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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

報告書
ほうこくしょ

 骨子
こ っ し

案
あん

 

 

令和
れ い わ

４年
ねん

３月
がつ

 日
にち

 

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

 

 

 

序
じょ

 

 

１ これまでの経緯
け い い

 

（検討
けんとう

経緯
け い い

、会議
か い ぎ

の進
すす

め方
かた

、ヒアリング
ひ あ り ん ぐ

団体
だんたい

等
とう

への謝辞
し ゃ じ

、県
けん

への要請
ようせい

など） 

 

２ 中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

の提言
ていげん

を受
う

けての議論
ぎ ろ ん

 

（１）神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の現状
げんじょう

と未来
み ら い

予測
よ そ く

 

（２）当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

（「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」について） 

（３）普遍的
ふへんてき

な仕組
し く

みへの論点
ろんてん

設定
せってい

（憲章
けんしょう

、宣言
せんげん

を起点
き て ん

にした条例
じょうれい

等
とう

の制定
せいてい

） 

 

 

Ⅰ 神奈川
か な が わ

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の将来
しょうらい

展望
てんぼう

 

 

１ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

と目指
め ざ

す未来
み ら い

 

（１）基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

（七
なな

つの理念
り ね ん

） 

 ⅰ 誰
だれ

もが個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されること 

 ⅱ 心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

け、互
たが

いの心
こころ

が輝
かがや

く支援
し え ん

を広
ひろ

げていくこと 

 ⅲ 政策
せいさく

決定
けってい

過程
か て い

への当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

を進
すす

めること 

 ⅳ 可能性
かのうせい

を引き出
ひ き だ

す、専門性
せんもんせい

の高
たか

い個別
こ べ つ

のサポート
さ ぽ ー と

に取組
と り く

んでいくこと 

 ⅴ その人
ひと

らしい、希望
き ぼ う

する暮
く

らしを実現
じつげん

すること 

 ⅵ 持続
じ ぞ く

可能
か の う

で多様性
たようせい

があり、誰
だれ

も排
はい

除
じょ

しない社会
しゃかい

を実現
じつげん

すること 

 ⅶ オール
お ー る

神奈川
か な が わ

で地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を創造
そうぞう

していくこと 

 

 

 

当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉に係
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

 

第
だい

９回
かい

 （令和
れ い わ

４年
ねん

２月
がつ

21日
にち

） 資料
しりょう

２ 
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（２）目指
め ざ

す未来
み ら い

（十
じゅっ

の方向性
ほうこうせい

） 

 ① 住
す

み慣
な

れた場所
ば し ょ

で、差別
さ べ つ

や虐待
ぎゃくたい

を受
う

けることなく、安心
あんしん

して生活
せいかつ

できる 

② いつでも生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を相談
そうだん

できる機関
き か ん

、場所
ば し ょ

がある 

③ 本人
ほんにん

の自己
じ こ

決定
けってい

が尊重
そんちょう

され、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の仕組
し く

みが機能
き の う

している 

④ 支援者
しえんしゃ

と対等
たいとう

な関係
かんけい

で、良
よ

き暮
く

らし、良
よ

き社会
しゃかい

を目指
め ざ

して協働
きょうどう

できる 

⑤ 地域
ち い き

生活
せいかつ

が実現
じつげん

するよう、可能性
かのうせい

を引き出
ひ き だ

す専門的
せんもんてき

な支援
し え ん

体制
たいせい

がある 

 ⑥ いきいきと過
す

ごすことのできる日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

と、快適
かいてき

な住
す

まいがある 

 ⑦ いのち輝
かがや

かせて豊
ゆた

かな生活
せいかつ

が送
おく

れる、その人
ひと

らしい暮
く

らし方
かた

が選択
せんたく

できる 

⑧ 医療
いりょう

や教育
きょういく

などの関連
かんれん

領域
りょういき

との連携
れんけい

により、生活
せいかつ

課題
か だ い

が解
かい

決
けつ

される 

⑨ 地域
ち い き

の担
にな

い手
て

として活躍
かつやく

できる、社会
しゃかい

参加
さ ん か

や就労
しゅうろう

等
とう

の機会
き か い

がある 

 ⑩ それぞれの様々
さまざま

な才能
さいのう

を発揮
は っ き

でき、違
ちが

いを認
みと

め、誰
だれ

も排
はい

除
じょ

しない地域
ち い き

社会
しゃかい

である 

 

２ 今後
こ ん ご

取組
と り く

むべき重要
じゅうよう

な施策
し さ く

 

（１）個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

が守
まも

られる社会
しゃかい

の構築
こうちく

（目指
め ざ

す未来
み ら い

：①、③） 

 ・ 「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」、「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉実現
じつげん

宣言
せんげん

」の理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

に努
つと

めること  

・ 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

のない社会
しゃかい

を実現
じつげん

すること 

 ・ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

の仕組
し く

みが整
ととの

えられた、障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

のない社会
しゃかい

を実現
じつげん

すること 

 

