重
そんちょう

した地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

システムの構築
こうちく

を目指
め ざ

す。 

・ 在宅障
ざいたくしょう

がい児等
じ と う

の個別
こ べ つ

のニーズに応
こた

えられる短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業
じぎょう

・生活
せいかつ

介護
か い ご
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（通所
つうしょ

）、相談
そうだん

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

するとともに、在宅者向
ざいたくしゃむ

けの余暇
よ か

活動
かつどう

支援
し え ん

を実施
じ っ し

する。 

②地域
ち い き

貢献
こうけん

 

・ 新施設
しんしせつ

に用意
よ う い

される「交流
こうりゅう

ゾーン」を活用
かつよう

した地域
ち い き

交流
こうりゅう

の実現
じつげん

と、これ

まで運営
うんえい

の中
なか

で取
と

り組
く

んできた清掃
せいそう

活動
かつどう

（美化
び か

デー）が再開
さいかい

できるよう

小中学校
しょうちゅうがっこう

に働
はたら

きかけ、定期的
ていきてき

な交流
こうりゅう

を進
すす

める。また、応急
おうきゅう

手当
て あ て

普及員有資格者
ふきゅういんゆうしかくしゃ

による普通
ふ つ う

救命
きゅうめい

講習会
こうしゅうかい

（すこやかサービス）を広
ひろ

くＰＲし

継続
けいぞく

実施
じ っ し

する他
ほか

、神奈川
か な が わ

県立
けんりつ

津久井
つ く い

養護
よ う ご

学校
がっこう

との連携
れんけい

を強化
きょうか

し、津久井
つ く い

養護
よ う ご

学校
がっこう

のイベントに積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

したり、情報
じょうほう

共有
きょうゆう

に努
つと

める等
など

、在宅
ざいたく

障害児者
しょうがいじしゃ

との交流
こうりゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る。 

・ 地元
じ も と

自治会
じ ち か い

との交流
こうりゅう

や、地元
じ も と

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

との連携
れんけい

、新施設
しんしせつ

に用意
よ う い

さ

れる「体育館
たいいくかん

」を活用
かつよう

した近隣
きんりん

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び地元
じ も と

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

、ボランティ

アの養成
ようせい

・支援
し え ん

、研修生
けんしゅうせい

・実習生
じっしゅうせい

の受入等
うけいれなど

、地域
ち い き

へ貢献
こうけん

する。 

・ 地元
じ も と

企業
きぎょう

への業務
ぎょうむ

委託等
いたくとう

について、洗濯
せんたく

業務
ぎょうむ

の継続
けいぞく

に加
くわ

え、清掃
せいそう

や事務
じ む

補助等
ほじょとう

幅広
はばひろ

い業務
ぎょうむ

において、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

での体験
たいけん

の受入
う け い

れ先
さき

としての体制
たいせい

を作
つく

っていく。また、地元
じ も と

企業
きぎょう

への業務
ぎょうむ

委託
い た く

を優先
ゆうせん

することで地域
ち い き

経済
けいざい

への

貢献
こうけん

及
およ

び迅速
じんそく

かつきめ細
こま

かいサービスの実現
じつげん

を図
はか

る。 

 

 

２ 管理
か ん り

経費
け い ひ

の節減
せつげん

 

  ・提案額
ていあんがく

（総額
そうがく

） 504,321千円
ち え ん

  （県
けん

の積算額
せきさんがく

 504,321千円
ち え ん

） 

 

３ 団体
だんたい

の業務
ぎょうむ

遂行
すいこう

能力
のうりょく
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（１）人的
じんてき

な能力
のうりょく

、執行
しっこう

体制
たいせい

 

①執行
しっこう

体制
たいせい

 

 ・ 職員
しょくいん

の採用
さいよう

は法人
ほうじん

事務局
じむきょく

に人事課
じ ん じ か

を設置
せ っ ち

し、各園
かくえん

総務課
そ う む か

と連携
れんけい

しながら

行
おこな

う。 

 ・ 津久井
つ く い

やまゆりの職員
しょくいん

配置
は い ち

 

区 分  常勤職員  非常勤職員 

管理者     １       

事務員     ２      ２ 

栄養士     １  

看護師     ２      １ 

生活支援員    ７０      ６ 

小計（常勤換算）    ７６   ６．７５ 

合 計          ８２．７５ 

 ※生活
せいかつ

支援
し え ん

員数
いんすう

は、サービス管理
か ん り

責任者等
せきにんしゃとう

を含
ふく

む。 

 ・ 正規
せ い き

職員
しょくいん

の募集
ぼしゅう

時期
じ き

について、４月
がつ

限定
げんてい

だったが令和

れいわ

２年度
ね ん ど

から10月
がつ

に

も採用
さいよう

するよう見直
み な お

した。令和

れいわ

３年度
ね ん ど

からは、四半期
し は ん き

ごとに採用
さいよう

することと

し、臨時的
りんじてき

任用
にんよう

職員等
しょくいんとう

の採用
さいよう

も強化
きょうか

する。 

・ 他
ほか

の社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

からの派遣
は け ん

受入
う け い

れのための協定等
きょうていとう

について検討
けんとう

を進
すす

め

るとともに、神奈川県
か な が わ け ん

退職者
たいしょくしゃ

キャリアバンクの活用
かつよう

を行
おこな

う。 

 ・ 職員
しょくいん

はフロア単位
た ん い

で配置
は い ち

し、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

担当
たんとう

、強度
きょうど

行動
こうどう

障害
しょうがい

事業
じぎょう

担当
たんとう

、心理
し ん り

担当
たんとう

職員
しょくいん

、ケースワーカー等
など

を配置
は い ち

し、利用者
りようしゃ

の意思
い し

を尊重
そんちょう

し

た支援
し え ん

を行
おこな

えるようにする。 

・ 風
かぜ

通
とお

しの良
よ

い組織
そ し き

体制
たいせい

を構築
こうちく

するために、理事長
りじちょう

の現場
げ ん ば

訪問
ほうもん

による職員
しょくいん

とのコミュニケーションの推進
すいしん

、理事長等
りじちょうとう

へ直接
ちょくせつ

情報
じょうほう

提供等
ていきょうとう

を行
おこな

える

仕組
し く

みの構築
こうちく

、理事長
りじちょう

のリモートによる職員
しょくいん

会議等
かいぎとう

への参加
さ ん か

機会
き か い

を増
ふ

や

す。 
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 ・ 職員
しょくいん

の採用
さいよう

にあたり、受験者
じゅけんしゃ

が１日
にち

支援
し え ん

現場
げ ん ば

に入
はい

る実務
じ つ む

試験
し け ん

を行
おこな

い、

利用者
りようしゃ

との関係性
かんけいせい

を観察
かんさつ

、評価
ひょうか

する。また、特定
とくてい

処遇
しょぐう

改善
かいぜん

加算
か さ ん

の算定
さんてい

や

経験者
けいけんしゃ

優遇
ゆうぐう

を募集
ぼしゅう

案内
あんない

に記載
き さ い

することにより、資格
し か く

や経験
けいけん

を有
ゆう

する専門
せんもん

人材
じんざい

の確保
か く ほ

に努
つと

める。 

 ・ 職員
しょくいん

の労働
ろうどう

環境
かんきょう

については、衛生
えいせい

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

や、労務
ろ う む

委員会
いいんかい

の毎月
まいつき

開催
かいさい

、社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

と弁護士
べ ん ご し

への相談
そうだん

委託
い た く

を行
おこな

っていく。 

②人材
じんざい

育成
いくせい

の考
かんが

え方
かた

 

