
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（県立
けんりつ

施設
し せ つ

を含
ふく

む）の必要性
ひつようせい

を含
ふく

めたあり方
かた

をどう考
かんが

えるか 

【我
わ

が国
く に

の公的
こうてき

な居住
きょじゅう

支援
し え ん

の方向性
ほうこうせい

】 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

の住
す

まいをめぐる諸施策
し ょ し さ く

に関
かん

しては、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

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によつて分
わ

け隔
へだ

てられることなく、

相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

する」ため、実施
じ っ し

する国
く に

や自治体
じ ち た い

等
と う

の関係
かんけい

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

原則
げんそく

を定
さだ

めており（第
だい

1

条
じょう

関係
かんけい

）、その施策
し さ く

は、「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」（第
だい

３条
じょう

関係
かんけい

）こと等
と う

を旨
むね

として図
はか

られることとされている。これは、長年
ながねん

の当事者
と う じ し ゃ

運動
うんどう

の成果
せ い か

等
と う

によ

り、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

が実体化
じ っ た い か

されてきたものである 

・ このため、今日
こんにち

、障
しょう

がい者
しゃ

の居住
きょじゅう

の場
ば

は、旧来
きゅうらい

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

（障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

）やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

だけではなく、一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

において、

重度
じゅうど

の障
しょう

がいがあっても地域
ち い き

で生活
せいかつ

することが当
あ

たり前
まえ

であることが、障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の計画
けいかく

目標
もくひょう

の射程
しゃてい

に入
はい

っていると言
い

え、とりわ

け、地域
ち い き

との関
かか

わりが希薄
き は く

になりやすい障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

については、国
く に

が定
さだ

める障害
しょうがい

福祉
ふ く し

基本
き ほ ん

計画
けいかく

において、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
と う

の地域
ち い き

の受
う

け皿
ざら

を整備
せ い び

しながら、段階的
だんかいてき

・計画的
けいかくてき

にその入所者数
にゅうしょしゃすう

を減少
げんしょう

させていく方針
ほうしん

としている 

・ このような我
わ

が国
く に

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の大
おお

きな方向
ほうこう

を踏
ふ

まえると、各自治体
か く じ ち た い

は、今後
こ ん ご

新
あら

たに障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

を整備
せ い び

することを障
しょう

がい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むことは 考
かんが

えにくく、したがって、現在
げんざい

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

は、入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

や高齢化
こ う れ い か

に伴
ともな

う介護
か い ご

施設
し せ つ

や

病院
びょういん

へ移行
い こ う

等
と う

に伴
ともな

って、その入所者数
にゅうしょしゃすう

は漸減
ざんげん

していくことが予想
よ そ う

される 

・ 実際
じっさい

、各自治体
か く じ ち た い

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

計画
けいかく

の下
もと

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の受
う

け皿
ざら

としてのグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
と う

の整備
せ い び

が進
すす

められ、各地
か く ち

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

は、入所者数
にゅうしょしゃすう

が減少
げんしょう

傾向
けいこう

にあり、神奈川県
か な が わ け ん

においては、平成
へいせい

２２年度
ね ん ど

において、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の利用者数
り よ う し ゃ す う

が障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の

入所者数
にゅうしょしゃすう

を逆転
ぎゃくてん

している 

                                【平成
へいせい

２２年度
ね ん ど

】（実績
じっせき

）       【令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

】（実績
じっせき

）       【令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

】（計画
けいかく

） 

     〇 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

（全国
ぜんこく

）   １４０,５１２人
にん

（２,５８７か所
し ょ

）    １２８,４４２人
にん

（２,５６１か所
し ょ

）    １２０,７６３人
にん

（ － か所
し ょ

） 

         ＜うち神奈川県
か な が わ け ん

＞             ３,９１５人
にん

（   ８６か所
し ょ

）      ４,８０３人
にん

（  ９６か所
し ょ

）        （検討中
けんとうちゅう

） 

     〇 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

入居者数
にゅうきょしゃすう

（全国
ぜんこく

）     ５１,１００人
にん

（６,１６７か所
し ょ

）    １２３,１１８人
にん

（８,６４３か所
し ょ

）    １５２,９８５人
にん

（ － か所
し ょ

） 

         ＜うち神奈川県
か な が わ け ん

＞             ５,１３６人
にん

（  ３６２か所
し ょ

）       ９,４４２人
にん

（ ６５４か所
し ょ

）        （検討中
けんとうちゅう

） 

１ 

資料
しりょう

２－３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

の議論
ぎ ろ ん

の視点
し て ん

】 

・ 一方
いっぽう

で、「親
おや

なき後」の恒久的
こうきゅうてき

な居住
きょじゅう

の場
ば

として、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に安心感
あんしんかん

を持
も

つ親
おや

もおり、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

( H
へいせい

２

２）での議論
ぎ ろ ん

のように、当事者
と う じ し ゃ

と意見
い け ん

がぶつかる場面
ば め ん

もあった 

〇 本当
ほんとう

に、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
と う

で看取
み と

りまで対応
たいおう

できるのか 

〇 行動
こうどう

に課題
か だ い

のある人
ひと

や医療的
いりょうてき

なケア
け あ

が必要
ひつよう

な人
ひと

など、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の重厚
じゅうこう

な設備
せ つ び

や職員
しょくいん

配置
は い ち

でなければ対応
たいおう

が困難
こんなん

なのではないか 

〇 「施設
し せ つ

解体
かいたい

」と唱
とな

えたところで、高齢
こうれい

の障
しょう

がい者
しゃ

など、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

できない人
ひと

、できたとしても戻
もど

ってくる人
ひと

がいるではないか 

 とする意見
い け ん

は根強
ね づ よ

く存在
そんざい

する 

・ 今日
こんにち

、高齢化
こ う れ い か

や重度化
じ ゅ う ど か

、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の必要
ひつよう

な障
しょう

がい者
しゃ

の増加
ぞ う か

など、障
しょう

がい福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く新
あら

たな課題
か だ い

も生
しょう

じており、こうした課題
か だ い

を踏
ふ

まえ、その願
ねが

いや希望
き ぼ う

に応
おう

じて、障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

が地域
ち い き

で当
あ

たり前
まえ

に生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

な支援
し え ん

をどう組
く

み立
た

てていくのか、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は

その役割
やくわり

を担
にな

うことができるのか、あるいは、その役割
やくわり

を担
にな

うべきなのか、具体的
ぐ た い て き

に考
かんが

えていく必要
ひつよう

がある  

・ また、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の成
な

り立
た

ちとして、戦後間
せ ん ご ま

もない時期
じ き

、地域
ち い き

に障
しょう

がい福祉
ふ く し

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

が殆
ほとん

どなかったときに、在宅
ざいたく

の障
しょう

がい児
じ

・

者
しゃ

を受
う

け止
と

めてきたのが、先駆的
せ ん く て き

な実践家
じ っ せ ん か

らによる障害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

であったという歴史
れ き し

も踏
ふ

まえておくことが重要
じゅうよう

である 

・ その上
うえ

で、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の２０年後
ね ん ご

の姿
すがた

を展望
てんぼう

するに際
さい

しては、 

  ① 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

でしか担
にな

えない役割
やくわり

は本当
ほんとう

にないのか（入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を解
かい

消
しょう

して不都合
ふ つ ご う

はないか）【施設
し せ つ

機能
き の う

の代替
だいたい

可能性
かの うせい

】 

  ② 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の「待機者
た い き し ゃ

」にみられる新
あら

たな入所
にゅうしょ

需要
じゅよう

をどう考
かんが

えるのか【ニーズ
に ー ず

の緊急性
きんきゅうせい

】 

  ③ 現在
げんざい

の入所者
にゅうしょしゃ

の生活
せいかつ

の質
しつ

をどう確保
か く ほ

していくのか【現入所者
げんにゅうしょしゃ

の保護
ほ ご

】 

 といった論点
ろんてん

について、十分
じゅうぶん

に検討
けんとう

した上
うえ

で、「２０年後
ね ん ご

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

はどうなっているか」について考
かんが

えていく必要
ひつよう

があるのではないか 

【検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

】 

〇 障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

の施設
し せ つ

での暮
く

らし、地域
ち い き

での暮
く

らしに関
かん

する考
かんが

えは、立場
た ち ば

によっても異
こと

なり、さまざまな意見
い け ん

があるが、地域
ち い き

で障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

していきいきと生活
せいかつ

できるための条件
じょうけん

が整
ととの

い、家族
か ぞ く

だけに過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

が課
か

せられることがなければ、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

に基
もと

づき、地域
ち い き

における本人
ほんにん

中心
ちゅうしん

の当
あ

たり前
まえ

の暮
く

らしを可能
か の う

とすべき 

〇 障害者支援施設は、構造的
こうぞうてき

に、２４時間
じ か ん

完結型
かんけつがた

で管理的
か ん り て き

な運営
うんえい

に陥
おちい

りやすい上
うえ

、入所者
にゅうしょしゃ

が地域
ち い き

と関
かか

わる機会
き か い

に乏
とぼ

しいという課題
か だ い

があ

ることから、当事者
と う じ し ゃ

ができる限り
かぎ り

地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるように、今後
こ ん ご

、神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

で、必要
ひつよう

な支援
し え ん

の組
く

み立
た

てを議論
ぎ ろ ん

した上
うえ

で見直
み な お

し、２０年後
ね ん ご

には、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の役割
やくわり

の転換
てんかん

が図られる
はか       

ことを目指
め ざ

すこととしてはどうか ２ 



 

 

区
く

       分
ぶん

 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

） これまで県立
けんりつ

施設
し せ つ

固有
こ ゆ う

とされてきた点
てん

 

① 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

でしか担
にな

えない役割
やくわり

は本当
ほんとう

にな

いのか（入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を解
かい

消
しょう

して不都合
ふ つ ご う

はないか） 

【施設
し せ つ

機能
き の う

の代替
だいたい

可能性
か の う せ い

】 

  