（２）心
こころ

の声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

け、互
たが

いの心
こころ

が輝
かがや

く支援
し え ん

（目指
め ざ

す未来
み ら い

：②、③） 

 ・ 障
しょう

がい者
しゃ

の誰
だれ

もが意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を受
う

けることができるようにすること 

 ・ 相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充
じゅう

実
じつ

に努
つと

めること（伴走型
ばんそうがた

の支援
し え ん

を目指
め ざ

す） 

 ・ 県立
けんりつ

施設
し せ つ

の支援
し え ん

内容
ないよう

のさらなる検証
けんしょう

を行
おこな

うこと ※ 中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

での提言
ていげん

の引継
ひ き つ

ぎ 

 

（３）本人
ほんにん

活動
かつどう

の推進
すいしん

（目指
め ざ

す未来
み ら い

：③、④） 

 ・ 本人
ほんにん

（障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

）活動
かつどう

に対
たい

する支援
し え ん

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

を図
はか

ること 

・ 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の政策
せいさく

決定
けってい

過程
か て い

への参加
さ ん か

を進
すす

めること 

 

（４）本人
ほんにん

の可能性
かのうせい

を引
ひ

き出
だ

す、専門的
せんもんてき

な個別
こ べ つ

のサポート
さ ぽ ー と

（目指
め ざ

す未来
み ら い

：⑤） 

 ・ いわゆる「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」の人
ひと

に対
たい

する支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ること 

 ・ 高齢化
こうれいか

への対応
たいおう

を推進
すいしん

すること 

 ・ 新
あら

たな課題
か だ い

（医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

・者
しゃ

、障
しょう

がいに関係
かんけい

する、孤立
こ り つ

・孤独
こ ど く

、ひきこもり、

生活
せいかつ

困窮
こんきゅう

、ケアラー
け あ ら ー

、家族
か ぞ く

支援
し え ん

 等
など

）への対応
たいおう

を図
はか

っていくこと 
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（５）その人
ひと

らしい暮
く

らしの実現
じつげん

～社会
しゃかい

資源
し げ ん

の充実方策
 じゅうじつほうさく

（目指
め ざ

す未来
み ら い

：⑥、⑦、⑧、⑨） 

・ 人
ひと

と人
ひと

のつながりのある居場所
い ば し ょ

、本人
ほんにん

の力
 ちから

が発揮
は っ き

できる出番
で ば ん

を作
つく

り出
だ

していくこと 

・ 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を推進
すいしん

するとともに、地域
ち い き

生活
せいかつ

及
およ

び居住
きょじゅう

の支援
し え ん

を進
すす

めること 

・ 圏域
けんいき

毎
ごと

の自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の活性化
かっせいか

を図
はか

り、市町村
しちょうそん

支援
し え ん

に取組
と り く

むこと 

・ 福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

と養成
ようせい

を進
すす

めること 

・ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の役割
やくわり

の縮 小
しゅくしょう

、転換
てんかん

を図
はか

り、緊急
きんきゅう

時
じ

対応
たいおう

と通過型
つうかがた

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

に

重点化
じゅうてんか

すること 

 

（６）多様
た よ う

な価値観
か ち か ん

の取
と

り込
こ

み、持続
じ ぞ く

可能
か の う

な誰
だれ

も排
はい

除
じょ

しない社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

（目指
め ざ

す未来
み ら い

：⑨、⑩） 

 ・ 障
しょう

がい者
しゃ

アート
あ ー と

など、それぞれの才能
さいのう

を最大限
さいだいげん

引
ひ

き出
だ

す取
と

り組
く

みを進
すす

めること 

 ・ ポスト
ぽ す と

ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の議論
ぎ ろ ん

を加速
か そ く

させること 

 ・ 制度
せ い ど

の持続
じ ぞ く

可能性
かのうせい

の確保
か く ほ

 

 

（７）地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

したオール
お ー る

神奈川
か な が わ

の取組
と り く

み（目指
め ざ

す未来：⑨、⑩） 

 ・ 障
しょう

がい者
しゃ

も含
ふく

めた地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

を目指
め ざ

し、誰
だれ

もがいのち輝
かがや

かせて暮
く

らす

ことのできる地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

すること 

・ 関連
かんれん

領域
りょういき

（医療
いりょう

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

、住宅
じゅうたく

、農業
のうぎょう

、商工
しょうこう

等
とう

）と連携
れんけい

を図
はか

った、包括的
ほうかつてき

 

な支援
し え ん

体制
たいせい

を構築
こうちく

すること 

 

 

３ 今後
こ ん ご

の施策
し さ く

等
とう

の進
すす

め方
かた

 