 ・ 利用者
りようしゃ

の人権
じんけん

侵害
しんがい

防止
ぼ う し

及
およ

び意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

をテーマとした研修
けんしゅう

、訓話
く ん わ

を繰
く

り返
かえ

し伝達
でんたつ

するとともに、外部
が い ぶ

専門家
せんもんか

を講師
こ う し

とした障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

にかかる

研修等
けんしゅうとう

を行
おこな

い、利用者
りようしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

の徹底
てってい

に取
と

り組
く

む。 

・ 身体
か ら だ

拘束
こうそく

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

基礎
き そ

研修
けんしゅう

においては、研修
けんしゅう

の受講
じゅこう

あるいは、学習
がくしゅう

の効果
こ う か

測定
そくてい

を実施
じ っ し

する。 

 ・ 現場
げ ん ば

の研修
けんしゅう

ニーズに合
あ

わせて介護
か い ご

技術
ぎじゅつ

や支援中
しえんちゅう

の怪我
け が

や事故
じ こ

防止等
ぼうしとう

の

研修
けんしゅう

を随時
ず い じ

実施
じ っ し

したり、ストレスチェックを定期
て い き

健康
けんこう

診断時
しんだんじ

に実施
じ っ し

し、

職員
しょくいん

のセルフケアに活用
かつよう

するとともに、衛生
えいせい

委員会
いいんかい

で産業医
さんぎょうい

と確認
かくにん

する。

その他
ほか

、ハラスメント防止
ぼ う し

のための研修
けんしゅう

や、メンタルヘルスのラインケア

研修等
けんしゅうとう

を実施
じ っ し

する。 

 ・ 研修
けんしゅう

体系
たいけい

により、階層別
かいそうべつ

及
およ

びテーマ・職種等別
しょくしゅとうべつ

に、採用時
さいようじ

から一貫
いっかん

した

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

する。 

 ・ 外部
が い ぶ

研修
けんしゅう

開催
かいさい

案内等
あんないなど

を周知
しゅうち

し参加
さ ん か

希望
き ぼ う

に柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

するとともに、

他法人
ほかほうじん

・他施設
た し せ つ

への職員
しょくいん

派遣
は け ん

や研修
けんしゅう

及
およ

び見学
けんがく

を実施
じ っ し

する。 
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 ・ 在 職 中
ざいしょくちゅう

の社会
しゃかい

福祉士等
ふ く し し と う

の資格
し か く

取得
しゅとく

にあたって、業務
ぎょうむ

に支障
ししょう

のない範囲
は ん い

で

スクーリング等
など

にかかる日数
にっすう

を職専免
しょくせんめん

とし、資格
し か く

取得時
しゅとくじ

にほう賞金
しょうきん

を支給
しきゅう

している。また、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会等
ぎかいとう

が主催
しゅさい

する海外
かいがい

福祉
ふ く し

施設等視察
し せ つな どし さ つ

研修
けんしゅう

に

職員
しょくいん

を派遣
は け ん

したり、職員
しょくいん

の自主的
じしゅてき

な研究
けんきゅう

活動
かつどう

に助成金
じょせいきん

を支給
しきゅう

し、研修
けんしゅう

内容
ないよう

を法人内
ほうじんない

職員
しょくいん

にフィードバックしている。 

 ・ 法人
ほうじん

主催
しゅさい

研修
けんしゅう

の一部
い ち ぶ

を、関係者又
かんけいしゃまた

は一般向
いっぱんむ

けに公開
こうかい

したり、支援者
しえんしゃ

養成
ようせい

研修等
けんしゅうとう

に職員
しょくいん

を派遣
は け ん

している。また、インターンシップ就 業
しゅうぎょう

体験
たいけん

の

実施
じ っ し

、研修生
けんしゅうせい

や実習生
じっしゅうせい

を引
ひ

き続
つづ

き積極的
せっきょくてき

に受
う

け入
い

れていくなど、民間
みんかん

施設
し せ つ

のバックアップとなる取組
と り く

みを実施
じ っ し

する。 

 

（２）財務
ざ い む

状 況
じょうきょう

 

 ・ 会計
かいけい

事務所
じ む し ょ

に経理
け い り

支援
し え ん

業務
ぎょうむ

を委託
い た く

し、２カ月
げつ

に１回
かい

公認
こうにん

会計士等
かいけいしとう

が仕訳
し わ け

や

証 憑 等
しょうひょうとう

の検証
けんしょう

を実施
じ っ し

している。また、四半期
し は ん き

に１度
ど

、内部
な い ぶ

監査
か ん さ

を実施
じ っ し

し、内部
な い ぶ

統制
とうせい

の強化
きょうか

と業務
ぎょうむ

の効率
こうりつ

の向上
こうじょう

を図
はか

っていく。 

 ・ 財政
ざいせい

状 況
じょうきょう

については、決算書等
けっさんしょとう

により示
しめ

している。なお、借入金
かりいれきん

はな

い。 

 

（３）コンプライアンス、社会
しゃかい

貢献
こうけん

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法等
ぼうしほうとう

の法令
ほうれい

遵守
じゅんしゅ

を徹底
てってい

するために、身体
か ら だ

拘束
こうそく

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

基礎
き そ

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

している。また、「身体
か ら だ

拘束等行動
こうそくなどこうどう

制限
せいげん

取 扱
とりあつかい

要領
ようりょう

」

を見直
み な お

し、身体
か ら だ

拘束
こうそく

軽減
けいげん

のため記録
き ろ く

をチェックする職員等
しょくいんとう

を配置
は い ち

。 

・ 指定
し て い

管理者
かんりしゃ

制度
せ い ど

に係
かか

る関係
かんけい

法令等遵守
ほうれいとうじゅんしゅ

を徹底
てってい

するために、法人
ほうじん

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

及
およ

び職員
しょくいん

の行動
こうどう

指針
し し ん

による明示
め い じ

や、職員
しょくいん

就 業
しゅうぎょう

規則
き そ く

による規定
き て い

を設
もう
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け、関係
かんけい

法令等
ほうれいとう

についての理解
り か い

を深
ふか

めるための研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

。 

・ 環境
かんきょう

への配慮
はいりょ

として、ごみの減量
げんりょう

・リサイクルや、タブレット端末
たんまつ

の

導入
どうにゅう

の推進
すいしん

による紙資源
かみしげん

の節約
せつやく

、昼間
ひ る ま

の消灯
しょうとう

の徹底
てってい

や冷暖房
れいだんぼう

の節約
せつやく

によ

り、省
しょう

エネルギー・省資源
しょうしげん

に努
つと

めている。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

については、法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

2.2％に対
たい

し、実
じつ

雇用率
こようりつ

2.8％

となっている。洗濯
せんたく

業務
ぎょうむ

については障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

うととも

に、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

との連携
れんけい

を推進
すいしん

する。また、備品等
びひんとう

の購入
こうにゅう

の際
さい

は、障
しょう

がい者
もの

を雇用
こ よ う

している企業
きぎょう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

及
およ

び在宅
ざいたく

就 業
しゅうぎょう

支援
し え ん

団体等
だんたいとう

へ優先的
ゆうせんてき

に発注
はっちゅう

していく。 

・ 県
けん

が行
おこな

う「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

について、

行事
ぎょうじ

に利用者
りようしゃ

とともに参加
さ ん か

したり、ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ推進
すいしん

週間
しゅうかん

に

は献花台
けんかだい

の設置
せ っ ち

について、引
ひ

き続
つづ

き協 力
きょうりょく

していく。 

・ 手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

への対応
たいおう

として、ろう者
もの

に対
たい

しサービスを提供
ていきょう

するとき、

ろう者
もの

を雇用
こ よ う

する時
とき

の手話
し ゅ わ

の使用
し よ う

への配慮
はいりょ

や、主催
しゅさい

フォーラム開催時
かいさいじ

の手話
し ゅ わ

通訳等
つうやくとう

に配慮
はいりょ

する。 

・ 自治会
じ ち か い

や社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、近隣
きんりん

小中学校
しょうちゅうがっこう

や養護
よ う ご

学校
がっこう

の評議員等
ひょうぎいんとう

を担
にな

うな

ど、引
ひ

き続
つづ

き、地域
ち い き

の一員
いちいん

として積極的
せっきょくてき

に交流
こうりゅう

し地域
ち い き

貢献
こうけん

に努
つと

める。 

・ SDGｓへの取組
と り く

みとしては、地域
ち い き

貢献
こうけん

や、利用者
りようしゃ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を通
とお

して４つの

目標
もくひょう

に取
と

り組
く

む。 

 

（４）事故
じ こ

・不祥事
ふしょうじ

への対応
たいおう

、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

保護
ほ ご

 

・ 事故
じ こ

が生
しょう

じた際
さい

は、外部
が い ぶ

へ公表
こうひょう

すべき事実
じ じ つ

関係
かんけい

や、原因
げんいん

分析
ぶんせき

、対応
たいおう
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方針
ほうしん

、再発
さいはつ

防止
ぼ う し

や関係者
かんけいしゃ

の処分
しょぶん

、被害者
ひがいしゃ

・関係者
かんけいしゃ

に対
たい

する謝罪等
しゃざいなど

、法人
ほうじん

とし

て誠実
せいじつ

に対応
たいおう

する。 

・ 長時間
ちょうじかん

の居室
きょしつ

施錠等
せじょうとう

の「虐待
ぎゃくたい

の疑
うたが

いが濃厚
のうこう

」な身体
か ら だ

拘束
こうそく

は、決
けっ

してあっ

てはならないものであると認識
にんしき

しており、指摘
し て き

を真摯
し ん し

に受
う

け止
と

め、次
つぎ

の３つ

の取組
と り く

みを通
とお

して、身体
か ら だ

拘束
こうそく

の軽減
けいげん

・廃止
は い し

を図
はか

る。 

…身体
か ら だ

拘束
こうそく

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

基礎
き そ

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

 

  …行動
こうどう

制限
せいげん

判定
はんてい

会議
か い ぎ

の開催
かいさい

（毎月
まいつき

１回
かい

） 

  …「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

評価
ひょうか

委員会
いいんかい

（仮称
かしょう

）」の設置
せ っ ち

 