②  入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の「待機者
た い き し ゃ

」にみられる新
あら

たな

入所
にゅうしょ

需要
じ ゅよう

をどう考
かんが

えるのか 

【ニーズ
に ー ず

の緊急性
きんきゅうせい

】 

  

③ 現在
げんざい

の入所者
にゅうしょしゃ

の生活
せいかつ

の質
しつ

をどう確保
か く ほ

して

いくのか 

【現入所者
げんにゅうしょしゃ

の保護
ほ ご

】 

  

  

（参考
さんこう

資料
し り ょ う

１） 障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

（入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

）の将来
しょうらい

を展望
てんぼう

する際
さい

の論点
ろんてん

 

・ 緊急
きんきゅう

時
じ

には、医療
い り ょ う

職
しょく

も含
ふ く

めて、常時一
じ ょ う じい っ

定数
ていすう

の人員
じんいん

が配

置されている入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は頼
たよ

りやすいこと（入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業
じ ぎ ょ う

を併設
へいせつ

することが容易
よ う い

） 

・ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の設置
せ っ ち

主体
しゅたい

は、民間
みんかん

の場合
ば あ い

は原則
げんそく

として社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

に限
かぎ

られ、経営
けいえい

基盤
き ば ん

も強固
き ょ う こ

であることから、

地域
ち い き

へのサービス
さ ー び す

展開
てんかい

に安心感
あんしんかん

があること（２４時間
じ か ん

の

対応
たいおう

が可能
か の う

） 

・ 地域
ち い き

において居住
きょじゅう

支援
し え ん

や訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

が十分
じゅうぶん

に

整備されていない場合
ば あ い

、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に頼
たよ

らざるを得
え

ない

こと 

・ 長
なが

きにわたる開設
かいせつ

（歴史
れ き し

がある）ゆえに、高齢化
こ う れ い か

や医
い

療
りょう

的
てき

ケア
け あ

など困難性
こんなんせい

の高
たか

い支援
し え ん

課題
か だ い

に関
かん

するノ
の

ウ
う

ハ
は

ウ
う

が蓄積
ちくせき

されており、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

への信頼
しんらい

が厚
あつ

いこと 

・  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

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

の意思
い し

及
およ

び人格
じんかく

を尊重
そんちょう

し、常
つね

に利用者
り よ う し ゃ

の立場
た ち ば

に立
た

ったサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

に努
つと

める必要
ひつよう

があるとされ、常
つね

にその運営
うんえい

の向上
こうじょう

に努
つと

めなければな

らないこととされていること（指定
し て い

基準
きじゅん

等
など

）  

今日
こんにち

、 民間
みんかん

施設
し せ つ

は県立
けんりつ

施設
し せ つ

以上
いじょう

の専門性
せんもんせい

・

支援力
しえんりょ く

を有
ゆう

する所
ところ

も多
おお

く、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の優位性
ゆ うい せい

は

低
ひく

くなっているのではないかとの意見
い け ん

がある 

（左
ひだり

に加
く わ

え） 

・ 民間事
み ん か ん じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
と り く

みをけん引
いん

するべく、人員
じんいん

、

設備
せ つ び

及
およ

び運営
うんえい

について、先駆的
せ ん く て き

、モデル的
も で る て き

な役割
やくわり

を果
は

たすことが期待
き た い

されてきた 

（左
ひだり

に加
く わ

え） 

・ 民間
みんかん

では受
う

け入
い

れることが困難
こんなん

な重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

の受入
う け い

れの役割
やくわり

が期待
き た い

されてきた 

・ ７か所
し ょ

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

の存在
そんざい

により、県下
け ん か

のニーズ
に ー ず

を

一定
いってい

程度
て い ど

カバー
か ば ー

しており、それが、安心感
あんしんかん

につなが

っていた 

（左
ひだり

に加
く わ

え） 

・ 民間
みんかん

では受
う

け入
い

れることが困難
こんなん

な重度
じゅうど

の障
しょう

がい者
しゃ

の受入
う け い

れの役割
やくわり

が期待
き た い

されてきた 

・ ７か所
し ょ

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

の存在
そんざい

により、県下
け ん か

のニーズ
に ー ず

を

一定
いってい

程度
て い ど

カバー
か ば ー

しており、それが、安心感
あんしんかん

につなが

っていた 

３ 
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（参考
さんこう

資料
し り ょ う

２） 

２０４０年
ねん

頃
ごろ

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

のあるべき姿
すがた

に向けた課題
か だ い

について 

神奈川
か な が わ

全体
ぜんたい

で、必要
ひつよう

な支援
し え ん

の組
く

み立
た

てを行
おこな

っていく 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の役割
やくわり

の縮小
しゅくしょう

と転換
てんかん

 

～ 緊
きん

急時
きゅ うじ

対応
たいおう

と通過型
つ う か が た

のサービス
さ ー び す

に重点
じゅうてん

～ 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の機能
き の う

の分散化
ぶん さんか

を図
はか

っていく 

・ 働
はたら

きたい人が働
はたら

ける、豊
ゆた

かな「日中
にっちゅう

活動
かつどう

」の場
ば

を用意
よ う い

する 

・ 安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる「住
す

まい」を用意
よ う い

する 

・ 外出
がいしゅつ

することを容易
よ う い

にする「移動
い ど う

」の手段
しゅだん

を用意
よ う い

する 

・ いつでも「相談
そうだん

」できる窓口
まどぐち

を用意
よ う い

する 

今
こん

 後
ご

 

2040 

年
ねん

 頃
ころ

 

※ 県立
けんりつ

施設
し せ つ

については、機能
き の う

（市町村
しちょうそん

支援
し え ん

、基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

、研修
けんしゅう

機能
き の う

）の移転
い て ん

を進
すす

め、規模
き ぼ

を縮小
しゅくしょう

の上
うえ

、民間
みんかん

移譲
いじょう

を目指
め ざ

すこととしてはどうか（県
けん

として求
もと

められる臨床
りんしょう

研究的
けんきゅうてき

役割
やくわり

、人材
じんざい

育成
いくせい

は別途
べ っ と

検討
けんとう

） 

※ 旧来
きゅうらい

の保護
ほ ご

収容型
しゅうようがた

の障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

は解消
かいしょう

を目指
め ざ

す。新規
し ん き

入所
にゅうしょ

は、緊急
きんきゅう

時
じ

対応
たいおう

等
など

を除
のぞ

き、原則
げんそく

として有期
ゆ う き

の自立
じ り つ

訓練
くんれん

のみとし、併
あわ

せて、実質的
じっしつてき

な「昼夜
ちゅうや

分離
ぶ ん り

」を進
すす

め、施設
し せ つ

の機能
き の う

は、居住
きょじゅう

支援
し え ん

（夜間
や か ん

の支援
し え ん

）に特化
と っ か

させることとしてはどうか

（地域
ち い き

に対
たい

する日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

等
と う

の提供
ていきょう

は妨
さまた

げない） 

 夜間
や か ん

部分
ぶ ぶ ん

（施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

）の報酬
ほうしゅう

だけで運営
うんえい

を維持
い じ

できるかが課題
か だ い

 

 県
けん

がしっかりと関与
か ん よ

し、

（自立
じ り つ

支援
し え ん

）協
きょう

議会
ぎ か い

の場
ば

で議論
ぎ ろ ん

を重
かさ

ね、神奈川
か な が わ

の 各事業者
かくじぎょうしゃ

の 理解
り か い

、

合意
ご う い

の下
もと

で、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

な ど の

仕組
し く み

なども活用
かつよう

しながら

取組
と り く

みを進
すす

める 

・ 重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

、行動
こ う ど う

援護
え ん ご

等
など

の「居宅
き ょた く

支援
し え ん

」を充実
じゅうじつ

する 

・ 仲間
な か ま

とのつながりを作
つ く

る、「集
つど

いの場
ば

（カフェ
か ふ ぇ

）」を充実
じゅうじつ

する 

・ 公的
こうてき

サービス
さ ー び す

だけではない、「地域
ち い き

のつながり力
りょく

」を強化
きょうか

する 

 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

の

整備
せ い び

を活用
かつよう

 

施
設

し

せ

つ

機
能

き

の

う

の
分
散
化

ぶ
ん
さ

ん
か

を
図は

か

り
な
が
ら 



  

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の住
す

まい 

地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

が比較的
ひ か く て き

容易
よ う い

と思
おも

われる状態像
じょうたいぞう

の

人
ひと

 

行動
こうど う

に課題
か だ い

のある 

障害者
しょうがいしゃ

 

高齢
こうれい

の障
しょう

がい者
しゃ

 

医療的
いりょうてき

なケア
け あ

が

必要
ひつよう

な障
しょう

がい者
しゃ

 

…
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障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 

（入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

） 

適
切

て
き
せ
つ

な
意
思

い

し

決
定

け
っ
て
い

支
援

し

え

ん

に
よ
り
本
人

ほ
ん
に
ん

の
願
い

ね

が
い

や
希
望

き

ぼ

う

に
耳 み

み

を
傾
け
る

か
た
む
け
る 

希
望

き

ぼ

う

に
応
じ
た
地
域

ち

い
き

生
活

せ
い
か
つ

へ
の
移
行

い

こ

う 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

 

介護
か い ご

サービス
さ ー び す

包括型
ほうかつがた

 

外部
が い ぶ

サービス
さ ー び す

利用型
り よ う が た

 

日中
にっちゅう

サービス
さ ー び す

支援型
し え んが た

 

サテライト型
さ て ら い と が た

（ひとり暮
ぐ

らし） 

・ 食事
し ょ く じ

や入浴、排
はい

せつの介助
かいじょ

などの生活
せいかつ

支援
し え ん

をグループホームの職員
しょくいん

が提供 

・ 障
しょう

がい支援区分
く ぶ ん

が「4 / 5 / 6」などの障
しょう

がいが重い人
ひと

が利用することを想定
そうてい

 

・ 食事
し ょ く じ

や入浴
にゅうよく

、排
はい

せつの介助
かいじょ

などの生活
せいかつ

支援
し え ん

をグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の職員
しょくいん

だけで行
おこな

うのではな

く、外部
が い ぶ

のヘルパー
へ る ぱ ー

事業所
じぎょう しょ

などから派遣
は け ん

された職員
しょくいん

も交
まじ

えて対応
たいおう

 