 ・ 長期的
ちょうきてき

なビジョン
び じ ょ ん

に基
もと

づいた施策
し さ く

の展開
てんかい

を図
はか

ること 

 ・ できることから速
すみ

やかに取組
と り く

むこと（サブグループ
さ ぶ ぐ る ー ぷ

づくりなど） 

 ・ 効果
こ う か

検証
けんしょう

をしっかりと行
おこな

うこと（ＰＤＣＡ
ぴーでぃーしーえー

サイクル
さ い く る

を回
まわ

す） 

 

Ⅱ 今後
こ ん ご

の具体的
ぐたいてき

な取組
と り く

みの方向性
ほうこうせい

 

 

１ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

 ① いわゆる「強度
きょうど

行動障
こうどうしょう

がい」の人
ひと

の支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

 

 ② 高齢化
こうれいか

に伴
ともな

う支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

 ③ 地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

の推進
すいしん

、地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん
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 ④ 日中
にっちゅう

活動
かつどう

のさらなる充実
じゅうじつ

 

 ⑤ 居住
きょじゅう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

 

  ※ 障
しょう

がい児
じ

及
およ

び家族
か ぞ く

の支援
し え ん

について引
ひ

き続
つづ

き検討
けんとう

 

 ※ ３障
しょう

がいに広
ひろ

げた福祉
ふ く し

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

について引
ひ

き続
つづ

き検討
けんとう

 

 

２  地域
ち い き

の福祉
ふ く し

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

 

 ① 医療
いりょう

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

、農業
のうぎょう

、商工
しょうこう

等
とう

との連携
れんけい

 

 ② 福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

、育成
いくせい

 

 

３ 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）のあり方
かた

 

 ○ 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の役割
やくわり

の縮 小
しゅくしょう

、転換
てんかん

（緊急時
きんきゅうじ

対応
たいおう

と通過型
つうかがた

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

に重点化
じゅうてんか

） 

 

  ※ 県立
けんりつ

施設
し せ つ

のあり方
かた

について次期
じ き

指定
し て い

管理
か ん り

期間
き か ん

においてさらに検討
けんとう

 

 

４ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の徹底
てってい

と権利
け ん り

擁護
よ う ご

 

 ① 本人
ほんにん

活動
かつどう

の推進
すいしん

、政策
せいさく

決定
けってい

過程
か て い

への参加
さ ん か

 

 ② 虐待
ぎゃくたい

ゼロ
ぜ ろ

の実現
じつげん

 

 ③ 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の推進
すいしん

 

 

５ 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

 

 ① 地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケアシステム
け あ し す て む

の対象
たいしょう

拡大
かくだい

 

 ② 包括的
ほうかつてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

 ③ 「ともに生
い

きる社会
しゃかい

かながわ憲章
けんしょう

」や「当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

実現
じつげん

宣言
せんげん

」等
とう

の

理念
り ね ん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

（障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

のない地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

）  

 

６ 先駆的
せんくてき

な取組
と り く

みや理念
り ね ん

の積極的
せっきょくてき

な取込
と り こ

み 

 ① 多様
た よ う

な価値観
か ち か ん

の取込
と り こ

み 

  （文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の振興
しんこう

、ロボット
ろ ぼ っ と

・ＩＣＴ
あいしーてぃー

技術
ぎじゅつ

の活用
かつよう

、ポスト
ぽ す と

ＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

 等
とう

） 

 ② 制度
せ い ど

の持続
じ ぞ く

可能性
かのうせい

の確保
か く ほ
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１ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の充
じゅう

強化
きょうか

 

 

② 高齢化
こうれいか

に伴
ともな

う支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

 

 

ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

○ 内閣府
ないかくふ

によると、令和
れ い わ

２年
ねん

10月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

、日本
に ほ ん

の総人口
そうじんこう

約
やく

１億
おく

2,571万人
まんにん

に対
たい

し、

高齢者
こうれいしゃ

は3,619万人
まんにん

となり、総人口
そうじんこう

に占
し

める65歳
さい

以上
いじょう

の人
ひと

の割合
わりあい

（高齢化率
こうれいかりつ

）は28.8

％
ぱーせんと

となっている1。神奈川県
か な が わ け ん

では、令和
れ い わ

２年
ねん

1月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

、総人口
そうじんこう

約
やく

920万人
まんにん

に対
たい

し、65歳
さい

以上
いじょう

人口
じんこう

は約
やく

231万人
まんにん

で、高齢化率
こうれいかりつ

は25.4 ％
ぱーせんと

となっている。 

○ 国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうじょ

によると、出 生
しゅっしょう

中位
ちゅうい

・死亡
し ぼ う

中位
ちゅうい

推計
すいけい

では、2040

年
ねん

には、総人口
そうじんこう

１億
おく

1,092万人
まんにん

に対
たい

し、高齢者
こうれいしゃ

は3,920万人
まんにん

と見込
み こ

まれており、その

時
とき

の日本
に ほ ん

の高齢化率
こうれいかりつ

は35.3 ％
ぱーせんと

に上
のぼ

ると推計
すいけい

されている2。人口
じんこう

構造
こうぞう

は短期間
たんきかん

で大
おお

きく変化
へ ん か

することはないため、今後
こ ん ご

も高齢化
こうれいか

が進
すす

むものと考
かんが

えられる。 

○ 65歳
さい

以上
いじょう

の高齢
こうれい

の障
しょう

がい者数
しゃすう

については、平成
へいせい

28年
ねん

の国立
こくりつ

のぞみの園
その

の調査
ちょうさ

に

よると、全国
ぜんこく

で高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

は487万人
まんにん

、そのうち2.9万人
まんにん

が障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

に

入所
にゅうしょ

しており、1.4万人
まんにん

がグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を利用
り よ う

しているとされている3。 

○ また、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

によると、在宅
ざいたく

の高齢障
こうれいしょう

がい者数
しゃすう

は341.8万人
まんにん

であり、同時点
どうじてん

の高齢者
こうれいしゃ

数
すう

3,459万
まん

人
ひと

に対
たい

する割合
わりあい

が約
やく

10 ％
ぱーせんと

であった4。これを将来
しょうらい

推計
すいけい

人口
じんこう

に

当
あ

てはめると、2040年
ねん

の在宅
ざいたく

の高齢者数
こうれいしゃすう

が3,920万人
まんにん

と見込
み こ

まれることから、2040

年
ねん

の在宅
ざいたく

の高齢障
こうれいしょう

がい者数
しゃすう

は、その10 ％
ぱーせんと

、すなわち約
やく

390万人
まんにん

と推察
すいさつ

される。 

○ 公的
こうてき

な障害福祉
しょうがいふくし

サービス
さ ー び す

においては、障
しょう

がい福祉
ふ く し

と介護
か い ご

サービス
さ ー び す

の円滑
えんかつ

なつなが

りを確保
か く ほ

するため、平成
へいせい

30年
ねん

に「共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

」が創設
そうせつ

されている。本県
ほんけん

では、

令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

現在
げんざい

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の訪問
ほうもん

介護
か い ご

16事業所
じぎょうしょ

、通所
つうしょ

介護
か い ご

２事業所
じぎょうしょ

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の居宅
きょたく

介護
か い ご

６事業所
じぎょうしょ

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

６事業所
じぎょうしょ

、生活
せいかつ

介護
か い ご

14事業所
じぎょうしょ

、自立
じ り つ

訓練
くんれん

（機能
き の う

訓練
くんれん

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

）３事業所
じぎょうしょ

、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

２事業所
じぎょうしょ

、放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービス
で い さ ー び す

３事業所
じぎょうしょ

、短期
た ん き

入所
にゅうしょ

３事業所
じぎょうしょ

が共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

の指定
し て い

を受
う

けている。 

○ また、平成
へいせい

30年
ねん

から、現在
げんざい

65歳
さい

以上
いじょう

で、65歳
さい

になるまでに５年
ねん

以上
いじょう

特定
とくてい

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けていた人
ひと

で、障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

が区分
く ぶ ん

２以上
いじょう

であること

                                                   

1 「令和
れ い わ

３年度版
ねんどばん

高齢
こうれい

社会
しゃかい

白書
はくしょ

」（令和
れ い わ

３年
ねん

、内閣府
ないかくふ

） 

2 「日本
に ほ ん

の将来
しょうらい

推計
すいけい

人口
じんこう

（平成
へいせい

29年
ねん

推計
すいけい

）」（平成
へいせい

29年
ねん

、国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうじょ

） 

3 「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

における高齢期
こうれいき

支援
し え ん

に関
かん

する実態
じったい

調査
ちょうさ

報告書
ほうこくしょ

」（平成
へいせい

28年
ねん

、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国立
こくりつ

重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

施設
し せ つ

のぞみの園
その

） 

4 「平成
へいせい

28年
ねん

生活
せいかつ

のしづらさ等
とう

に関
かん

する調査
ちょうさ

（全国
ぜんこく

在宅
ざいたく

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

等
とう

実態
じったい

調査
ちょうさ

）」（平成
へいせい

30年
ねん

、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

） 

報告書
ほうこくしょ

のイメージ
い め ー じ

（一部
い ち ぶ

） 
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など一定
いってい

の要件
ようけん

を満
み

たす場合
ば あ い

、申請
しんせい

により障害
しょうがい

福祉
ふ く し

相当
そうとう

介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

の利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

額
がく

が償還
しょうかん

される制度
せ い ど

（新高額
しんこうがく

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

等
とう

給付費
きゅうふひ

)も始
はじ

まった。 

○ 地域
ち い き

で老
お

いていき、そして人生
じんせい

の最期
さ い ご

まで、一緒
いっしょ

に生
い

きてきた仲間
な か ま

たちとともに 

過
す

ごしたいと思
おも

っていても、障
しょう

がいがあるがゆえに、ターミナルケア
た ー み な る け あ

が必要
ひつよう

となっ

た場面
ば め ん

で住
す

み慣
な

れた場所
ば し ょ

での支援
し え ん

を受
う

けることが困難
こんなん

となる高齢
こうれい

の障
しょう

がい者
しゃ

もい

る5。年齢
ねんれい

を重
かさ

ねて、終末期
しゅうまつき

ケア
け あ

の場所
ば し ょ

や、医療
いりょう

処置
し ょ ち

の必要
ひつよう

がなくなったあとの看取
み と

りなどの課題
か だ い

は、障
しょう

がいにかかわらないこととして捉
とら

えていく必要
ひつよう

がある。 

 

イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

（医療
いりょう

、看護
か ん ご

体制
たいせい

の整備
せ い び

） 

○ 人生
じんせい

の最期
さ い ご

の場面
ば め ん

まで、ともに生活
せいかつ

してきた仲間
な か ま

と一緒
いっしょ

に、住
す

み慣
な

れた場所
ば し ょ

で生活
せいかつ

を継続
けいぞく

できることが可能
か の う

となるよう、一義的
いちぎてき

には市町村
しちょうそん

が、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

や訪問
ほうもん

医療
いりょう

等
など

のサービス
さ ー び す

を受
う

けやすい体制
たいせい

を整備
せ い び

するよう努
つと

めることとし、県
けん

はその実現
じつげん

のため

の支援
し え ん

を行
おこな

うべきである。 

 

○  在宅
ざいたく

で常時
じょうじ

医療的
いりょうてき

なケア
け あ

が必要
ひつよう

な高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

に対
たい

し、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

において、夜間
や か ん

の緊急時
きんきゅうじ

の対応
たいおう

が可能
か の う

となるよう、県
けん

は、夜間
や か ん

の

看護師
か ん ご し

配置
は い ち

のための財政
ざいせい

支援
し え ん

措置
そ ち

など、必要
ひつよう

な体制
たいせい

を構築
こうちく

する取組
と り く

みについて検討
けんとう

すべきである。 

 

（居住
きょじゅう

支援
し え ん

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

） 

○ 県
けん

は、高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

の受
う

け入れを念頭
ねんとう

に置
お

いた、既存
き そ ん

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

や障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
など

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

化
か

を図
はか

るために必要
ひつよう

な財政的
ざいせいてき

措置
そ ち

を引
ひ

き続
つづ

き講
こう

じるとと

もに、建物
たてもの

の設計
せっけい

やそのノウハウ
の う は う

の共有
きょうゆう

を通
とお

して、高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

も住
す

みやすい

居住
きょじゅう

支援
し え ん

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を進
すす

めるべきである。 

 

（社会
しゃかい

参加
さ ん か

機会
き か い

の継続
けいぞく

） 

○ 特
とく

に高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

に対
たい

しては、どういう暮
く

らし方
かた

をしたいかといった意向
い こ う

を確認
かくにん

する中
なか

で、就労
しゅうろう

等
とう

の継続
けいぞく

の意思
い し

も含
ふく

めて確認
かくにん

することが必要
ひつよう

である。県
けん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、本人
ほんにん

が希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

は可能
か の う

な限
かぎ

り生涯
しょうがい

現役
げんえき

で働
はたら

き続
つづ

けることができるような

体制
たいせい

を整備
せ い び

することを通
とお

して、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

する機会
き か い

の継続
けいぞく

を保障
ほしょう

する

など、一人
ひ と り

ひとりに必要
ひつよう

な個別
こ べ つ

の支援
し え ん

をすべきである。 

 

                                                   

5 「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

のあり方
かた

に関
かん

する実態
じったい

調査
ちょうさ

【報告書
ほうこくしょ

】（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

推進
すいしん

事業
じぎょう

）」（平成
へいせい

31年
ねん

、三菱
みつびし

ＵＦＪ
ゆーえふじぇい

リサーチ
り さ ー ち

＆
あんど

コンサルティング
こ ん さ る て ぃ ん ぐ

） 
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（高齢化
こうれいか

に伴
ともな

う福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の利
り

活用
かつよう

） 

○ 障
しょう

がいのある人
ひと

たちの福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

や補聴器
ほちょうき

等
など

の利
り

活用
かつよう

は、十分
じゅうぶん

に進
すす

んでいない

側面
そくめん

がある。県
けん

は、補
ほ

装具
そ う ぐ

等
とう

の製造事
せいぞうじ

業者
ぎょうしゃ

や販売事
はんばいじ

業者
ぎょうしゃ

、経産局
けいさんきょく

や厚生局
こうせいきょく

などの

国
くに

の機関
き か ん

なども交
まじ

え、当事者
とうじしゃ

にとって福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

等
とう

がより使
つか

いやすくなるよう

フィッテイング
ふ ぃ っ て い ん ぐ

（寸法
すんぽう

合
あ

わせ）技術
ぎじゅつ

の向上
こうじょう

や開発
かいはつ

につながる課題
か だ い

の共有
きょうゆう

を図
はか

るべき

である。 

 