・ 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

については、法令
ほうれい

を遵守
じゅんしゅ

し、適正
てきせい

な個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の取扱
とりあつか

いについ

て職員
しょくいん

に周知
しゅうち

徹底
てってい

を図
はか

り、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

への不正
ふ せ い

なアクセス、紛失
ふんしつ

、改
かい

ざん、

漏洩
ろうえい

などの防止
ぼ う し

に努
つと

め、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

は「利用
り よ う

目的等
もくてきなど

」に沿
そ

った正当
せいとう

な目的
もくてき

に

限
かぎ

って使用
し よ う

する。 

 

（５）これまでの実績
じっせき

 

・ 不祥事
ふしょうじ

や虐待
ぎゃくたい

認定
にんてい

、随時
ず い じ

モニタリングでの指摘
し て き

を真摯
し ん し

に受
う

け止
と

め、

社会的
しゃかいてき

な信頼
しんらい

回復
かいふく

に向
む

けて、随時
ず い じ

モニタリングでの指摘
し て き

の事実
じ じ つ

確認
かくにん

と原因
げんいん

究明
きゅうめい

を行
おこな

い、これを基
もとい

に再発
さいはつ

防止策
ぼうしさく

を取
と

りまとめ、主
しゅ

な施策
せ さ く

にはロード

マップを付
ふ

して、事業
じぎょう

計画書
けいかくしょ

に位置付
い ち づ

けた。 

・ 県障害
けんしょうがい

サービス課
か

から随時
ず い じ

モニタリングや依頼
い ら い

があった際
さい

は全面的
ぜんめんてき

に

協 力
きょうりょく

し、施設
し せ つ

の運営
うんえい

状 況
じょうきょう

や利用者
りようしゃ

支援
し え ん

の状 況 等
じょうきょうとう

を情報
じょうほう

提供
ていきょう

する。 
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(2) 評価
ひょうか

委員会
いいんかい

の採点
さいてん

結果
け っ か

 

大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員
かくいいん

による 
仮採点結果 

委員会
いいんかい

と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

組織による管理体制 

・ 専門性
せんもんせい

に裏付
う ら づ

けられた組織
そ し き

体制
たいせい

の構築
こうちく

が図
はか

られているか 
・ 法人内での虐待事案や不祥
事、利用者支援の指摘を踏ま
えた組織構造の変革が図られ
ているか 

・ 利用者の権利擁護を最重要
課題とする組織運営が図られ
ているか 

・ 運営方針に則った、明確な
管理体制や現実的かつ実効性
のある内部統制の仕組みの構
築が図られているか 

・ 組織として、虐待等が重大
な人権侵害であることを認識
し、自らの支援を常に見直
し、検証していく体制の構築
が図られているか 

・ 利用者・利用者家族・支援
職員の意見が組織運営に反映
される体制の構築が図られて
いるか 

・ 利用者を直接支援する現場
の支援職員の労働環境が適法
に維持される体制の構築が図
られているか 

・ 必要に応じ、定款の変更な
どに着手することを認識して
いるか 

・ 指定管理業務全般を通じ
て、団体等の総合的な運営方
針、考え方があるか 

・ 業務の一部を委託する場合
に業務の選定に当たっての配
慮がされているか 

15 12 ９ ３ ３ 15 12 ９ 
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大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員
かくいいん

による 
仮採点結果 

委員会
いいんかい

と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

外部によるチェック機
能 

・ 意思決定機関から完全に独
立した第三者による監視機能
体制（第三者委員会等）の構
築等、外部によるチェック機
能を活用し、専門的な視点か
ら支援を振り返り検証するこ
とにより、サービスの質の向
上が図られているか 

・ 第三者委員、オンブズパー
ソン等が有効に機能するた
め、適切な要綱が策定される
などの対応が図られているか 

・ 内部及び外部によるチェッ
ク機能の体系図が明らかにな
るよう図られているか 

・ 地域の方やボランティアな
ど広く様々な立場の第三者の
視点を取り入れ、その評価や
意見を活かす仕組みの構築が
図られているか 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

施設設備及び物品の維
持管理能力 

・ 利用者の安全を守る施設を
維持する体制の構築が図られ
ているか 

・ 警備業務、保守点検業務、
受付業務、清掃業務などにつ
いて、責任の所在が明確な実
施方針が定められているか 

５ ５ ４ ２ ３ ３ ４ ４ 
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大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員
かくいいん

による 
仮採点結果 

委員会
いいんかい

と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

利用者支援の具体的な
改善 

・ 利用者の人権侵害を防止す
る制度が構築され、現に実施
されているか 

・ 入所施設は地域生活のひと
つの資源としての役割、使命
があることを表明しているか 

・ 利用者の意思決定を支援す
る制度が用意され、利用者の
意思を尊重した支援を施設や
関係者で考え、利用者の意思
を反映した個別支援計画が策
定され、実施されているか 

・ 虐待ゼロや身体拘束によら
ない支援の実現が図られてい
るか 

・ 虐待の疑いのある事案への
適切な対応が図られているか 

・ 地域生活移行を常に意識し
た職員育成、支援の意義及び
知識の理解への組織的な促進
が図られているか 

・ 適切な組織内研修が実施さ
れ、技術の蓄積や質の向上を
目指す体制の構築が図られて
いるか 

・ 指定期間の終了又は指定の
取消しにより、指定管理者が
交代となった場合に、利用者
支援業務を次期指定管理者に
円滑に引き継ぐための方法が
示されているか 

・ より多くの利用を得るため
の事業の実施方針があり、そ
れを踏まえた事業内容か 

・ より多くの利用を得るため
の広報・ＰＲ活動等を実施し
ているか 

・ 施設の特性に応じて、手話
言語条例に対応しているか 

・ 施設の特性をより効果的に
活かすための自主事業はある
か 

・ 利用料金の設定、減免の考
え方はあるか 

20 20 16 ８ ８ 16 16 12 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

日常時の安全管理 

・ 日常支援における利用者の
安全確保と事故防止のための
仕組みの構築が図られている
か 

・ 職員の安全を守る管理シス
テムの構築が図られているか 

・ 日常的なリスクマネジメン
トが図られているか 

・ ウイルス等感染症拡大防止
に取り組んでいるか 

５ ４ ２ １ ３ ２ ４ ２ 
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大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員
かくいいん

による 
仮採点結果 

委員会
いいんかい

と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

緊急時の対応 

・ 事故・不祥事等発生時の対

応が事前に明確になっている

か 

・ 災害発生時の対応が事前に

明確になっているか 
・ 安全管理の妨げとなりうる
事案を認知した際の対応方針
が定められているか 

地域の拠点施設として
の考え方 

・ 地域のコミュニティや福祉

ニーズ、防災等に対応できる

拠点として施設運営が図られ

ているか 
・ 利用者の意思に即した地域
生活移行システムの構築が図
られているか 

５ ５ ４ ３ ５ ３ ５ ４ 

地域貢献 

・ 地域の人々が施設を利活用

できるなど、地域交流の方針

が明確であり、地域交流が積

極的に図られているか 

・ ボランティアや研修、施設

見学等の受入れが積極的に行

われ、事業への活用が図られ

ているか 
・ 地元企業への業務委託等に
よる迅速かつきめ細かいサー
ビスの提供が図られているか 

Ⅱ
 

管
理
経
費
の
節
減 

 
 
「提案額」と「積算価格から20％節減した額」 

のうち、高い金額 

提案額(積算価格から20％以上節減している 

場合は、積算価格から20％節減した額) 

注１ 「提案額」、「積算価格」は、指定期間内の総額とする。 

注２ 評価点は小数点以下切捨てとする。 

25 25 25 25 25 25 25 25 

25点× 
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大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員
かくいいん

による 
仮採点結果 

委員会
いいんかい

と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

Ⅲ
 

団
体
の
業
務
遂
行
能
力 

執行体制 

・ 利用者ニーズや意思を尊重
した適正な支援水準を確保す
るための職員配置、人材確保
が図られているか 

・ 利用者視点の職員採用や職
員選考が図られているか 

・ 専門性を有する人材の確保
のための選考基準の策定が図
られているか 

・ サービス管理責任者、指導
的立場にある職員を適切に配
置する視点があるか 

・ 適切な労働環境の確保が図
られているか 

・ 業務の一部を委託する場合
の管理・指導体制の構築が図
られているか 

10 ８ ８ ２ ４ ８ ８ ６ 

人材育成の 
考え方 

・ 人材育成の理念に職員ケア
の視点が含まれており、その
理念が研修の目的等に明示さ
れているか 

・ 職員のための研修システム
の構築が図られているか 

・ 外部研修への参加の機会の
保障が図られているか 

・ 資格取得や研修等への参加
のための時間的、経済的配慮
が図られているか 

・ 地域の民間施設のバックア
ップ及び人材育成アプローチ
が積極的に図られているか 

財務状況 

・ 財務会計に関する内部統制
があるか 

・ 基本財産及び運用財産の管
理状況が適切か 

・ 借入金の目的、規模、内容
及び償還計画の状況が適切か 
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大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員
かくいいん