・ 障
しょう

がい支援
し え ん

区分
く ぶ ん

が「1 / 2 / 3」などの障
しょう

がいが軽
かる

い人
ひと

が利用
り よ う

することを想定
そうてい

 

・ 平成
へいせい

３０年に制度化
せ い ど か

された日中の時間帯
じかんたい

もグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

で過
す

ごすことができる新
あら

たなタイプ
た い ぷ

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

 

・ 重度
じゅうど

の障
しょう

がいのある人
ひと

や高齢
こうれい

になった障
しょう

がいのある人
ひと

の利用
り よ う

を想定
そうてい

 

・ 利用者
り よ う し ゃ

の障
しょう

がい状況
じょうきょう

や体調
たいちょう

などにあわせた支援
し え ん

を行
おこな

うため、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に配置
は い ち

される

世話人
せ わ に ん

や支援員
し え んいん

の人数
にんずう

が手厚
て あ つ

くなっている 

・ グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の近
ちか

くにあるワンルームマンション
わ ん る ー む ま ん し ょ ん

などで障
しょう

がいのある人
ひと

が一人暮
ひ と り ぐ

らしをするタイプ
た い ぷ

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

 

・ グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を「本体
ほんたい

」として、ワンルームマンション
わ ん る ー む ま ん し ょ ん

などを「出先
で さ き

」と位置
い ち

付
づ

け 

・ 外
がい

見上
けんじょう

は一人
ひ と り

暮
ぐ

らしだが、必要
ひつよう

に応
おう

じてグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の世話人
せ わ に ん

や支援員
し え んいん

からの支援
し え ん

を受
う

けること

ができる 

公営
こうえい

住宅
じゅうたく

、民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

、自宅
じ た く

 等
と う

 

（参考
さんこう

資料
し り ょ う

３） 

地域
ち い き

での住
す

まい 

+ 日中
にっちゅう

活動
かつどう

、相談
そうだん

支援
し え ん

 等
と う

 

+ 日中
にっちゅう

活動
かつどう

、相談
そうだん

支援
し え ん

 等
と う

 

【県内指
け ん ない し

定数
ていすう

】 

（R3.3月
がつ

利用者数
り よ う し ゃ す う

） 

 731か所
し ょ

 

 （10,028人
にん

） 

22か所
し ょ

 

（268人
にん

） 

３か所
し ょ

 

（38人
にん

） 

介護
か い ご

サービ
さ ー び

ス
す

包括型
ほうかつがた

の

指
し

定数
ていすう

に含
ふく

まれる 



  
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

について 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

 

◎ 地域
ち い き

共生
きょうせい

に向
む

けた連携
れんけい

 

◎ 共同
きょうどう

研修
けんしゅう

 ◎ 共同
きょうどう

購入
こうにゅう

 

◎ 資金
し き ん

融通
ゆうずう

 ◎ 災害
さいがい

時
じ

の応援
おうえん

 

福祉
ふ く し

従事者
じゅうじしゃ

の 

養成
ようせい

施設
し せ つ

 

自治体
じ ち た い

・ 

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

 

募集
ぼしゅう

活動
かつどう

 連
れん

 携
けい

 

ＮＰＯ
えぬぴーおー

法人
ほうじん

 

居宅
きょたく

系
けい

サービス
さ ー び す

 

資金
し き ん

 
資金
し き ん
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・ 令和
れ い わ

２年
ねん

の社会
しゃかい

福祉法
ふ く し ほ う

等
など

の改正
かいせい

により、地域
ち い き

における良質
りょうしつ

かつ適切
てきせつ

な福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

及
およ

び社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

の経営
けいえい

基盤
き ば ん

の強化
きょうか

を図
はか

るため、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

等
など

が社員
しゃいん

となり、福祉
ふ く し

サービス事業者間
さ ー び す じ ぎ ょ う し ゃ か ん

の連携
れんけい

・協働
きょうどう

を図
はか

るための取組
とり くみ

を行
おこな

う新
あら

たな法人
ほうじん

制度
せ い ど

として創設
そうせつ

された。令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

から施行
し こ う

される

こととされており、連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

は、一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

のうち、法
ほう

に定
さだ

める基準
きじゅん

に適合
てきごう

するものにつき、国
く に

又
また

は都道府県
と ど う ふ け ん

若
も

しくは市
し

（特別
とくべつ

区
く

を含
ふく

む）が認定
にんてい

することとされている 

・  下図
か ず

は展開
てんかい

イメージ
い め ー じ

であるが、施設
し せ つ

種別
しゅべつ

を問
と

わず、できる限
かぎ

り広範囲
こ う は ん い

に参加
さ ん か

法人
ほうじん

を増
ふ

やし、例
たと

えば圏域
けんいき

全体
ぜんたい

で連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

を構成
こうせい

することで、規模
き ぼ

の最大化
さ い だ いか

が図
はか

られ、連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

が実施
じ っ し

することが可能
か の う

な各事業
かくじぎょう

について、効率化
こ う り つ か

を図
はか

ることができるものと考
かんが

えられる 

・  一方
いっぽう

で、規模
き ぼ

のメリット
め り っ と

が大
おお

きい反面
はんめん

、参加
さ ん か

法人
ほうじん

それぞれ成立
せいりつ

過程
か て い

が異
こと

なることから、共通
きょうつう

の理念
り ね ん

・目標
もくひょう

の下
もと

で集
あつ

まることが可能
か の う

であるにしても、

各論
かくろん

の部分
ぶ ぶ ん

でベクトル
べ く と る

を同
おな

じくすることができるか、連携
れんけい

推進
すいしん

法人
ほうじん

としてのガバナンス
が ば な ん す

の確保
か く ほ

に難点
なんてん

があるとの指摘
し て き

もある 

求 職
きゅうしょく

活動
かつどう

 

転職
てんしょく

 再 就 職
さいしゅうしょく

 
… 

◎ 人材
じんざい

確保
か く ほ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 

◎ 経営
けいえい

ノウハウ
の う は う

共有
きょうゆう

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 

特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 

養護
よ う ご

施設
し せ つ

、保育所
ほいくじょ

 

参
さん

 

加
か

 

… 
社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 

救護
きゅうご

施設
し せ つ

 

連携
れんけい

法人
ほうじん

としての 

様々
さまざま

なイベント
い べ ん と

や事業
じぎょう

の展開
てんかい

 
※ 社会

しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

は行
おこな

えない 

事業
じぎょう

展開
てんかい

 

資金
し き ん

 

研究
けんきゅう

機関
き か ん

・ 

ＩＣＴ
あいしーてぃー

企業
きぎょう

 

連
れん

 携
けい

 

（参考
さんこう

資料
し り ょ う

４） 

【展開
てんかい

イメージ
い め ー じ

】 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

 

参
さん

 

加
か

 

参
さん

 

加
か

 

参
さん

 

加
か

 

参
さん

 

加
か

 

参
さん

 

加
か

 



  

① 相
そう

 談
だん

 

⑤ 地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり 

④ 専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

 

③ 体験
たいけん

の機会
き か い

・場の提供
ていきょう

 

② 緊急時
きんきゅうじ

の受
う

け入
い

れ・対応
たいおう

 

〇 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

は、障
しょう

がい者
しゃ

の重度化
じ ゅ う ど か

・高齢化
こ う れ い か

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」を見据
み す

え、居住
きょじゅう

支援
し え ん

のための機能
き の う

（相談
そうだん

、緊急
きんきゅう

時
じ

の受
う

け入
い

れ・対応
たいおう

、体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

、専門的
せんもんてき

人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

、地域
ち い き

の体制
たいせい

づくり）を、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた創意
そ う い

工夫
く ふ う

により整備
せ い び

し、障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
さ さ

え

るサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

を構築
こ う ち く

するものとして構想
こ う そ う

された、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

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

の類型
るいけい

の一
ひと

つ 

〇 その全国
ぜんこく

の整備
せ い び

状況
じょうきょう

については、平成
へいせい

３１年
ねん

４月
がつ

１日
にち

時点
じ て ん

で、３３２市
し

町村
ちょうそん

（うち、圏域
けんいき

整備
せ い び

：４２圏域
けんいき

１８８ 市
しちょうそん

町村）において整備
せ い び

されてい

る（全国
ぜんこく

の自治体数
じ ち た い す う

：１７４１市
し

町村
ちょうそん

）が、今後
こ ん ご

の予定
よ て い

を含
ふ く

む整備
せ い び

類型
るいけい

は、「面的
めんてき

整備型
せいびがた

」が約
や く

５５ ％
ぱーせんと

を占
し

めており、「多機能
た き の う

拠点
きょてん

整備型
せいびがた

」は約
や く

７ ％
ぱーせんと

と少
す く

ない（約
や く

３５ ％
ぱーせんと

が類型
るいけい

未定
み て い

） 

〇 地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

は、医療的
いりょ うてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

、遷延性
せんえんせい

意識
い し き

障害
しょうがい

等
など

や強度
き ょ う ど

行動
こ う ど う

障害
しょうがい

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

等
など

の支援
し え ん

が難
むずか

しい障
しょう

が

い者
しゃ

等
と う

への対応
たいおう

が十分
じゅうぶん

に図
はか

られるよう、多職種
た し ょ く し ゅ

連携
れんけい

の強化
きょうか

を図
はか

り、緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

や備
そな

えについて、医療
い り ょ う

機関
き か ん

との連携
れんけい

も含
ふ く

め、各機能
か く き の う

を

有機的
ゆ う き て き

に組
く

み合
あ

わせ、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支援
し え ん

する協力体制
きょうりょくたいせい

を構築
こ う ち く

することが期待
き た い

されている 

「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

拠点
きょてん

」について 

※ 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

等
と う

への対応
たいおう

が十分
じゅうぶん

に図
はか

られるよう、多職種
たしょ く しゅ

連携
れんけい

の強化
きょうか

、緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

等
と う

について、医療
いりょう

機関
き か ん

との連携
れんけい

も含
ふく

め、各機能
か く き の う

を有機的
ゆ う き て き

に組
く

み合
あ

わせる。 

※ ５つの機能
き の う

以外
い が い

に、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた機能
き の う

を創意
そ う い

工夫
く ふ う

し、付加
ふ か

することも可能
か の う

。（例
れい

：「障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらない相互交流
そうごこうりゅう

を図
はか

る機能
き の う

」、「障害者
しょうがいしゃ

等
と う

の生活
せいかつ

の維持
い じ

を図
はか

る機能
き の う

」等
と う

） 

○ 基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょ う

、特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょ う

とともに地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

を活用
かつよう

してコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

を配置
は い ち

し、緊急
きんきゅう

時
じ

の支援
し え ん

が見込
み こ

めない世帯
せ た い

を事前
じ ぜ ん

に把握
は あ く

・登録
と う ろ く

した上
うえ

で、常時
じ ょ う じ

の連絡
れんらく

体制
たいせい

を確保
か く ほ

し、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に起因
き い ん

して生
しょう

じた緊急
きんきゅう

の事態
じ た い

等
と う

に

必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

のコーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

や相談
そうだん

その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

う機能
き の う

 