（人材
じんざい

育成
いくせい

） 

○ 事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、支援員
しえんいん

等
とう

が高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

の支援
し え ん

スキル
す き る

や知識
ち し き

、身体的
しんたいてき

介護
か い ご

の方法
ほうほう

 

等
とう

について、適切
てきせつ

に学
まな

び、支援
し え ん

に生
い

かすことができるよう、必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

等
とう

の機会
き か い

を

設
もう

けることとし、県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、事業所
じぎょうしょ

等
とう

が研修
けんしゅう

等
とう

を適
てき

切
せつ

に受講
じゅこう

できるよ

う支援
し え ん

を行
おこな

うこととすべきである。 

 

（共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

等
とう

のより一層
いっそう

の推進
すいしん

） 

○ 行政
ぎょうせい

は、障
しょう

がいを持
も

った方
かた

が、年齢
ねんれい

を理由
り ゆ う

にサービス
さ ー び す

が断続化
だんぞくか

されることなく、 

住
す

み慣
な

れた場所
ば し ょ

での生活
せいかつ

や、受
う

け慣
な

れたサービス
さ ー び す

を継続
けいぞく

して受
う

けることが可能
か の う

とな

るよう、その障
しょう

がい特性
とくせい

も踏
ふ

まえながら、共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

が過不足
か ふ そ く

なく整備
せ い び

され、

円滑
えんかつ

に利用
り よ う

ができるよう事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

し制度
せ い ど

の周知
しゅうち

を図
はか

るとともに、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

などの場
ば

を活用
かつよう

し、地域
ち い き

における共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

の必要度
ひつようど

について関係者
かんけいしゃ

の

議論
ぎ ろ ん

を促
うなが

す取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 

 

○ 障
しょう

がい者
しゃ

が高齢化
こうれいか

した際
さい

に、共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

により老人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

や特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

等
とう

で暮
く

らすことも制度上
せいどじょう

は可能
か の う

となっているが、その指定事
し て い じ

業者数
ぎょうしゃすう

が少
すく

ない

現状
げんじょう

がある。県
けん

は、そうした暮
く

らしが障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の選択肢
せんたくし

の一
ひと

つとなるよう、

体制
たいせい

の整備
せ い び

を推進
すいしん

すべきである。 

 

○ 県
けん

は、介護
か い ご

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

事業者
じぎょうしゃ

が、 障
しょう

がいのある人
ひと

を受
う

け入
い

れやすくするため、

高齢障
こうれいしょう

がい者
しゃ

に対
たい

する支援
し え ん

のノウハウ
の う は う

に乏
とぼ

しい介護
か い ご

サービス
さ ー び す

事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

して、

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
など

の専門
せんもん

職員
しょくいん

を派遣
は け ん

し、当該
とうがい

施設
し せ つ

等
など

に障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

に関
かん

する技術
ぎじゅつ

指導
し ど う

や助言
じょげん

を行
おこな

うことや、介護
か い ご

サービス
さ ー び す

事業者
じぎょうしゃ

が障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

し

て、高齢
こうれい

で障
しょう

がいのある方
かた

に対
たい

する介護
か い ご

技術
ぎじゅつ

に関
かん

する助言
じょげん

を行
おこな

うなど、双方
そうほう

がその

ノウハウ
の う は う

を共有
きょうゆう

できるような仕組
し く

みを創設
そうせつ

すべきである。 

 

○ 県
けん

は、 障
しょう

がい者
しゃ

の支援
し え ん

を担
にな

っている職員
しょくいん

と高齢者
こうれいしゃ

の支援
し え ん

を担
にな

っている職員
しょくいん

が

合同
ごうどう

で参加
さ ん か

できる支援力
しえんりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

る研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

することにより、それぞれの

支援者
しえんしゃ

をつなげることを通
つう

じて高齢者
こうれいしゃ

と障
しょう

がい者
しゃ

が一緒
いっしょ

に暮
く

らすことが可能
か の う

とな
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るような取組
と り く

みを進
すす

める機会
き か い

を設
もう

けるべきである。 

 