による 
仮採点結果 

委員会
いいんかい

と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

団
体
の
業
務
遂
行
能
力 

コンプライアンス 

・ 障害者虐待防止法等の法令
遵守の観点が徹底されてお
り、運営方針にも明確にされ
ているか 

・ 指定管理者制度に係る関係
法令等遵守の観点が徹底され
ており、運営方針にも明確に
されているか 

・ 指定管理業務を行う際の環
境への配慮がされているか 

・ 法定雇用率の達成状況等、
障がい者雇用促進の考え方と
実績があるか 

・ 障害者差別解消法に基づく
合理的配慮など、「ともに生
きる社会かながわ憲章」の趣
旨を踏まえた取組についての
考え方があるか 

・ 団体の状況に応じて、手話
言語条例へ対応しているか 

・ 社会貢献活動等ＣＳＲの考
え方と実績、ＳＤＧｓ（持続
可能な開発目標）への取組は
あるか 

15 15 ９ ３ ３ 12 12 ９ 

不祥事に対する説明責任
（外部への情報発信） 

・ 事故や不祥事が発生した場
合の迅速な報告と公表の基準
が定められ、遵守が図られて
いるか 

・ 申請開始の日から起算して
過去３年間の重大な事故又は
不祥事の有無並びに事故等が
あった場合の対応状況及び再
発防止策はあるか 

・ 個人情報の保護が徹底され
ているか 

これまでの 
管理運営状況等 

・ 県立障害者支援施設の社会
的な信頼回復のため、具体的
な取組の実施が図られている
か 

・ これまでの管理上の問題点
や課題についての検証が図ら
れているか 

・ 県による検証作業に全面的
な協力が図られているか 

・ 指定管理施設と類似の業務
を行う施設等での管理実績の
状況は良好か 

・ 県又は他の自治体における
指定取消しはないか 

 合 計 100      71 
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 (3) 評価講評             

 

ガバナンスのあり方については、事業計画書等に様々な取組みが記載されてい

るが、次のような点が懸念された。 

・ 現場職員が意思決定支援など利用者支援に関して前向きであるなど、意

識に変化の兆しが見られるのに比べ、運営者のプレゼンテーションからは

同程度の説明がなく、法人理念に沿った利用者本位の取組みに対する意欲

が不明であった。このことから、ガバナンス・法人運営の点においては、

全般的に改善が必要と認められた。 

・ 風通しの良い職場環境の構築に向けた取組みに具体性が不足していた。 

・ 評議員等から出されているガバナンスの改善に対する意見が、運営に十

分に反映されていなかった。 

・ 利用者の権利擁護の視点からの取組みが具体的に示されていなかった。 

しかし、評価委員会から指摘を受けた法人全体の改革として、理事について次

期改選期に抜本的改革を行うことが示された。 

 

利用者支援の改善については、次のような点で評価できる。 

・ 利用者の意思決定支援の取組みを通じて、職員が支援の改善に向けて努

力し、行動障がいの軽減や本人の可能性を最大限引き出す支援を実践する

意識が生まれている。 

・ 個室・ユニット型の施設での支援方法について視察等を実施しており、

利用者一人ひとりのニーズにあわせた支援に取り組んでいる。 

・ 積極的に地域との交流活動を行っている。 

今後も利用者本位の障がい者支援の実現に向け、法人が現場職員を支え、ま

た、利用者本人の意見を直接反映した取組みを推進することを期待したい。 

 

以上、当評価委員会として厳正な審査を行った結果、評価委員会から指摘を受

けた法人全体の改革として、理事について次期改選期に抜本的改革を行うことが

かながわ共同会から示されたこと、利用者支援については様々な改善点や評価点

が見られたことから、かながわ共同会は指定管理者候補としての水準を満たすも

のと判断した。 

 

 



 

32 

 

７ 議事概要（主要論点）       

 主要な論点となった(1)ガバナンスのあり方及び(2)利用者支援について、各委

員から出された意見は次のとおり。 

(1) ガバナンスのあり方について 

〇 事業計画書等にはガバナンスの見直しに取り組む様々な記載があった。 

〇 現場職員が意思決定支援など利用者支援に関して前向きであるなど、意識

に変化の兆しが見られるのに比べ、運営者のプレゼンテーションからは同程

度の説明がなく、法人理念に沿った利用者本位の取組みに対する意欲が不明

であった。このことから、ガバナンス・法人運営の点においては、全般的に

改善が必要と認められた。 

〇 ヒアリングでは、支援を実施する現場職員の意見を尊重する観点など、風

通しの良い職場環境の構築に向けた取組みに具体性が不足していた。 

〇 理事会や評議員会で出された法人運営に関する意見に対して、具体的にど

う運営に反映しているのか、はっきりとした回答がなかった。 

〇 組織全体として、これまで発生した虐待や権利侵害行為への反省が見受け

られず、虐待発覚時の対応、内部通報者の保護を含めた虐待防止の意識が十

分とは認められなかった。法人が職員を守ることなどの視点が不足してい

る。 

〇 委員会の数が多く、職員の負担が増えて利用者の支援がおろそかになるの

ではないかと懸念された。 

〇 しかし、事業計画書及び再発防止策の記載やヒアリングにおいて、評価委

員会から指摘を受けた法人全体の改革として、理事について次期改選期に抜

本的改革を行うことが示された。 

〇 また、会計面で次の意見があった。 

・ 法人内部に経理に精通した職員をさらに育成し、会計面から適正な法人

運営をタイムリーにチェックできるよう努力してほしい。 

・ 内部監査を施設の管理監督者が行っており、実施方法に課題がある。 

(2) 利用者支援について 

〇 現場職員は、過去の様々な事案への反省を踏まえ、利用者の意思決定支援

の取組みを積極的に推進しようとしており、意識の変化や支援の改善につい

て高く評価できる。今後の共同会の利用者本位の支援の実現が期待できる。 

 〇 意思決定支援には施設内の多職種の職員や外部専門家が関与したチーム体

制を組んでおり、そうした中で職員の支援の質の変化も見られ、利用者との

意思疎通が図られてきている。 

 〇 個室・ユニット型の施設での支援方法について視察等を実施しており、利

用者一人ひとりのニーズにあわせた支援をさらに進めてもらいたい。 

〇 地域との連携した魅力ある施設づくりとして、地元自治会や社会福祉協議

会との具体的な取組みが紹介されていて、力を入れていると評価できる。 

〇 利用者本人の目線での取組みをさらに進めてほしい。 

〇 今後も利用者本人が楽しめるようなイベントや行事の企画・実施を進めて

ほしい。施設が、利用者本人が笑顔になれる場所になってほしい。 

 〇 現場職員が真面目に頑張っていることは評価でき、その点で施設の運営を

任せてもよいと思う。 
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５ 評価結果 

評価委員会において厳正な評価を行った結果、提案者の順位は次のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

６ 提案概要及び評価の内容 

 

提案者 社会福祉法人かながわ共同会 

 

(1) 提案の概要 

１ サービスの概要 

（１）指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針 

 ①組織による管理体制 

・ 法人の基本理念である「誠実と信頼」を旨とし、「人権に根ざした利用者

本位の考え方」に立って、「利用者と地域社会の繁栄に貢献する」。 

・ 評議員は、任期満了後の令和

れいわ

３年６月に、職・分野のバランスに配慮しな

がら選任する。 

・ 理事（８名中県OB４名）に関しては、任期満了後の令和

れいわ

３年６月に、県OB

の理事を少なくする方向で理事候補者の提案を行い、外部理事の意見を踏ま

え、適切に理事会を運営することにより、ガバナンスの強化を図る。 

 ・ 愛名やまゆり園の虐待認定や、津久井やまゆり園への随時モニタリングで

の指摘から、園長をトップとする行動制限判定会議を新設し身体拘束の軽

減・廃止に向けた取組みを開始した。 

・ 法人の基本理念を全職員が共有し、外部コンサルタントによる５Ｓ活動を

実践する。 

※５Ｓ活動とは、①整理、②整頓、③清掃、④清潔、⑤躾（しつけ）という

５つの要素を推進することで、作業の効率化や生産性の向上を可能とし、

組織を活性化させる活動。 

 ・ 利用者の権利擁護のための組織運営として、第三者の視点を取り入れなが

ら進めていくために、関係機関との関係性を構築することや、利用者本位の

考え方に立った支援を通して、支援全体の質の向上を目指す。 

・ 身体拘束・虐待防止基礎研修を実施する他、行動制限判定会議を新設す

る。 

・ 内部監査においては、監事が適宜同行することとし、身体拘束の軽減・廃

止及び虐待の防止を含めて支援の改善を図る。 

順位 団体名（所在地） 
大項目別点数 

合計点 サービス 
の向上 

経費の 
節減 

団体の業務
遂行能力 

１ 社会福祉法人かなが

わ共同会（秦野市） 
31 25 15 71 
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・ 令和