○ 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

を活用
かつよう

した常時
じ ょ う じ

の緊急
きんきゅう

受入
うけいれ

体制
たいせい

等
など

を確保
か く ほ

した上
うえ

で、介護者
か い ご し ゃ

の急病
きゅうびょう

や障害者
しょうがいしゃ

の状態
じょうたい

変化
へ ん か

等
と う

の緊
きん

急時
きゅうじ

の受
う

け入
い

れや

医療
いりょ う

機関
き か ん

への連絡
れんらく

等
と う

の必要
ひつよう

な対応
たいおう

を行
おこな

う機能
き の う

 

○ 地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

や親元
おやもと

からの自立
じ り つ

等
と う

に当
あ

たって、共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

等
など

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の利用
り よ う

や一人暮
ひ と り ぐ

らしの体験
たいけん

の機会
き か い

・場
ば

を

提供
ていきょう

する機能
き の う

 

○ 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

が必要
ひつよう

な者
もの

や行動
こうどう

障害
しょうがい

を有
ゆう

する者
もの

、高齢化
こ う れ い か

に伴
ともな

い重度化
じ ゅ う ど か

した障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、専門的
せんもんてき

な対応
たいおう

を行
おこな

うことができる

体制
たいせい

の確保
か く ほ

や、専門的
せんもんてき

な対応
たいおう

ができる人材
じんざい

の養成
ようせい

を行
おこな

う機能
き の う

 

○ 基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょ う

、特定
とくてい

相談
そうだん

支援
し え ん

、一般
いっぱん

相談
そうだん

支援
し え ん

等
など

を活用
かつよう

してコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

を配置
は い ち

し、地域
ち い き

の様々
さまざま

なニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

できるサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

や、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の連携
れんけい

体制
たいせい

の構築
こ う ち く

等
と う

を行
おこな

う機能
き の う

 

【必要な機能】 【具体的な内容】 

7 

趣
しゅ

  旨
し

 

（参考
さんこう

資料
し り ょ う

５） 
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◎ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の課題
か だ い

として指摘
し て き

されること 

✓ 地域
ち い き

社会
しゃかい

から隔離
か く り

された人里
ひとざと

離
はな

れたエリア
え り あ

に立地
り っ ち

している場合
ば あ い

が多
おお

い 

  → 地域
ち い き

住民
じゅうみん

との関
かか

わりが乏
とぼ

しく、社会
しゃかい

経験
けいけん

の範囲
は ん い

が狭
せま

くなりがち 

  → 施設
し せ つ

は社会
しゃかい

が障
しょう

がい者
しゃ

を必要
ひつよう

としていないというメッセージ
め っ せ ー じ

を暗黙
あんもく

のうちに発
はっ

してしまう 

  → 社会
しゃかい

が障
しょう

がい者
しゃ

を理解
り か い

する機会
き か い

を失
うしな

う 

  → 地域
ち い き

に目
め

が向
む

かいづらく、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

できる人
ひと

も、施設
し せ つ

に囲
かこ

い込
こ

んでしまいがち 

✓ 施設
し せ つ

最低
さいてい

基準
きじゅん

に依拠
い き ょ

して建設
けんせつ

されるため、個室
こ し つ

が少
すくな

ない（４人
にん

部屋
べ や

、２人
にん

部屋
べ や

が多
おお

い） 

  → プライバシー
ぷ ら い ば し ー

が守
まも

られない 

  → 居住
きょじゅう

空間
くうかん

を自分
じ ぶ ん

好
ごの

みにデザイン
で ざ い ん

することができない 

✓ 建替
た て か

え、再整備
さ いせいび

には多額
た が く

の資金
し き ん

が必要
ひつよう

であるため、老朽化
ろうきゅうか

した施設
し せ つ

が多
おお

い 

  → 居住
きょじゅう

環境
かんきょう

が悪
わる

い 

✓ 定員
ていいん

１００名
めい

を超
こ

えるような大規模
だ い き ぼ

な施設
し せ つ

が多
おお

く、管理的
か ん り て き

、閉鎖的
へ い さ て き

な運営
うんえい

に陥
おちい

りやすい 

  → 集団
しゅうだん

行動
こうどう

を強
し

いられ、好
す

きな時
とき

に好
す

きなことができにくい（食事
し ょ く じ

、入浴
にゅうよく

など） 

  → 施設
し せ つ

の生活
せいかつ

は、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

する力
ちから

を奪
うば

っている 

✓ ローテーション
ろ ー て ー し ょ ん

勤務
き ん む

する職員数
しょくいんすう

が多
おお

くなり、なじみの関係
かんけい

が作
つく

りにくい 

✓ 外部
が い ぶ

の目
め

が届
とど

きにくいため、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が、当
あ

たり前
まえ

の支援
し え ん

として定着
ていちゃく

してしまう恐
おそ

れ 

  → 虐待
ぎゃくたい

が起
お

きやすい 

（参考
さんこう

資料
し り ょ う

６） 
入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の今日的
こんにちてき

課題
か だ い

と、今後
こ ん ご

も必要
ひつよう

であるとされる事由
じ ゆ う

 

※ N H K
えぬえいちけい

福祉
ふ く し

情報
じょうほう

サイト
さ い と

「ハートネット
は ー と ね っ と

」の木下
きのした

真
まこと

のレポート
れ ぽ ー と

等
など

を基
もと

に事務局
じ む き ょ く

において構成
こうせい

 

立地
り っ ち

の課題
か だ い

 

建物
たてもの

の課題
か だ い

 

運営
うんえい

の課題
か だ い

 

※ 多
おお

くの場合
ば あ い

、建設地
けんせつち

の 選定
せんてい

の 困難性
こんなんせい

が

理由
り ゆ う

であることに留意
りゅうい

 

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

である

ことに由来
ゆ ら い

する

構造的
こうぞうてき

な課題
か だ い

 

一定
いってい

の改善
かいぜん

は

可能
か の う

であるが、

抜本的
ばっぽんてき

な 課題
か だ い

解決
かいけつ

は困難
こんなん

 