（障
しょう

がい分野
ぶ ん や

と介護
か い ご

分野
ぶ ん や

の連携
れんけい

強化
きょうか

） 

○ 当事者
とうじしゃ

が受
う

けたいサービス
さ ー び す

等
とう

の意思
い し

を十分
じゅうぶん

に反映
はんえい

し、障
しょう

がい福祉
ふ く し

と介護
か い ご

保険
ほ け ん

の

それぞれのサービス
さ ー び す

を組
く

み合
あ

わせた総合的
そうごうてき

なサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

が実現
じつげん

できるよう、県
けん

は、

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

な ど の 場
ば

を 活用
かつよう

し 、 当事者
とうじしゃ

や 家族
か ぞ く

と 相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

、

ケアマネージャー
け あ ま ね ー じ ゃ ー

、市町村
しちょうそん

の 障
しょう

がい福祉
ふ く し

主管課
しゅかんか

、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

、共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

事業所
じぎょうしょ

、医療
いりょう

機関
き か ん

、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

事業所
じぎょうしょ

等
など

の関係者
かんけいしゃ

が集
あつ

まる機会
き か い

を設
もう

ける

こととすべきである。 

 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

と介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス
さ ー び す

を併用
へいよう

することや、共生型
きょうせいがた

サービス
さ ー び す

を

利用
り よ う

することが、当事者
とうじしゃ

本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

する生活
せいかつ

を支援
し え ん

していくためには肝要
かんよう

であり、

介護
か い ご

保険
ほ け ん

優先
ゆうせん

の運用
うんよう

で機械的
きかいてき

に移行
い こ う

するのではなく、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた対応
たいおう

を

行
おこな

う必要
ひつよう

がある。県
けん

は、市町村
しちょうそん

と連携
れんけい

し、適正
てきせい

な運用
うんよう

を図
はか

るべきである。 
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４ 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の徹底
てってい

と権利擁護
よ う ご

 

① 本人
ほんにん

活動
かつどう

の推進
すいしん

、政策
せいさく

決定
けってい

過程
か て い

への参加
さ ん か

 

 

 ア
あ

 現状
げんじょう

・課題
か だ い

 

〇 近年
きんねん

注目
ちゅうもく

されているピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

とは、一般
いっぱん

に同
おな

じ課題
か だ い

や環境
かんきょう

を体験
たいけん

する人
ひと

が、

その体験
たいけん

から来
く

る感情
かんじょう

を共有
きょうゆう

することで専門
せんもん

職
しょく

による支援
し え ん

では得
え

がたい安心感
あんしんかん

や自己
じ こ

肯定感
こうていかん

を得
え

られることを言
い

い、歴史的
れきしてき

には、身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

による自立
じ り つ

生活
せいかつ

運動
うんどう

により始
はじ

まり、後
あと

に、知的障
ちてきしょう

がいや精神障
せいしんしょう

がいの分野
ぶ ん や

にも広
ひろ

がって、今日
き ょ う

、広
ひろ

く定着
ていちゃく

し始
はじ

めている。 

 

〇 近年
きんねん

の動向
どうこう

をみると、国
くに

の社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎ か い

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

が平成
へいせい

２７年
ねん

に取
と

りまと 

めた、「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

施行
し こ う

３年後
ね ん ご

の見直
み な お

しについて」において、「地域
ち い き

移行
い こ う

や地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

に有効
ゆうこう

なピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

について、その質
しつ

を確保
か く ほ

するため、ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

を

担
にな

う人材
じんざい

を養成
ようせい

する研修
けんしゅう

を含
ふく

め、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うべき」とされ、平成
へいせい

２８年
ねん

成立
せいりつ

の改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の附帯
ふ た い

決議
け つ ぎ

においても、「ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の活用
かつよう

等
とう

の取組
とりくみ

を

一層
いっそう

推進
すいしん

すること」とされた。 

国
くに

は、厚生
こうせい

労働
ろうどう

科学
か が く

研究
けんきゅう

等
とう

における検討
けんとう

を踏
ふ

まえ、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の養成
ようせい

や管理者
かんりしゃ

等
など

がピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

への配慮
はいりょ

や活用
かつよう

方法
ほうほう

を 習
しゅう

得
とく

する「障害者
しょうがいしゃ

ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

」を創設
そうせつ

し、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業費
じぎょうひ

等
とう

補助
ほ じ ょ

金
きん

の補助
ほ じ ょ

対象
たいしょう

とした。 

 

〇 県
けん

では、精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

地域
ち い き

移行
い こ う

･地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

事業
じぎょう

において、精神障
せいしんしょう

がいの当事者
とうじしゃ

であるピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

を養成
ようせい

し、長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

を促進
そくしん

するための

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

による精神科
せいしんか

病院
びょういん

への訪問
ほうもん

活動
かつどう

等
とう

を支援
し え ん

している。ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

は平成
へいせい

３０年度
ね ん ど

に４７人
にん

、令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

に４９人
にん

、令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

に５１人
にん

が登
とう

録
ろく

しており、

入院
にゅういん

患者
かんじゃ

や病院
びょういん

職員
しょくいん

を対象
たいしょう

とした地域
ち い き

生活
せいかつ

の体験談
たいけんだん

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うとと

もに退院
たいいん

意欲
い よ く

を喚
かん

起
き

し、退院
たいいん

したい意向
い こ う

を示
しめ

した患者
かんじゃ

の個別
こ べ つ

支援
し え ん

を行
おこな

っている。 

 