れいわ

２年８月に一部変更を行った「内部管理体制の基本方針」に従い適切

に内部管理を行う。 

・ 利用者支援を適切に行うため、新たに業務執行理事（支援改善担当）を設

置し、この業務執行理事を補佐し、個別支援計画、モニタリング、個人記録

等を確認・点検する業務を行うチームを編成する。 

・ 利用者が主体となって運営する利用者自治会の毎月開催や、利用者へのわ

かりやすい情報提供、利用者満足度調査実施等を引き続き行っていく他、新

たに職員満足度調査を行い、調査結果を踏まえた職場環境の改善や研修体制

の見直し等につなげる。 

・ 支援職員の労働環境の確保として、労務委員長との打合せ、社会保険労務

士への相談、顧問弁護士への相談、衛生委員会の運営、メンタルヘルス対

策、ハラスメント防止対策等を引き続き行う。 

・ 業務を一部委託する場合の選定への配慮として、給食業務については、利

用者にとって、楽しみの一つであることから、利用者も評価者として参加す

るプロポーザル方式による選考を実施し、清掃業務等は、高齢者の雇用の場

とするため、地元のシルバー人材センターへ委託し、自家用電気工作物保守

点検業務等の資格・免許や専門知識が必要な業務については、民間の専門業

者に業務を委託するとともに、診療所診療科医師については、近隣の病院・

診療所に診療を委託する。  

 

②外部によるチェック機能 

・ 第三者委員による支援全般の評価・チェックや、第三者委員とオンブズパ

ーソンの意見交換の場を設ける等、第三者委員とオンブズパーソンの更なる

活用を図る。 

・ 第三者委員、オンブズパーソン、外部コンサルタント等の第三者で構成す

る「芹が谷やまゆり園利用者支援評価委員会（仮称）」を設置、開催する。 

・ 内部及び外部によるチェック体系は、①業務全般、②会計・経理業務、③

支援業務、④身体拘束、⑤虐待防止、⑥苦情解決、⑦権利擁護について、

「内部及び外部によるチェック機能の体系図」として示している。 

・ 社会福祉協議会や養護学校などを委員として運営協議会を開催し、引き続

き、意見を聴取する。また、研修生・実習生へのアンケート、ボランティア

との懇話会、家族会との連携などを引き続き行う。 

・ 外部コンサルタントによる利用者の支援についてのコンサルテーションを

継続実施し、その結果を行動制限判定会議等の資料として活用していく。 

 

（２）施設の維持管理 

 ・ 防犯体制については、津久井やまゆり園事件後、強化を図ってきた体制を

継続するとともに、機械警備での防犯監視の一層の充実を図り、民間警備会

社の協力を仰ぎつつ、法人として24時間365日の防犯体制を築くことに尽力

する。 

 ・ 施設設備・物品等の維持管理に係る担当職員は、これまでの維持管理体制

をより明確化し、維持管理業務責任者及び維持管理業務担当者をそれぞれ配
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置する。 

 ・ 令和

れいわ

元年５月に「経理規程における契約事務運用に関する指針」を定め、

委託業務契約における契約事務の統一化、透明化をすすめてきた。業務委託

については、県内中小企業者、障害者雇用企業等を優先的に選定し、特に、

地元企業への業務委託により迅速な対応を可能にする。 

〇警備業務  …民間警備会社に業務を委託。各種センサーによる機械警

備での防犯監視、携帯通報端末による緊急時通報体制の

確保といった機械警備業務を併用し、防犯体制の強化を

図る。 

   〇保守点検業務…施設維持管理年間計画を策定し管理を行う。資格・免許

や専門知識が必要な業務については、民間の専門業者に

業務を委託。 

〇清掃業務  …専門業者へ委託。現場と業者の連携を密にしてトラブル

を防ぐ。 

〇洗濯業務  …地域の障がい者を直接雇用し、障害の特性等に応じて活

躍できるようなサポート体制を築く。 

 

（３）利用者促進のための取組、利用者への対応、利用料金 

 ・ 内部のみでなく外部の専門家や当事者を講師に招いた研修等を行い、共同

会の基本理念に立ち返り、利用者の権利擁護の徹底に取り組む。 

 ・ 身体拘束・虐待防止基礎研修の実施や、身体拘束の軽減・廃止と身体拘束

の三要件の遵守を徹底するための行動制限判定会議の設置・開催、グループ

モニタリング会議の充実強化、外部コンサルテーションの継続実施等を行

い、利用者目線の考え方に立った支援の実現を目指す。 

・ 相談支援事業所と連携を図り、専門職を交えたケーススタディの機会を 

用意し、利用者ごとにチーム支援体制を整えるなど、丁寧かつ適切な手段で

個々のニーズに応じた地域生活移行を実現する意思決定支援を行う。 

 ・ 短期入所事業の取組みを通して、虐待被害者等の受入れや、新施設に用意

される「交流ゾーン」を活用した地域の社会福祉協議会と連携したコミュニ

ティを作ったり、地域交流の場として活動できる場所（多目的ホール等）を

ニーズに応じて活用することで、開かれた施設作りに努める。また、災害等

による緊急時には、地域住民の方向けに「一時避難所」を設置する旨を行政

及び地元自治会と確認し、これまで積み重ねてきた取組みを更に充実させ社

会資源としての役割を担っていく。 

・ 定期的な研修の継続に加え、内部外部の専門職（多職種）が参加するケー

ス検討会議を開催する他、食事支援及び外出支援等に力を入れて支援内容の

充実を図り、利用者の意思を反映した個別支援計画を策定する。 

・ 行動制限判定会議の設置・開催の他、「利用者の身体拘束等行動制限取扱

要領」の更なる見直しを図る。 

・ グループモニタリング会議での「支援の振り返り」と「虐待防止委員会」

での組織全体の共有、人権アンケートからの課題抽出等による情報把握と、

課長会議での情報共有等、速やかな事実確認と不適切行為の早期発見に努
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め、組織全体で継続して取り組む。 

・ 法人直営事業として、グループホーム、生活介護事業所等のスケールメリ

ットを活用した職員育成を行い、新たに「地域生活移行」担当職員を配置

し、令和

れいわ

５年３月までに、一人ひとりの意思を尊重した地域生活移行システ

ムの構築を目指す。 

・ これまでの研修体制を検証し、法人全体の研修体系の見直し強化を図って

きた。今後は身体拘束の軽減・廃止等に向けた基礎研修の実施や、外部コン

サルタントによる研修の実施などにより、更なる法人全体の研修体系の見直

しと強化を図る。 

・ 指定管理者が交代する場合は、次期指定管理者の要望に基づき、交代前の

視察や園の使用、次期指定管理者職員の受け入れ等の協力を行う他、交代後

の当法人職員の派遣検討及び職員本人の意向確認を行う。 

・ 強度行動障害のある方への専門性を生かした在宅者支援の実施や、継続し

て実施する意思決定支援の取組内容の情報発信を通じた普及啓発を行う他、

法人直営事業を、法人の第五期中期計画に基づき計画的に運営し、各事業所

との連携強化を行い円滑な運営を行う。 

・ 引き続き機関紙の発行や、法人SNS等を活用した活動内容の情報発信を行

い、効果的なPR活動に取り組む。また、地元社会福祉協議会と連携した啓発

活動に努める。 

・ 手話言語条例への対応として、ろう者に対しサービスを提供するとき、ろ

う者を雇用する時の手話の使用への配慮や、主催フォーラム開催時の手話通

訳等に配慮する。 

・ 新施設開設後、拠点機能を活かして在宅の方々のニーズを掴み、今後の事

業展開について積極的に検討を進める。 

・ 利用料金については、神奈川県立の障害者支援施設に関する条例に定める

額を関係法令の規定に基づき適切に徴収する。 

・ より豊かな食生活を目指し、栄養ケアマネジメントを継続して実施すると

ともに、利用者のリクエストを反映する選択できる食事やバイキング形式の

食事提供を行うほか、ユニット型支援の特徴を生かし、ホットプレートや鍋

物など、より家庭的な食事支援など、利用者本位の食事支援を実施する。 

・ 一人ひとりのニーズに合わせた日中支援に対応した、時間帯の入浴支援を

実施。 

・ 診療所機能については、現行の配置水準を維持するとともに、感染症発生

の未然防止、まん延防止を図るため、職員及びご家族等に対する感染症に関

する知識の普及啓発、インフルエンザについては、予防接種等に取り組む。

また、短期入所、生活介護の利用者が安心して地域生活を送ることができる

よう、地域における支援機関（病院、在宅療養支援診療所、訪問看護ステー

ション、薬局、地域包括支援センター、市町村、保健所等）からの情報を活

かしながら在宅者支援に協力する。 

 

（４）事故防止等安全管理 

①日常時の安全管理 



 

38 

 