※ 開設者
かいせつしゃ

の手腕
しゅわん

によるレベル
れ べ る

差
さ

が

あることに留意
りゅうい
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✓ （そもそも）多
おお

くの施設
し せ つ

は地域
ち い き

に開
ひら

かれていて、職員
しょくいん

との関係
かんけい

も家庭的
かていて き

で、一昔前
ひとむかしまえ

のような隔離
か く り

施設
し せ つ

という実態
じったい

にない 

✓ 軽中度
けいちゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

のほとんどは地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

し、いま施設
し せ つ

にいる多
おお

くは高齢
こうれい

の重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

で、施設
し せ つ

がなければ居場所
い ば し ょ

を失
うしな

う 

✓ 現在
げんざい

の施設
し せ つ

は地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

を行
おこな

うところも多
おお

く、地域
ち い き

で暮
く

らす障害者
しょうがいしゃ

にとっても施設
し せ つ

は一定
いってい

の役割
やくわり

を果
は

たしている 

✓ 周
まわ

りとトラブル
と ら ぶ る

になりやすい強度行動障
きょうどこうどうしょう

がいのある知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の中
なか

には、施設
し せ つ

だからこそ安定
あんてい

した生活
せいかつ

が送
お く

れるケース
け ー す

もある 

✓ 重心
じゅうしん

の人などが地域
ち い き

生活
せいかつ

を行
おこな

うための医療的
いりょうてき

資源
し げ ん

は十分
じゅうぶん

ではなく、地域
ち い き

に戻
もど

ってきても、家族
か ぞ く

に過剰
かじょう

な介護
か い ご

負担
ふ た ん

が増
ま

すだけである 

✓ もともと地域
ち い き

で生活
せいかつ

してきたが、親
おや

も高齢
こうれい

になり、支
さ さ

えきれなくなってきたので、今後
こ ん ご

はむしろ施設
し せ つ

の必要性
ひつようせい

は高
たか

まるのではないか 

✓ 重度
じゅうど

でも自立生活
せいかつ

はできると言
い

っても、意思
い し

を示
しめ

すことが難
むずか

しく、体
からだ

を動
うご

かすこともできない最重度
さいじゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

は、本当
ほんとう

に自立
じ り つ

した生活
せいかつ

が可能
か の う

なのか 

✓ 当事者
と う じ し ゃ

にしてみれば、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

は「避難
ひ な ん

」であり、施設
し せ つ

が「安住
あんじゅう

の地
ち

」である場合
ば あ い

もある。障害者
しょうがいしゃ

がどのような形
かたち

で自立
じ り つ

するかは、もっ

とたくさんの選択肢
せ ん た く し

があっても良
よ

いのではないか 

◎ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が必要
ひつよう

とされる理由
り ゆ う

として挙
あ

げられること 

〇 障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

の施設
し せ つ

での暮
く

らし、地域
ち い き

での暮
く

らしに関
かん

する考
かんが

えは、立場
た ち ば

によっても異
こと

なり、さまざまな意見
い け ん

がある。しかし、地域
ち い き

で障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

していきいきと生活
せいかつ

できるための条件
じょうけん

が整
ととの

い、家族
か ぞ く

だけに過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

が課
か

せられることがなければ、地域
ち い き

で当
あ

たり前
まえ

に

暮
く

らすことを目指
め ざ

すべきという考
かんが

えは、今日
き ょ う

、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の基底
き て い

をなす普遍的
ふへんてき

な思想
し そ う

になっていると考
かんが

えられるところ 

〇 １９８０年代
ねんだい

から広
ひろ

がってきた障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

による自立
じ り つ

生活
せいかつ

運動
うんどう

の影響
えいきょう

や、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

の浸透
しんとう

により、近年
きんねん

は、施設
し せ つ

が地域
ち い き

社会
しゃかい

との交流
こうりゅう

を深
ふか

めたり、地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を希望
き ぼ う

する本人
ほんにん

やその家族
か ぞ く

が増
ふ

えてきており、その流
なが

れは弱
よわ

まることはない 

〇 今日
こんにち

、高齢化
こ う れ い か

や重度化
じ ゅ う ど か

、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

の必要
ひつよう

な障
しょう

がい者
しゃ

の増加
ぞ う か

など、障
しょう

がい福祉
ふ く し

を取
と

り巻
ま

く新
あら

たな課題
か だ い

も生
しょう

じており、こうした課題
か だ い

を

踏
ふ

まえ、その願
ねが

いや希望
き ぼ う

に応
おう

じて、障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

が地域
ち い き

で当
あ

たり前
まえ

に生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

な支援
し え ん

をどう組
く

み立
た

てていくのか、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

はその役割
やくわり

を担
にな

うことができるのか、あるいは、その役割
やくわり

を担
にな

うべきなのか、具体的
ぐ た い て き

に考
かんが

えていく必要
ひつよう

がある 

検討
けんとう

の方向感
ほうこうかん
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（参考
さんこう

資料
し り ょ う

７） 
入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の成
な

り立
た

ちと、これまで経緯
け い い

 
【戦前

せんぜん

】 

１８９１年
ねん

  石井
い し い

亮一
りょういち

が我
わ

が国
くに

初
はつ

の知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する保護
ほ ご

教育
きょういく

を行
おこな

う聖
せい

三一
さんいち

孤女学院
こじょがくいん

（現
げん

、滝乃川
たきのがわ

学園
がくえん

）を開設
かいせつ

、その後
ご

、他
ほか

の先駆者
せんくしゃ

たちも知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

を開設
かいせつ

、知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

を社会
しゃかい

から保護
ほ ご

するという観点
かんてん

で、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が最
もっと

も安全
あんぜん

な居場所
い ば し ょ

として選択
せんたく

された 

【戦後
せ ん ご

】 

１９４７年
ねん

  児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

成立
せいりつ

、知的
ち て き

障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

が児童
じ ど う

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の一環
いっかん

として創設
そうせつ

される（「保護
ほ ご

」と「独立
どくりつ

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

技能
ぎ の う

を与える」二
ふた

つの機能
き の う

） 

１９５５年
ねん

頃
ごろ

 衣食住
いしょくじゅう

に欠
か

ける要保護
よ う ほ ご

児童
じ ど う

だけでなく、一般
いっぱん

家庭
か て い

から知的
ち て き

障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

への入所
にゅうしょ

が始
はじ

まり、施設数
しせつすう

も増加
ぞ う か

 

１９５７年
ねん

  知的
ち て き

障害児
しょうがいじ

通園
つうえん

施設
し せ つ

が制度化
せ い ど か

、当時
と う じ

の「養護
よ う ご

学校
がっこう

」や「特殊
とくしゅ

学級
がっきゅう

」が比較的
ひかくてき

軽度
け い ど

の知的
ち て き

障害児
しょうがいじ

を対象
たいしょう

としていたことから、要望
ようぼう

があった、重度
じゅうど

の児童
じ ど う

が家庭
か て い

から施設
し せ つ

に通
かよ

っ

て訓練
くんれん

を受
う

けることができるようにし、これにより、在宅
ざいたく

ケア
け あ

、在宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

の考
かんが

え方
かた

が広
ひろ

がった 

１９５８年
ねん

  国立
こくりつ

秩父
ち ち ぶ

学園
がくえん

が創設
そうせつ

され、盲
もう

・ろう・虚弱児
きょじゃくじ

などの重複
ちょうふく

障害児
しょうがいじ

への対応
たいおう

を図
はか

る 

１９５９年
ねん

  知的
ち て き

障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

に「重度棟
じゅうどとう

」が設
もう

けられ、重度
じゅうど

の障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の機能
き の う

訓練
くんれん

や感覚
かんかく

訓練
くんれん

を基調
きちょう

とした「治療
ちりょう

教育
きょういく

」が行
おこな

われ始
はじ

める 

１９６０年
ねん

  重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

である「島田
し ま だ

療育
りょういく

園
えん

」と「秋津
あ き つ

療育
りょういく

園
えん

」が設置
せ っ ち

、同年
どうねん

、精神
せいしん

薄弱者
はくじゃくしゃ

福祉法
ふくしほう

が成立
せいりつ

し、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

援護
え ん ご

施設
し せ つ

が制度化
せ い ど か

 

１９６７年
ねん

  知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

援護
え ん ご

施設
し せ つ

が更生
こうせい

施設
し せ つ

と授産
じゅさん

施設
し せ つ

に類別化
るいべつか

、１９６８年 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の重度棟
じゅうどむね

が制度化
せ い ど か

 

１９６０年代
ねんだい

後半
こうはん

 コロニー
こ ろ に ー

施策
し さ く

が打
う

ち出
だ

され、施設
し せ つ

の総合化
そうごうか

・大型化
おおがたか

が進
すす

み、「通過
つ う か

施設
し せ つ

」的
てき

な性格
せいかく

から「終身
しゅうしん

保護
ほ ご

施設
し せ つ

」としての性格
せいかく

へと変化
へ ん か

 

１９７０年
ねん

  心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会法
きょうかいほう

に基
もと

づき、国立
こくりつ

コロニー
こ ろ に ー

設置
せ っ ち

（「独立
どくりつ

自活
じ か つ

の困難
こんなん

な心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

な保護
ほ ご

及
およ

び指導
し ど う

の元
もと

における社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができる総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

施設
し せ つ

」

と規定
き て い

） 

１９７０年
ねん

  心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

基本法
きほんほう

成立
せいりつ

、「すべての障害者
しょうがいしゃ

は個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

が重
おも

んじられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい処遇
しょぐう

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

する」と規定
き て い

 

１９７４年
ねん

  中央
ちゅうおう

児童
じ ど う

福祉審
ふくししん

議会
ぎ か い

が「今後
こ ん ご

推進
すいしん

すべき児童
じ ど う

福祉
ふ く し

対策
たいさく

について」を答申
とうしん

、施設から地域
ち い き

福祉
ふ く し

の推進
すいしん

へ、ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の考
かんが

えが広
ひろ

がる 

１９８０年
ねん

  国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

、１９８３年
ねん

から１９９２年
ねん

 「国連
こくれん

・障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

」、施設
し せ つ

福祉
ふ く し

から在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を中心
ちゅうしん

とした施策
し さ く

への転換
てんかん

 

１９８０年
ねん

  心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）施設
し せ つ

地域
ち い き

療育
りょういく

事業
じぎょう

（いわゆる施設
し せ つ

オープン化
お ー ぷ ん か

事業
じぎょう

）開始
か い し

、その後
ご

、心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

通園
とおえん

事業
じぎょう

、精神
せいしん

薄弱者通所
はくじゃくしゃつうしょ

援護
え ん ご

事業
じぎょう

、心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

総合通園
そうごうつうえん

センター
せ ん た ー

などの在宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

系
けい

の各種
かくしゅ

事業
じぎょう

が創設
そうせつ

、障
しょう

がい者
しゃ

についても、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

ホーム
ほ ー む

（１９７９年
ねん

）、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

工場
こうじょう

（１９８５年
ねん

）、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

（１９８９年
ねん

）が制度化
せ い ど か

 

１９９０年
ねん

  社会
しゃかい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

八法
はちほう

改正
かいせい

、障害
しょうがい

施策
せ さ く

は施設
し せ つ

福祉
ふ く し

から地域
ち い き

福祉
ふ く し

へ視点
し て ん

を転換
てんかん

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

居宅
きょたく

支援
し え ん

事業
じぎょう

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

等
など

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

などを法定化
ほうていか

 

１９９７年
ねん

  国
くに

が「今後
こ ん ご

の障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
せ さ く

のあり方
かた

について」中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

を取
と

りまとめ、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

援護
え ん ご

施設
し せ つ

については有
ゆう

期限
き げ ん

・有
ゆう

目的
もくてき

とし、在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

支援
し え ん

機能
き の う

を兼
か

ね備
そな

えた施設
し せ つ

とし

て役割
やくわり

を担うべき旨
むね

が盛
も

り込まれた 

２００２年
ねん

  国
くに

が、これまでの障害者
しょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

に代
か

わる「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」を策定
さくてい

、新
あら

たに、５年間
ねんかん

の重点
じゅうてん

施策
し さ く

実施
じ っ し

計画
けいかく

「新障害者
しんしょうがいしゃ

プラン
ぷ ら ん

」がまとめられ、「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

の実現
じつげん

に向
む

けて、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は真
しん

に必要
ひつよう

なものに限定
げんてい

すること、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を小規模化
し ょ う き ぼ か

・個室化
こ し つ か

するとともに、在宅
ざいたく

生活
せいかつ

支援
し え ん

の施策
せ さ く

を講
こう

じることとした 

２００３年
ねん

  支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

がスタート
す た ー と

し、行政
ぎょうせい

処分
しょぶん

である措置
そ ち

制度
せ い ど

から、障
しょう

がい者
しゃ

自
みずか

らが契約
けいやく

によりサービス
さ ー び す

を利用
り よ う

する仕組
し く

みに移行
い こ う

、障
しょう

がい者
しゃ

の自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

するための権利
け ん り

擁護
よ う ご

の仕組
し く

みが整
ととの

えられた 
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（参考
さんこう

資料
し り ょ う

８） 
「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

」中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

 -抜粋
ばっすい

- 

                                                           （令和
れ い わ

３年
ねん

１０月
がつ

１６日
にち

） 
むすびに代

か

えて～当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉の今後
こ ん ご

の議論に向
む

けて 

（１）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

の改革
かいかく

 