・ 利用者の日常支援において、併設診療所と連携し定期健康診断等による健

康状態の把握、疾病予防の検査に努め、日頃から地域にある協力医療機関と

連携を図り、容態急変時等においても、入院及び治療等に対応する。また、

法人内ネットワークシステムを通じて、随時、園内における情報の共有化を

図るとともに、毎朝の連絡会において、幹部職員が出席し、課題等が発生し

たときは、その場で迅速に対策等の検討に取り組む。 

・ 日々変化する障害者の生活機能にあわせ、安心・安全な生活環境を確保し

ながら自立した日常生活が営むことができるよう、常に利用者の立場に立っ

た環境整備に努め、各活動の危険に留意しながら事故防止（予防）に取り組

む。 

・ 寝たきりのきっかけとなる可能性のある転倒防止や、窒息事故の危険性が

ある利用者の食事について、利用者の健康状態をはじめとする利用者の変化

に気を配り、情報の共有を行う、また、利用者の緊急時等において、迅速か

つ的確な救命処置を実施できる体制を確保するため、「応急手当普及員」の

有資格者を配置する。 

・ また、救命法に関する知識を習得し、職員一人一人が適切な応急手当がで

きるよう、「応急手当普及員」による普通救命講習会を実施する。 

・ 職員の目が届かない時間帯、場所における事故の原因究明や事故の再発防

止のため、共有スペースへの見守りカメラの設置を検討する。 

・ 職員の安全を守る管理システムの構築として、労務委員長との打合せ、社

会保険労務士への相談、顧問弁護士への相談、衛生委員会の運営、メンタル

ヘルス対策、ハラスメント防止対策等を引き続き行う。また、不審者等の侵

入などに備え、防犯委員会を中心に防犯体制を推進し、防犯対策マニュアル

を策定するとともに、地元警察署及び警備会社と連携を図りながら防犯シス

テムを構築する。地域とも情報交換をこまめに行い、地域ぐるみの防犯活動

に取り組む。 

・ 「リスクマネジメント委員会」を設置し、利用者支援、事故防止・予防、

事故発生時の対応、そして、人権尊重の立場に立ったサービスの質の向上に

向けてシステムの構築を図り、事故報告をデータ化し法人内ネットワークシ

ステムで情報共有する。 

・ 各種感染症マニュアルに基づき、感染症の蔓延を防止する他、保健所等と

連携し地域における感染症の情報を随時確認し、職員またはその家族に至る

まで感染症対策を講じ、外部からの感染症の進入を防止する。また、日頃か

ら人材確保や感染者発生時の対応等に係る留意事項について整理し、防護服

等の感染対策用品を備える。 

②緊急時の対応 

・ 事故防止のためのマニュアルを整備し、職員へ周知徹底を図る。万一事故

が発生した場合、幹部職員、関係機関、ご家族に対して迅速な情報伝達を行

うなど、ガバナンスの徹底、初期対応と詳細調査、再発防止策の策定と実施

を図る。 

・  ガバナンスの徹底については、法人の第５期中期計画において、次の５つ

の施策を策定 

<1> 法人運営の透明性の確保（外部理事の登用） 
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<2> 監事との連携強化（内部監査結果の報告、意見交換の場の設営） 

<3> 公正・透明な職場づくり（理事長あて直接、情報提供等の仕組み） 

<4> 犯罪に係る事故・不祥事防止研修（弁護士等を講師とする研修） 

<5> 職員就業規則の改正（事故・不祥事に厳正に対処するための改正） 

・ 防災委員会や、法人危機管理委員会を設置し、防災計画の策定、防災意識

の普及・啓発など災害に対する備えの充実強化を行う。また、災害から利用

者を守るため、防災委員会を中心に大震災を想定した防災訓練の実施や、防

災マニュアル等の見直しを進める。 

・ 犯罪等に対する対策として、地元警察署及び民間警備会社との連携、防犯

カメラ等機械警備、「防犯委員会」の設置、法人危機管理委員会の設置と連

携、防犯訓練、防犯研修の実施により、不審者侵入等の不測の事態に備え

る。風水害に対する対策としては、ハザードマップの確認や、ライフライン

が途絶された場合を想定し、非常用備蓄等の対策を強化する。また、大規模

災害発生時には園内に「対策本部」を設置し、法人事務局及び他園と連携

し、事業継続計画（BCP）に基づいた災害対策システムの構築を図る。 

 

（５）地域と連携した魅力ある施設づくり 

①地域の拠点施設としての考え方 

・ 災害時において近隣住民の避難場所として「一時避難所」の開設及び備蓄

品の提供など、地域の拠点としての役割を担えるよう地元自治会と協議する

他、新施設に用意される「交流ゾーン」を活用した地域の社会福祉協議会と

連携したコミュニティ作りなど、福祉ニーズに対応していくための取組みを

進める。 

・ 見学及び体験の経験拡大を図る取組み及び外部事業所及びグループホーム

との連携強化を進め、新たに「地域生活移行担当」職員を配置し、他法人の

情報収集等にも取り組み、令和

れいわ

５年３月までに一人ひとりの意思を尊重した

地域生活移行システムの構築を目指す。 

・ 在宅障がい児等の個別のニーズに応えられる短期入所事業・生活介護（通

所）、相談事業を実施するとともに、在宅者向けの余暇活動支援を実施す

る。 

②地域貢献 

・ 新施設に用意される「交流ゾーン」を活用した地域交流の実現と、これま

で運営の中で取り組んできた清掃活動（美化デー）が再開できるよう小中学

校に働きかけ、定期的な交流を進める。また、応急手当普及員有資格者によ

る普通救命講習会（すこやかサービス）を広くＰＲし継続実施する他、地元

小中学校との交流を進める。 

・ 地元自治会との交流や、地元社会福祉協議会との連携、新施設に用意され

る「多目的ホール」を活用した近隣事業所及び地元住民との交流、ボランテ

ィアの養成・支援、研修生・実習生の受入等、地域へ貢献する。 

・ 地元企業への業務委託等について、洗濯業務の継続に加え、清掃や事務補

助等幅広い業務において、福祉的就労での体験の受入れ先としての体制を作

っていく。また、地元企業への業務委託を優先することで地域経済への貢献
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及び迅速かつきめ細かいサービスの実現を図る。 

 

２ 管理経費の節減 

  ・提案額（総額） 489,113千円  （県の積算額 489,113千円） 

 

３ 団体の業務遂行能力 

（１）人的な能力、執行体制 

①執行体制 

 ・ 職員の採用は法人事務局に人事課を設置し、各園総務課と連携しながら行

う。 

 ・ 芹が谷やまゆりの職員配置 

区 分  常勤職員  非常勤職員 

管理者     １       

事務員     ２      ２ 

栄養士     １  

看護師     ２      １ 

生活支援員    ７０      ６ 

小計（常勤換算）    ７６   ６．７５ 

合 計          ８２．７５ 

 ※生活支援員数は、サービス管理責任者等を含む。 

 ・ 正規職員の募集時期について、４月限定だったが令和

れいわ

２年度から10月にも

採用するよう見直した。令和

れいわ

３年度からは、四半期ごとに採用することと

し、臨時的任用職員等の採用も強化する。 

 ・ 他の社会福祉法人からの派遣受入れのための協定等について検討を進める

とともに、神奈川県退職者キャリアバンクの活用を行う。 

 ・ 職員はフロア単位で配置し、意思決定支援担当、強度行動障害事業担当、

心理担当職員、ケースワーカー等を配置し、利用者の意思を尊重した支援を

行えるようにする。 

・ 風通しの良い組織体制を構築するために、理事長の現場訪問による職員と

のコミュニケーションの推進、理事長等へ直接情報提供等を行える仕組みの

構築、理事長のリモートによる職員会議等への参加機会を増やす。 

 ・ 職員の採用にあたり、受験者が１日支援現場に入る実務試験を行い、利用

者との関係性を観察、評価する。また、特定処遇改善加算の算定や経験者優

遇を募集案内に記載することにより、資格や経験を有する専門人材の確保に

努める。 

 ・ 職員の労働環境については、衛生委員会の設置や、労務委員会の毎月開

催、社会保険労務士と弁護士への相談委託を行っていく。 

②人材育成の考え方 

・ 利用者の人権侵害防止及び意思決定支援をテーマとした研修、訓話を繰り

返し伝達するとともに、外部専門家を講師とした障害者支援にかかる研修等

を行い、利用者の権利擁護の徹底に取り組む。 
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・ 身体拘束・虐待防止基礎研修においては、研修の受講あるいは、学習の効