  

・ 検討
けんとう

部会
ぶ か い

においては、県立
けんりつ

施設
し せ つ

における過去
か こ

の支援
し え ん

内容
ないよう

の検証
けんしょう

が行
おこな

われ、身体
しんたい

拘束
こうそく

などの不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が長
なが

きにわたり行
おこな

われていた例
れい

が複数
ふくすう

あることが指摘
し て き

さ

れた。その要因
よういん

分析
ぶんせき

の詳細
しょうさい

については、検討
けんとう

部会
ぶ か い

報告書
ほうこくしょ

に譲
ゆず

るが、大規模
だ い き ぼ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

であることが、運営
うんえい

の閉鎖性
へいさせい

や管理性
かんりせい

を高
たか

め、とりわけ、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

になじめな

い行動
こうどう

に課題
か だ い

のある人
ひと

にとって、極
きわ

めて過酷
か こ く

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

となっていたことが明
あき

らかにされ、県
けん

としても、その改革
かいかく

に取
と

り組
く

む契機
け い き

となっている。 

・ 県立
けんりつ

施設
し せ つ

の支援
し え ん

の質
しつ

の向上
こうじょう

については、県
けん

において、実践的
じっせんてき

な改善
かいぜん

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を策定
さくてい

するなど、できることは速
すみ

やかに着手
ちゃくしゅ

されているが、大規模
だ い き ぼ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

として

の施設
し せ つ

運営
うんえい

の基本
き ほ ん

構造
こうぞう

（インフラ
い ん ふ ら

を含
ふく

む）については、事件
じ け ん

直後
ちょくご

の、今
いま

から５年前
ねんまえ

に再生
さいせい

基本
き ほ ん

構想
こうそう

が策定
さくてい

されてから、新
あら

たな検討
けんとう

は行
おこな

われていなかった。 

・ 過去
か こ

、県
けん

は、平成
へいせい

１５年度
ね ん ど

に「県立
けんりつ

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

検討
けんとう

会議
か い ぎ

」を、平成
へいせい

２５年度
ね ん ど

に「県立
けんりつ

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

等
など

のあり方
かた

検討
けんとう

委員会
いいんかい

」を設置
せ っ ち

し、県立
けんりつ

施設
し せ つ

と民間
みんかん

施設
し せ つ

の役割
やくわり

分担
ぶんたん

、県立
けんりつ

施設
し せ つ

が担
にな

うべき役割
やくわり

と機能
き の う

について検討
けんとう

しているが、国
くに

の制度
せ い ど

が、支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

から障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく新
あら

たなサービス
さ ー び す

体系
たいけい

に移行
い こ う

し

（平成
へいせい

１８（２００６）年
ねん

）、「施設
し せ つ

から地域
ち い き

生活
せいかつ

へ」という障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の方向性
ほうこうせい

がより明確
めいかく

になる一方
いっぽう

で、県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方
かた

の検討
けんとう

は、財政
ざいせい

規律
き り つ

の視点
し て ん

からの

それに近
ちか

く、支援
し え ん

内容
ないよう

に大
おお

きな変更
へんこう

は見
み

られなかった。 

・ 将来
しょうらい

展望
てんぼう

委員会
いいんかい

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が自
みずか

らの意思
い し

で、日中
にっちゅう

活動
かつどう

や住
す

まいの場
ば

を選択
せんたく

し、その人
ひと

らしい暮
く

らしを実現
じつげん

できる地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

、いのち輝
かがや

く「ともに   

生
い

きる社会
しゃかい

かながわ」を目指
め ざ

して、重要
じゅうよう

な社会
しゃかい

資源
し げ ん

である県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方
かた

について検討
けんとう

を進
すす

めた。県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあるべき姿
すがた

と現実
げんじつ

のギャップ
ぎ ゃ っ ぷ

は大
おお

きく、県
けん

は、今後
こ ん ご

、

本気
ほ ん き

で改革
かいかく

に取
と

り組
く

んでいくべきである。 

・ 今回
こんかい

、５回
かい

にわたる議論
ぎ ろ ん

を通
つう

じて、将来
しょうらい

展望
てんぼう

委員会
いいんかい

として、２０年後
ね ん ご

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあるべき姿
すがた

を念頭
ねんとう

に置
お

きながら、定員
ていいん

規模
き ぼ

の縮 小
しゅくしょう

、通過型
つうかがた

の入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

への

転換
てんかん

、環境
かんきょう

整備
せ い び

（ユニット化
ゆ に っ と か

、個室化
こ し つ か

）などの大
おお

きな方向性
ほうこうせい

を打
う

ち出
だ

した。県
けん

には、この「中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

」における各般
かくはん

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、次期
じ き

指定
し て い

管理者
かんりしゃ

選定
せんてい

の募集
ぼしゅう

要項
ようこう

の検討
けんとう

、さらには、中長期的
ちゅうちょうきてき

な視点
し て ん

からの県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方
かた

のさらなる検討
けんとう

を進
すす

めていただきたい。 

・ なお、袖ケ浦
そでがうら

福祉
ふ く し

センター
せ ん た ー

の事例
じ れ い

では、５年
ねん

から１０年
ねん

をかけて議論
ぎ ろ ん

が行
おこな

われたという経緯
け い い

もあり、県立
けんりつ

施設
し せ つ

の改革
かいかく

については、今回
こんかい

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

委員会
いいんかい

での議論
ぎ ろ ん

の後
のち

も、継続的
けいぞくてき

に議論
ぎ ろ ん

を行
おこな

っていく必要
ひつよう

があるのではないかとの意見
い け ん

が出
だ

されており、県
けん

には、時間
じ か ん

がかかるので諦
あきら

めるということなく、検討
けんとう

を続
つづ

けていただきた

い。 

・ 将来
しょうらい

展望
てんぼう

委員会
いいんかい

において、将来
しょうらい

の県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方についての議論
ぎ ろ ん

が進
すす

む中
なか

、県立
けんりつ

中井
な か い

やまゆり園
えん

において、利用者
りようしゃ

の支援
し え ん

を行
おこな

う上で、長時間
ちょうじかん

の身体
しんたい

拘束
こうそく

が行
おこな

われている実態
じったい

があること、及
およ

び、過去
か こ

に発生
はっせい

した利用者
りようしゃ

の骨折
こっせつ

事故
じ こ

について、支援
し え ん

職員
しょくいん

による虐待
ぎゃくたい

が疑
うたが

われる旨
むね

の報道
ほうどう

がなされた。県
けん

は、速
すみ

やかに「中井
な か い

    

やまゆり園
えん

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

改革
かいかく

プロジェクトチーム
ぷ ろ じ ぇ く と ち ー む

」を設置
せ っ ち

し、支援
し え ん

内容
ないよう

の改善
かいぜん

に向
む

けた取組
と り く

みと、骨折
こっせつ

事案
じ あ ん

の再調査
さいちょうさ

を行
おこな

うことを表明
ひょうめい

した。本
ほん

委員会
いいんかい

として

も、県
けん

には、適切
てきせつ

な対応
たいおう

を要請
ようせい

するとともに、今後
こ ん ご

、神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

のあるべき姿
すがた

に向
む

けた議論
ぎ ろ ん

が、真
しん

に、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

を含
ふく

む神奈川
か な が わ

県民
けんみん

にとって意義
い ぎ

のあ

るものとなるよう、各委員
かくいいん

への適時
て き じ

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を求めたい。 
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（参考資料９） 

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

中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

に盛
も

り込
こ

まれた現時点
げ ん じ て ん

での障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

 

（当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の支援
し え ん

がなされていること） 

〇 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

に立
た

って、職員
しょくいん

の独
ひと

りよがりではなくて、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

と一緒
いっしょ

に施設
し せ つ

運営
うんえい

を行
おこな

い、その先
さき

に、施設
し せ つ

が不要
ふ よ う

になるような実践
じっせん

を展開
てんかい

していく入所施設
にゅうしょしせつ

を目指
め ざ

すべきである。 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、どんなに障
しょう

がいが重
おも

くても、その人
ひと

の願
ねが

いや希望
き ぼ う

といった意思
い し

があるという「能力
のうりょく

存在
そんざい

推定
すいてい

」を示
しめ

すべきである。 

〇 障
しょう

がいが重
おも

いからといって外
そと

に出
だ

さないで一日中
ついたちじゅう

施設
し せ つ

の中
なか

にいるようなことのない入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきである。 

〇 行動障
こうどうしょう

がいが起
お

きる理由
り ゆ う

を、その環境
かんきょう

が要因
よういん

で、自分
じ ぶ ん

たちが引
ひ

き起
お

こしているという理解
り か い

がしっかりとなされている入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきである。 

〇 「できることが増
ふ

えているのか」、「居場所
い ば し ょ

が増
ふ

えているのか」、「関
かか

わる人が増
ふ

えているのか」、何
なに

よりも、「本人
ほんにん

が楽
らく

になっているのか」、また、「意欲的
いよくてき

になっているのか」という視点
し て ん

で、問題
もんだい

行動
こうどう

のみに注意
ちゅうい

を傾
かたむ

けるのではなく、本人
ほんにん

の可能性
かのうせい

を広
ひろ

げていく視点
し て ん

からの適切
てきせつ

なアセスメント
あ せ す め ん と

とモニタリング
も に た り ん ぐ

を受
う

けることができる入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

であるべきである。 

〇 地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて、どんなに障
しょう

がいの重
おも

い人
ひと

も地域
ち い き

生活
せいかつ

が可能
か の う

であるということを証明
しょうめい

する取組
と り く

みを進
すす

める入所施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきである。 
 

 （障
しょう

がい当事者と支援者
しえんしゃ

が対等
たいとう

な関係
かんけい

であること） 

〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

と支援
し え ん

職員
しょくいん

が対等
たいとう

な関係
かんけい

であって、何故
な ぜ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に入
はい

るのかを約束
やくそく

し合
あ

うことができる入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

であるべきである。 

〇 利用者
りようしゃ

に福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

して支援
し え ん

するという一方的
いっぽうてき

な構図
こ う ず

により、虐待
ぎゃくたい

や無理
む り

な意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が行
おこな

われやすい状 況
じょうきょう

を解消
かいしょう

するため、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の視点
し て ん

だけではなく、

居場所
い ば し ょ

を増
ふ

やすことや、ピアカウンセラー
ぴ あ か う ん せ ら ー

などの障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の役割
やくわり

を増
ふ

やす入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきである。 
 

（尊厳
そんげん

が守
まも

られた支援
し え ん

であること） 

〇 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

はもちろん、障
しょう

がい福祉
ふ く し

の支援者
しえんしゃ

も、しっかり尊重
そんちょう

され、誰
だれ

もが意欲
い よ く

を高
たか

めて生
い

き生
い

きと活動
かつどう

できる入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

であるべきである。 

〇 福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

にとどまらず、友達
ともだち

、活躍
かつやく

の場所
ば し ょ

、心地
こ こ ち

いい居場所
い ば し ょ

など、福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の枠
わく

を越
こ

えて、支援
し え ん

を組
く

み立
た

てていく入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきである。 

〇 同
おな

じ法人内
ほうじんない

の事業所
じぎょうしょ

にとどまらず、他
ほか

の法人
ほうじん

の事業所
じぎょうしょ

も活用
かつよう

し、日中
にっちゅう

の働
はたら

く場所
ば し ょ

（日中
にっちゅう

活動
かつどう

）と住
す

む場所
ば し ょ

を分
わ

ける、いわゆる「職 住
しょくじゅう

分離
ぶ ん り

」を進
すす

める入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきある。 

〇 地域
ち い き

の様々
さまざま

な場所
ば し ょ

で、いろいろな日中
にっちゅう

活動
かつどう

、仕事
し ご と

が行
おこな

えるよう取
と

り組
く

み、それらの日中
にっちゅう

活動
かつどう

を選
えら

ぶ際
さい

には、利用者
りようしゃ

が必
かなら

ず体験
たいけん

をして、自分
じ ぶ ん

に合
あ

うかどうかを確
たし

かめることのできる

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきである。 

〇 利用者
りようしゃ

同士
ど う し

が協 力
きょうりょく

して日々
ひ び

の納期
の う き

を守
まも

り、職場
しょくば

の目標
もくひょう

を達成
たっせい

することや、取引先
とりひきさき

から信頼
しんらい

されることなどを通
とお

して、利用者
りようしゃ

の自己
じ こ

肯定感
こうていかん

を高
たか

めることのできる入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

であるべ

きである。 
 

（自律的
じりつてき

な支援
し え ん

の改善
かいぜん

がなされること） 

〇 万一
まんいち

、不適切
ふてきせつ

な支援
し え ん

が行
おこな

われたときにも、その支援
し え ん

が一体
いったい

どういう状態
じょうたい

だったのか、なぜそういう事態
じ た い

になったのか、施設
し せ つ

ぐるみで再検
さいけん

証
しょう

し改善
かいぜん

していく取組
と り く

みができるよう、運営
うんえい

体制
たいせい

の構築
こうちく

を図
はか

っていくことが可能
か の う

な入所施設
にゅうしょしせつ

を目指
め ざ

すべきである。 
 

（地域
ち い き

と関
かか

わり、地域
ち い き

を変
か

えていくこと） 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が「内向
う ち む

き」の考
かんが

えに陥
おちい

らず、地域
ち い き

を作
つく

っていくという視点
し て ん

で地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を進
すす

めていく運営
うんえい

を行
おこな

う入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきである。 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を終
つい

の棲家
す み か

にしないよう、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

だけで障
しょう

がい福祉
ふ く し

の課題
か だ い

を解決
かいけつ

するのではなく、地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

の中で、他
ほか

の事業所
じぎょうしょ

等
とう

と連携
れんけい

して、地域
ち い き

全体
ぜんたい

で障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の生活
せいかつ

をどう支援
し え ん

していくかを考
かんが

えていく入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきである。 

〇 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の中
なか

で完結
かんけつ

する支援
し え ん

でなく、施設
し せ つ

から外
そと

に出
で

て行
い

く場所
ば し ょ

を作
つく

り、地域
ち い き

との関
かか

わりの中
なか

で、利用者
りようしゃ

の可能性
かのうせい

が広
ひろ

がって、本人
ほんにん

の自己
じ こ

肯定感
こうていかん

が得
え

られるような日中
にっちゅう

活動
かつどう

を保障
ほしょう

することのできる入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

を目指
め ざ

すべきである。 



   

第十九条
だいじゅうきゅうじょう

 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

 

   この条約
じょうやく

の締約国
ていやくこく

は、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が他
ほか

の者
もの

と平等
びょうどう

の選択
せんたく

の機会
き か い

をもって地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

する平等
びょうどう

の権利
け ん り

を有
ゆう

すること

を認
みと

めるものとし、障害者
しょうがいしゃ

が、この権利
け ん り

を完全
かんぜん

に享受
きょうじゅ

し、並
なら

びに地域
ち い き

社会
しゃかい

に完全
かんぜん

に包容
ほうよう

され、及
およ

び参加
さ ん か

することを容易
よ う い

にする

ための効果的
こ う か て き

かつ適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。この措置
そ ち

には、次
つぎ

のことを確保
か く ほ

することによるものを含
ふく

む。 

  （ a
えー

） 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、居住地
きょじゅうち

を選択
せんたく

し、及
およ

びどこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかを選択
せんたく

する機会
き か い

を有
ゆう

すること並
なら

びに特定
とくてい

の生活
せいかつ

施設
し せ つ

で生活
せいかつ

する義務
ぎ む

を負
お

わないこと。 

  （ b
びー

） 地域
ち い き

社会
しゃかい

における生活
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

を支援
し え ん

し、並
なら

びに地域
ち い き

社会
しゃかい

からの孤立
こ り つ

及
およ

び隔離
か く り

を防止
ぼ う し

するために

必要
ひつよう

な在宅
ざいたく

サービス
さ ー び す

、居住
きょじゅう

サービス
さ ー び す

その他
た

の地域
ち い き

社会
しゃかい

支援
し え ん

サービス
さ ー び す

（個別
こ べ つ

の支援
し え ん

を含
ふく

む。）を障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

する機会
き か い

を

有
ゆう

すること。 

  （ c
しー

） 一般
いっぱん

住民
じゅうみん

向
む

けの地域
ち い き

社会
しゃかい

サービス
さ ー び す

及
およ

び施設
し せ つ

が、障害者
しょうがいしゃ

にとって他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として利用
り よ う

可能
か の う

であり、かつ、

障害者
しょうがいしゃ

のニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

していること。 

第十四条
だいじゅうよんじょう

 身体
しんたい

の自由
じ ゆ う

及
およ

び安全
あんぜん

 

 1 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、他
ほか

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、次
つぎ

のことを確保
か く ほ

する。 

  （ a
えー

） 身体
しんたい

の自由
じ ゆ う

及
およ

び安全
あんぜん

についての権利
け ん り

を享有
きょうゆう

すること。 

  （ b
びー

） 不法
ふ ほ う

に又
また

は恣意的
し い て き

に自由
じ ゆ う

を奪
うば

われないこと、いかなる自由
じ ゆ う

の剝奪
はくだつ

も法律
ほうりつ

に従
したが

って行
おこな

われること及
およ

びいかなる場合
ば あ い

に

おいても自由
じ ゆ う

の剝
はく

奪
だっ

が障害
しょうがい

の存在
そんざい

によって正当化
せ い と う か

されないこと。 

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょや く

 （抄
しょう

） 

（平成
へいせい

２６年
ねん

１月
がつ

３０日
にち

） 

（参考
さんこう

資料
し り ょ う

１０） 
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障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

 （抄
しょう

） 

（地域
ち い き

社会
しゃかい

における共生
きょうせい

等
など

） 

第三条
だいさんじょう

 

 第一条
だいいちじょう

に規定
き て い

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

は、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と等
ひと

しく、基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

を享
きょう

有
ゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

することを前提
ぜんてい

としつつ、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。 

 一
いち

 全
すべ

て障害者
しょうがいしゃ

は、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が確保
か く ほ

されること。 

 二
に

 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。 

 三
さん

 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、言語
げ ん ご

（手話
し ゅ わ

を含
ふく

む。）その他
た

の意思
い し

疎通
そ つ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

されるとと

もに、情報
じょうほう

の取得
し ゅ と く

又
また

は利用
り よ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

の拡大
かくだい

が図
はか

られること。 

（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

） 

第六条
だいろくじょう

 

 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、第一条
だいいちじょう

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
まえ

三条
さんじょう

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。 

（目的
も くてき

） 

第一条
だいいちじょう

 

 この法律
ほうりつ

は、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、等
ひと

しく基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

を享
きょう

有
ゆう

するかけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されるも

のであるとの理念
り ね ん

にのつとり、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によつて分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いな

がら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

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

に関
かん

し、基本
き ほ ん

原則
げんそく

を定
さだ

め、及
およ

び国
く に

、

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
など

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするとともに、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

の基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定
さだ

め

ること等
と う

により、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

に推進
すいしん

することを目的
も くてき

とする。 

（昭和
しょうわ

４５年
ねん

５月
がつ

２１日
にち

 法
ほう

律
りつ

第
だい

８４号
ごう

） 

（参考
さんこう

資料
し り ょ う

１１） 
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15 

（参考
さんこう

資料
し り ょ う

１２） 第
だい

６期
き

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

（令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

～５年度
ね ん ど

）について 

  