果測定を実施する。  

 ・ 現場の研修ニーズに合わせて介護技術や支援中の怪我や事故防止等の研修

を随時実施したり、ストレスチェックを定期健康診断時に実施し、職員のセ

ルフケアに活用するとともに、衛生委員会で産業医と確認する。その他、ハ

ラスメント防止のための研修や、メンタルヘルスのラインケア研修等を実施

する。 

 ・ 研修体系により、階層別及びテーマ・職種等別に、採用時から一貫した研

修を実施する。 

 ・ 外部研修開催案内等を周知し参加希望に柔軟に対応するとともに、他法

人・他施設への職員派遣や研修及び見学を実施する。 

 ・ 在職中の社会福祉士等の資格取得にあたって、業務に支障のない範囲でス

クーリング等にかかる日数を職専免とし、資格取得時にほう賞金を支給して

いる。また、社会福祉協議会等が主催する海外福祉施設等視察研修に職員を

派遣したり、職員の自主的な研究活動に助成金を支給し、研修内容を法人内

職員にフィードバックしている。 

 ・ 法人主催研修の一部を、関係者又は一般向けに公開したり、支援者養成研

修等に職員を派遣している。また、インターンシップ就業体験の実施、研修

生や実習生を引き続き積極的に受け入れていくなど、民間施設のバックアッ

プとなる取組みを実施する。 

 

（２）財務状況 

 ・ 会計事務所に経理支援業務を委託し、２カ月に１回公認会計士等が仕訳や

証憑等の検証を実施している。また、四半期に１度、内部監査を実施し、内

部統制の強化と業務の効率の向上を図っていく。 

 ・ 財政状況については、決算書等により示している。なお、借入金はない。 

 

（３）コンプライアンス、社会貢献 

・ 障害者虐待防止法等の法令遵守を徹底するために、身体拘束・虐待防止基

礎研修を実施している。また、「身体拘束等行動制限取扱要領」を見直し、

身体拘束軽減のため記録をチェックする職員等を配置。 

・ 指定管理者制度に係る関係法令等遵守を徹底するために、法人の基本理念

及び職員の行動指針による明示や、職員就業規則による規定を設け、関係法

令等についての理解を深めるための研修を実施。 

・ 環境への配慮として、ごみの減量・リサイクルや、タブレット端末の導入

の推進による紙資源の節約、昼間の消灯の徹底や冷暖房の節約により、省エ

ネルギー・省資源に努めている。 

・ 障害者雇用の促進については、法定雇用率2.2％に対し、実雇用率2.8％と

なっている。洗濯業務については障害者雇用を積極的に行うとともに、就労

移行支援事業所との連携を推進する。また、備品等の購入の際は、障がい者

を雇用している企業、障害福祉サービス事業所及び在宅就業支援団体等へ優

先的に発注していく。 

・ 県が行う「ともに生きる社会かながわ憲章」の普及啓発事業について、行
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事に利用者とともに参加していく。 

・ 手話言語条例への対応として、ろう者に対しサービスを提供するとき、ろ

う者を雇用する時の手話の使用への配慮や、主催フォーラム開催時の手話通

訳等に配慮する。 

・ 自治会や社会福祉協議会、近隣小中学校や養護学校の評議員等を担うな

ど、引き続き、地域の一員として積極的に交流し地域貢献に努める。 

・ SDGｓへの取組みとしては、地域貢献や、利用者支援事業を通して４つの

目標に取り組む。 

 

（４）事故・不祥事への対応、個人情報保護 

・ 事故が生じた際は、外部へ公表すべき事実関係や、原因分析、対応方針、

再発防止や関係者の処分、被害者・関係者に対する謝罪等、法人として誠実

に対応する。 

・ 長時間の居室施錠等の「虐待の疑いが濃厚」な身体拘束は、決してあって

はならないものであると認識しており、指摘を真摯に受け止め、次の３つの

取組みを通して、身体拘束の軽減・廃止を図る。 

…身体拘束・虐待防止基礎研修の実施 

  …行動制限判定会議の開催（毎月１回） 

  …「芹が谷やまゆり園利用者支援評価委員会（仮称）」の設置 

・ 個人情報については、法令を遵守し、適正な個人情報の取扱いについて職

員に周知徹底を図り、個人情報への不正なアクセス、紛失、改ざん、漏洩な

どの防止に努め、個人情報は「利用目的等」に沿った正当な目的に限って使

用する。 

 

（５）これまでの実績 

・ 不祥事や虐待認定、随時モニタリングでの指摘を真摯に受け止め、社会的

な信頼回復に向けて、随時モニタリングでの指摘の事実確認と原因究明を行

い、これを基に再発防止策を取りまとめ、主な施策にはロードマップを付し

て、事業計画書に位置付けた。 

・ 県障害サービス課から随時モニタリングや依頼があった際は全面的に協力

し、施設の運営状況や利用者支援の状況等を情報提供する。 
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 (2) 評価委員会の採点結果 

大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員による 
仮採点結果 

委員会と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

組織による管理体制 

・ 専門性に裏付けられた組織
体制の構築が図られているか 

・ 法人内での虐待事案や不祥
事、利用者支援の指摘を踏ま
えた組織構造の変革が図られ
ているか 

・ 利用者の権利擁護を最重要
課題とする組織運営が図られ
ているか 

・ 運営方針に則った、明確な
管理体制や現実的かつ実効性
のある内部統制の仕組みの構
築が図られているか 

・ 組織として、虐待等が重大
な人権侵害であることを認識
し、自らの支援を常に見直
し、検証していく体制の構築
が図られているか 

・ 利用者・利用者家族・支援
職員の意見が組織運営に反映
される体制の構築が図られて
いるか 

・ 利用者を直接支援する現場
の支援職員の労働環境が適法
に維持される体制の構築が図
られているか 

・ 必要に応じ、定款の変更な
どに着手することを認識して
いるか 

・ 指定管理業務全般を通じ
て、団体等の総合的な運営方
針、考え方があるか 

・ 業務の一部を委託する場合
に業務の選定に当たっての配
慮がされているか 

15 12 ９ ３ ３ 15 12 ９ 

外部によるチェック機
能 

・ 意思決定機関から完全に独
立した第三者による監視機能
体制（第三者委員会等）の構
築等、外部によるチェック機
能を活用し、専門的な視点か
ら支援を振り返り検証するこ
とにより、サービスの質の向
上が図られているか 

・ 第三者委員、オンブズパー
ソン等が有効に機能するた
め、適切な要綱が策定される
などの対応が図られているか 

・ 内部及び外部によるチェッ
ク機能の体系図が明らかにな
るよう図られているか 

・ 地域の方やボランティアな
ど広く様々な立場の第三者の
視点を取り入れ、その評価や
意見を活かす仕組みの構築が
図られているか 



 

44 

 

大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員による 
仮採点結果 

委員会と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

施設設備及び物品の維
持管理能力 

・ 利用者の安全を守る施設を
維持する体制の構築が図られ
ているか 

・ 警備業務、保守点検業務、
受付業務、清掃業務などにつ
いて、責任の所在が明確な実
施方針が定められているか 

５ ５ ４ ２ ３ ３ ４ ４ 

利用者支援の具体的な
改善 

・ 利用者の人権侵害を防止す
る制度が構築され、現に実施
されているか 

・ 入所施設は地域生活のひと
つの資源としての役割、使命
があることを表明しているか 

・ 利用者の意思決定を支援す
る制度が用意され、利用者の
意思を尊重した支援を施設や
関係者で考え、利用者の意思
を反映した個別支援計画が策
定され、実施されているか 

・ 虐待ゼロや身体拘束によら
ない支援の実現が図られてい
るか 

・ 虐待の疑いのある事案への
適切な対応が図られているか 

・ 地域生活移行を常に意識し
た職員育成、支援の意義及び
知識の理解への組織的な促進
が図られているか 

・ 適切な組織内研修が実施さ
れ、技術の蓄積や質の向上を
目指す体制の構築が図られて
いるか 

・ 指定期間の終了又は指定の
取消しにより、指定管理者が
交代となった場合に、利用者
支援業務を次期指定管理者に
円滑に引き継ぐための方法が
示されているか 

・ より多くの利用を得るため
の事業の実施方針があり、そ
れを踏まえた事業内容か 

・ より多くの利用を得るため
の広報・ＰＲ活動等を実施し
ているか 

・ 施設の特性に応じて、手話
言語条例に対応しているか 

・ 施設の特性をより効果的に
活かすための自主事業はある
か 

・ 利用料金の設定、減免の考
え方はあるか 

20 20 16 ８ ８ 16 16 12 
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大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員による 
仮採点結果 

委員会と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

Ⅰ
 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

日常時の安全管理 

・ 日常支援における利用者の
安全確保と事故防止のための
仕組みの構築が図られている
か 

・ 職員の安全を守る管理シス
テムの構築が図られているか 

・ 日常的なリスクマネジメン
トが図られているか 

・ ウイルス等感染症拡大防止
に取り組んでいるか 

５ ４ ２ １ ３ ２ ４ ２ 

緊急時の対応 

・ 事故・不祥事等発生時の対

応が事前に明確になっている

か 

・ 災害発生時の対応が事前に

明確になっているか 
・ 安全管理の妨げとなりうる
事案を認知した際の対応方針
が定められているか 

地域の拠点施設として
の考え方 

・ 地域のコミュニティや福祉

ニーズ、防災等に対応できる

拠点として施設運営が図られ

ているか 
・ 利用者の意思に即した地域
生活移行システムの構築が図
られているか 

５ ５ ４ ３ ５ ３ ５ ４ 

地域貢献 

・ 地域の人々が施設を利活用

できるなど、地域交流の方針

が明確であり、地域交流が積

極的に図られているか 

・ ボランティアや研修、施設

見学等の受入れが積極的に行

われ、事業への活用が図られ

ているか 
・ 地元企業への業務委託等に
よる迅速かつきめ細かいサー
ビスの提供が図られているか 

Ⅱ
 

管
理
経
費
の
節
減 

 
 