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
と う

及
およ

び障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
など

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

を確保
か く ほ

するための基本的
き ほ ん て き

な指針
し し ん

（抜粋
ばっすい

） 

（平成
へいせい

１８年
ねん

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

告示
こ く じ

第
だい

３９５号
ごう

）  

【最終
さいしゅう

改正
かいせい

 令和
れ い わ

２年
ねん

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

告示
こ く じ

第
だい

２１３号
ごう

】 

第一
だいいち

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
と う

及
およ

び障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
と う

の提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

事項
じ こ う

  

 一
いち

 基本的
き ほ ん て き

理念
り ね ん

 

    市町村
しちょうそん

及
およ

び都道府県
と ど う ふ け ん

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

や児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を踏
ふ

まえつつ、次
つぎ

に掲
かか

げる点
てん

に配慮
はいりょ

して、総合的
そうごうてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
など

を作成
さくせい

することが必要
ひつよう

である。 

  ３ 入所
にゅうしょ

等
と う

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

の支援
し え ん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
と う

の課題
か だ い

に対応
たいおう

したサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

    障害者
しょうがいしゃ

等
と う

の自立
じ り つ

支援
し え ん

の観点
かんてん

から、入所
にゅうしょ

等
と う

（福祉
ふ く し

施設
し せ つ

への入所
にゅうしょ

又
また

は病院
びょういん

への入院
にゅういん

）から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の継続
けいぞく

の

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

といった課題
か だ い

に対応
たいおう

したサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

を整
ととの

え、障害者
しょうがいしゃ

等
と う

の生活
せいかつ

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
さ さ

えるシステム
し す て む

を実現
じつげん

するため、

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の拠点
きょてん

づくり、ＮＰＯ
えぬぴーおー

等
と う

によるインフォーマルサービス
い ん ふ ぉ ー ま る さ ー び す

（法律
ほうりつ

や制度
せ い ど

に基
もと

づかない形
かたち

で提供
ていきょう

されるサービス
さ ー び す

）の提供
ていきょう

等
など

、

地域
ち い き

の社会
しゃかい

資源
し げ ん

を最大限
さいだいげん

に活用
かつよう

し、提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せ い び

を進
すす

める。 

    特
と く

に、入所
にゅうしょ

等
と う

から地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

については、地域
ち い き

生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

する者
もの

が地域
ち い き

での暮
く

らしを継続
けいぞく

することができるよう、必要
ひつよう

な

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
と う

が提供
ていきょう

される体制
たいせい

を整備
せ い び

する必要
ひつよう

があり、例
たと

えば、重度化
じ ゅ う ど か

・高齢化
こ う れ い か

した障害者
しょうがいしゃ

で地域
ち い き

生活
せいかつ

を希望
き ぼ う

する者
もの

に対
たい

して

は、日中
にっちゅう

サービス
さ ー び す

支援型
し え ん が た

指定
し て い

共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

により常時
じ ょ う じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

を確保
か く ほ

すること等
と う

により、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

が可能
か の う

となるよう

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

を確保
か く ほ

する。 

    また、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の拠点
きょてん

等
と う

の整
せい

備
び

に当
あ

たっては、地域
ち い き

生活
せいかつ

に対
たい

する安心感
あんしんかん

を担保
た ん ぽ

し、自立
じ り つ

した生活
せいかつ

希望
き ぼ う

する者
もの

に対
たい

する支援
し え ん

等
と う

を進
すす

めるために、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

、親元
おやもと

からの自立
じ り つ

等
と う

に係
かか

る相談
そうだん

、一人
ひ と り

暮
ぐ

らし、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

への入居
にゅうきょ

等
と う

の体験
たいけん

の機会
き か い

及
およ

び場
ば

の提供
ていきょう

、短期入所
たんきにゅうしょ

の利便性
り べ んせい

・対応力
たいおうりょく

の向上
こうじょう

等
と う

による緊急
きんきゅう

時
じ

の受入
うけいれ

対応
たいおう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

、人材
じんざい

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

・連携
れんけい

等
と う

による専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

並
なら

びにサービス
さ ー び す

拠点
きょてん

の整備
せ い び

及
およ

びコーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

の配置
は い ち

等
と う

による地域
ち い き

の体制
たいせい

づくりを行
おこな

う機能
き の う

が求
もと

められており、今後
こ ん ご

、障害者
しょうがいしゃ

の

重度化
じ ゅ う ど か

・高齢化
こ う れ い か

や「親
おや

亡
な

き後
あと

」を見据
み す

えて、これらの機能
き の う

をさらに強化
きょうか

する必要
ひつよう

がある。こうした拠点
きょてん

等
と う

の整
せい

備
び

にあわせて、相談
そうだん

支援
し え ん

を

中心
ちゅうしん

として、学校
がっこう

からの卒業
そつぎょう

、就職
しゅうしょく

、親元
おやもと

からの自立
じ り つ

等
と う

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

が変化
へ ん か

する節目
ふ し め

を見据
み す

えて、中長期的
ちゅうちょうきてき

視点
し て ん

に立
た

った継続
けいぞく

した

支援
し え ん

を行
おこな

う必要
ひつよう

がある。 
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第二
だ い に

 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
と う

及
およ

び障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
と 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

 

   障害者
しょうがいしゃ

等
と う

の自立
じ り つ

支援
し え ん

の観点
かんてん

から、地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

といった課題
か だ い

に対応
たいおう

するため、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

を目標
もくひょう

年度
ね ん ど

とする障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
など

において必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
と う

及
およ

び障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
し え ん

等
と 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

として、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

に係
かか

る目標
もくひょう

（成果
せ い か

目標
もくひょう

）を設定
せってい

することが適当
てきとう

である。また、これらの成果
せ い か

目標
もくひょう

を達成
たっせい

するため、活動
かつどう

指標
しひょう

（成果
せ い か

目標
もくひょう

を達成
たっせい

するために

必要
ひつよう

な量
りょう

等
と う

）を計画
けいかく

に見込
み こ

むことが適当
てきとう

である。なお、市町村
しちょうそん

及
およ

び都道府県
と ど う ふ け ん

においては、成果
せ い か

目標
もくひょう

及
およ

び活動
かつどう

指標
しひょう

に加
くわ

えて、独自
ど く じ

に

目標
もくひょう

及
およ

び指標
しひょう

を設定
せってい

することができるものとする。 

 一
いち

 福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

 

    地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

を進
すす

める観点
かんてん

から、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の福祉
ふ く し

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している障害者
しょうがいしゃ

（施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

）のうち、今後
こ ん ご

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

事業
じぎょ う

等
と う

を利用
り よ う

し、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

等
など

に移行
い こ う

する者
もの

の数
かず

を見込
み こ

み、その上
うえ

で、令和
れ い わ

五年
い ね ん

度
ど

末
まつ

における地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

する者
もの

の目標値
も くひ ょうち

を設定
せってい

する。その際
さい

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

においては、必要
ひつよう

な意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

が行
おこな

われ、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

等
と う

に

関
かん

し、本人
ほんにん

の意思
い し

が確認
かくにん

されていることが重要
じゅうよう

である。当該
とうがい

目標値
も くひ ょうち

の設定
せってい

に当
あ

たっては、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の６

パーセント
ぱ ー せ ん と

以上
いじょう

が地域
ち い き

生活
せいかつ

へ移行
い こ う

することとするとともに、これに合
あ

わせて令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

の施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

を令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

の

施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

から１.６パーセント
ぱ ー せ ん と

以上
いじょう

削減
さくげん

することを基本
き ほ ん

とする。 

    当該
とうがい

目標値
も くひ ょうち

の設定
せってい

に当
あ

たっては、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

末
まつ

において、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

で定
さだ

めた令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

までの数値
す う ち

目標
もくひょう

が達
たつ

成
せい

されないと

見込
み こ

まれる場合
ば あ い

は、未達成
みた っせい

割合
わりあい

を令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

末
まつ

における地域
ち い き

生活
せいかつ

に移行
い こ う

する者
もの

及
およ

び施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の削減
さくげん

割合
わりあい

の目標値
も くひ ょうち

に加
くわ

えた割合
わりあい

以上
いじょう

を目標値
も くひ ょうち

とする。 

    なお、施設
し せ つ

入所者数
にゅうしょしゃすう

の設定
せってい

のうち、新
あら

たに施設
し せ つ

へ入所
にゅうしょ

する者
もの

を見込
み こ

むに当
あ

たっては、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
と う

での対応
たいおう

が困難
こんなん

な者
もの

等
と う

、

真
しん

に施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

の検討
けんとう

等
と う

を市町村
しちょうそん

、関係者
かんけいしゃ

により協議
きょうぎ

の上
うえ

、その結果
け っ か

を踏
ふ

まえて設定
せってい

すべきものであることに留意
りゅうい

する必要
ひつよう

がある。 

    加
くわ

えて、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

においては、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の個々
こ こ

の状況
じょうきょう

に応
おう

じた意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の実施
じ っ し

や地域
ち い き

における関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

により、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

に取
と

り組
く

むことと併
あわ

せて、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

等
など

の生活
せいかつ

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

る観点
かんてん

から、一層
いっそう

の

小規模化
し ょ う き ぼ か

等
と う

を進
すす

めること、障害者
しょうがいしゃ

の重度化
じ ゅ う ど か

・高齢化
こ う れ い か

に対応
たいおう

した専門的
せんもんてき

なケア
け あ

を行
おこな

う体制
たいせい

を確保
か く ほ

することが求
もと

められる。さらに、障害
しょうがい

への理解
り か い

を促進
そくしん

するため、地域
ち い き

交流
こうりゅう

の機会
き か い

を確保
か く ほ

するとともに地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障害者
しょうがいしゃ

等
と う

に対
たい

する支援
し え ん

を行
おこな

う等
など

、地域
ち い き

に開
ひら

かれてい

ることが望
のぞ

ましい。 