「提案額」と「積算価格から20％節減した額」 

のうち、高い金額 

提案額(積算価格から20％以上節減している 

場合は、積算価格から20％節減した額) 

注１ 「提案額」、「積算価格」は、指定期間内の総額とする。 

注２ 評価点は小数点以下切捨てとする。 

25 25 25 25 25 25 25 25 

25点× 



 

46 

 

大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員による 
仮採点結果 

委員会と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

Ⅲ
 

団
体
の
業
務
遂
行
能
力 

執行体制 

・ 利用者ニーズや意思を尊重
した適正な支援水準を確保す
るための職員配置、人材確保
が図られているか 

・ 利用者視点の職員採用や職
員選考が図られているか 

・ 専門性を有する人材の確保
のための選考基準の策定が図
られているか 

・ サービス管理責任者、指導
的立場にある職員を適切に配
置する視点があるか 

・ 適切な労働環境の確保が図
られているか 

・ 業務の一部を委託する場合
の管理・指導体制の構築が図
られているか 

10 ８ ８ ２ ４ ８ ８ ６ 

人材育成の 
考え方 

・ 人材育成の理念に職員ケア
の視点が含まれており、その
理念が研修の目的等に明示さ
れているか 

・ 職員のための研修システム
の構築が図られているか 

・ 外部研修への参加の機会の
保障が図られているか 

・ 資格取得や研修等への参加
のための時間的、経済的配慮
が図られているか 

・ 地域の民間施設のバックア
ップ及び人材育成アプローチ
が積極的に図られているか 

財務状況 

・ 財務会計に関する内部統制
があるか 

・ 基本財産及び運用財産の管
理状況が適切か 

・ 借入金の目的、規模、内容
及び償還計画の状況が適切か 
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大
項
目 

小項目 評価の視点 
配
点 

各委員による 
仮採点結果 

委員会と 
しての 
評価点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

団
体
の
業
務
遂
行
能
力 

コンプライアンス 

・ 障害者虐待防止法等の法令
遵守の観点が徹底されてお
り、運営方針にも明確にされ
ているか 

・ 指定管理者制度に係る関係
法令等遵守の観点が徹底され
ており、運営方針にも明確に
されているか 

・ 指定管理業務を行う際の環
境への配慮がされているか 

・ 法定雇用率の達成状況等、
障がい者雇用促進の考え方と
実績があるか 

・ 障害者差別解消法に基づく
合理的配慮など、「ともに生
きる社会かながわ憲章」の趣
旨を踏まえた取組についての
考え方があるか 

・ 団体の状況に応じて、手話
言語条例へ対応しているか 

・ 社会貢献活動等ＣＳＲの考
え方と実績、ＳＤＧｓ（持続
可能な開発目標）への取組は
あるか 

15 15 ９ ３ ３ 12 12 ９ 

不祥事に対する説明責任
（外部への情報発信） 

・ 事故や不祥事が発生した場
合の迅速な報告と公表の基準
が定められ、遵守が図られて
いるか 

・ 申請開始の日から起算して
過去３年間の重大な事故又は
不祥事の有無並びに事故等が
あった場合の対応状況及び再
発防止策はあるか 

・ 個人情報の保護が徹底され
ているか 

これまでの 
管理運営状況等 

・ 県立障害者支援施設の社会
的な信頼回復のため、具体的
な取組の実施が図られている
か 

・ これまでの管理上の問題点
や課題についての検証が図ら
れているか 

・ 県による検証作業に全面的
な協力が図られているか 

・ 指定管理施設と類似の業務
を行う施設等での管理実績の
状況は良好か 

・ 県又は他の自治体における
指定取消しはないか 

 合 計 100      71 
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(3) 評価講評             

 

 

ガバナンスのあり方については、事業計画書等に様々な取組みが記載されてい

るが、次のような点が懸念された。 

・ 現場職員が意思決定支援など利用者支援に関して前向きであるなど、意

識に変化の兆しが見られるのに比べ、運営者のプレゼンテーションからは

同程度の説明がなく、法人理念に沿った利用者本位の取組みに対する意欲

が不明であった。このことから、ガバナンス・法人運営の点においては、

全般的に改善が必要と認められた。 

・ 風通しの良い職場環境の構築に向けた取組みに具体性が不足していた。 

・ 評議員等から出されているガバナンスの改善に対する意見が、運営に十

分に反映されていなかった。 

・ 利用者の権利擁護の視点からの取組みが具体的に示されていなかった。 

しかし、評価委員会から指摘を受けた法人全体の改革として、理事について次

期改選期に抜本的改革を行うことが示された。 

 

利用者支援の改善については、次のような点で評価できる。 

・ 利用者の意思決定支援の取組みを通じて、職員が支援の改善に向けて努

力し、行動障がいの軽減や本人の可能性を最大限引き出す支援を実践する

意識が生まれている。 

・ 個室・ユニット型の施設での支援方法について視察等を実施しており、

利用者一人ひとりのニーズにあわせた支援に取り組んでいる。 

・ 積極的に地域との交流活動を行っている。 

今後も利用者本位の障がい者支援の実現に向け、法人が現場職員を支え、ま

た、利用者本人の意見を直接反映した取組みを推進することを期待したい。 

 

以上、当評価委員会として厳正な審査を行った結果、評価委員会から指摘を受

けた法人全体の改革として、理事について次期改選期に抜本的改革を行うことが

かながわ共同会から示されたこと、利用者支援については様々な改善点や評価点

が見られたことから、かながわ共同会は指定管理者候補としての水準を満たすも

のと判断した。 
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７ 議事概要（主要論点）       

 主要な論点となった(1)ガバナンスのあり方及び(2)利用者支援について、各委

員から出された意見は次のとおり。 

(1) ガバナンスのあり方について 

〇 事業計画書等にはガバナンスの見直しに取り組む様々な記載があった。 

〇 現場職員が意思決定支援など利用者支援に関して前向きであるなど、意識

に変化の兆しが見られるのに比べ、運営者のプレゼンテーションからは同程

度の説明がなく、法人理念に沿った利用者本位の取組みに対する意欲が不明

であった。このことから、ガバナンス・法人運営の点においては、全般的に

改善が必要と認められた。 

〇 ヒアリングでは、支援を実施する現場職員の意見を尊重する観点など、風

通しの良い職場環境の構築に向けた取組みに具体性が不足していた。 

〇 理事会や評議員会で出された法人運営に関する意見に対して、具体的にど

う運営に反映しているのか、はっきりとした回答がなかった。 

〇 組織全体として、これまで発生した虐待や権利侵害行為への反省が見受け

られず、虐待発覚時の対応、内部通報者の保護を含めた虐待防止の意識が十

分とは認められなかった。法人が職員を守ることなどの視点が不足してい

る。 

〇 委員会の数が多く、職員の負担が増えて利用者の支援がおろそかになるの

ではないかと懸念された。 

〇 しかし、事業計画書及び再発防止策の記載やヒアリングにおいて、評価委

員会から指摘を受けた法人全体の改革として、理事について次期改選期に抜

本的改革を行うことが示された。 

〇 また、会計面で次の意見があった。 

・ 法人内部に経理に精通した職員をさらに育成し、会計面から適正な法人

運営をタイムリーにチェックできるよう努力してほしい。 

・ 内部監査を施設の管理監督者が行っており、実施方法に課題がある。 

(2) 利用者支援について 

〇 現場職員は、過去の様々な事案への反省を踏まえ、利用者の意思決定支援

の取組みを積極的に推進しようとしており、意識の変化や支援の改善につい

て高く評価できる。今後の共同会の利用者本位の支援の実現が期待できる。 

 〇 意思決定支援には施設内の多職種の職員や外部専門家が関与したチーム体

制を組んでおり、そうした中で職員の支援の質の変化も見られ、利用者との

意思疎通が図られてきている。 

 〇 個室・ユニット型の施設での支援方法について視察等を実施しており、利

用者一人ひとりのニーズにあわせた支援をさらに進めてもらいたい。 

〇 地域との連携した魅力ある施設づくりとして、地元自治会や社会福祉協議

会との具体的な取組みが紹介されていて、力を入れていると評価できる。 

〇 利用者本人の目線での取組みをさらに進めてほしい。 

〇 今後も利用者本人が楽しめるようなイベントや行事の企画・実施を進めて

ほしい。施設が、利用者本人が笑顔になれる場所になってほしい。 

 〇 現場職員が真面目に頑張っていることは評価でき、その点で施設の運営を

任せてもよいと思う。 



 

 