〇 また、神奈川県
か な が わ け ん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

は、地域
ち い き

福祉
ふ く し

活動
かつどう

支援
し え ん

事業
じぎょう

により県内
けんない

の当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

や広域的
こういきてき

なボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

、市町村域
しちょうそんいき

の福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

からなるネットワーク
ね っ と わ ー く

を組織
そ し き

し、地域
ち い き

の課題
か だ い

解決
かいけつ

やいきいきとした地域
ち い き

づくりに取
と

り組
く

む活動
かつどう

に必要
ひつよう

な費用
ひ よ う

の

一部
い ち ぶ

を助成
じょせい

している。 

 

〇 こうしたピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の活動
かつどう

の推進
すいしん

のための課題
か だ い

としては、平成
へいせい

２７年度
ね ん ど

に国
くに

が

まとめた「障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

状 況
じょうきょう

等
とう

調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

報告書
ほうこくしょ

」によると、「活用
かつよう

資金
し き ん

の不足
ふ そ く

」

（回答
かいとう

件数
けんすう

７２ 件
けん

のうち９件
けん

）や「ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

活動
かつどう

の幅
はば

の拡大
かくだい

」（同
どう

８件
けん

）、

報告書
ほうこくしょ

のイメージ
い め ー じ

（一部
い ち ぶ

） 
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「ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

活動
かつどう

従事者
じゅうじしゃ

の孤立化
こ り つ か

」（同
どう

６件
けん

）、「活躍
かつやく

する場
ば

の不足
ふ そ く

」（同
どう

６件
けん

）が

比較的
ひかくてき

多
おお

かった。 

 

〇 加
くわ

えて、本人
ほんにん

活動
かつどう

の課題
か だ い

を調査
ちょうさ

した例
れい

として、平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

に「発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の 

当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

の活動
かつどう

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

に関
かん

する調査
ちょうさ

報告書
ほうこくしょ

」がとりまとめられており、

「運営
うんえい

で苦労
く ろ う

している点
てん

」の回答
かいとう

では「利用者
りようしゃ

の対人
たいじん

関係
かんけい

」「スタッフ
す た っ ふ

の確保
か く ほ

」「運営
うんえい

資金
し き ん

」の割合
わりあい

が大
おお

きかった。 

 

 イ
い

 検討
けんとう

の方向性
ほうこうせい

 

（本人
ほんにん

活動
かつどう

の重要性
じゅうようせい

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

） 

〇 当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の新
あたら

しい障
しょう

がい福祉
ふ く し

は、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

（本人
ほんにん

）が生活
せいかつ

の困難
こんなん

さにぶ

つかった時
とき

に、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を得
え

ながら、本人
ほんにん

が中心
ちゅうしん

となってその課題
か だ い

を解決
けつ

してい

くことを旨
むね

とすべきではないか。県
けん

は、そうした本人
ほんにん

を中心
ちゅうしん

とした活動
かつどう

を地域
ち い き

全体
ぜんたい

で支
ささ

える仕組
し く

みを構築
こうちく

するために、本人
ほんにん

活動
かつどう

の重要性
じゅうようせい

について、広
ひろ

く県民
けんみん

に周知
しゅうち

、

啓発
けいはつ

していくべきである。 

 

（当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

の活性化
かっせいか

） 

〇 地域
ち い き

生活
せいかつ

で生
しょう

じる様々
さまざま

な生活
せいかつ

課題
か だ い

を抱
かか

えていて、障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

の交友
こうゆう

関係
かんけい

をもてない人
ひと

がいるとの指摘
し て き

があることから、県
けん

は、当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

が支
ささ

え合
あ

う活動
かつどう

を

活性化
かっせいか

させる観点
かんてん

から、当事者
とうじしゃ

同士
ど う し

のつながりや居場所
い ば し ょ

を作
つく

っている当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

等
とう

の活動
かつどう

事例
じ れ い

を、広
ひろ

く紹
しょう

介
かい

するべきである。 

 

（当事者
とうじしゃ

の役割
やくわり

の拡充
かくじゅう

）  

 ○ 県
けん

が実施
じ っ し

する障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

関係
かんけい

の研修
けんしゅう

について、受講者
じゅこうしゃ

が当事者
とうじしゃ

目線
め せ ん

の障
しょう

が

い福祉
ふ く し

についての理解
り か い

を深
ふか

めるため、研修
けんしゅう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

には、当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を聞
き

いたり、

当事者
とうじしゃ

にグループワーク
ぐ る ー ぷ わ ー く

に参加
さ ん か

してもらうことなどを取
と

り入
い

れるべきである。また、

障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

等
とう

にあたり、当事者
とうじしゃ

が関
かか

わることが重要
じゅうよう

であり、県
けん

が設置
せ っ ち

する、障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関連
かんれん

する各種
かくしゅ

調査
ちょうさ

検討
けんとう

委員会
いいんかい

や自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

には、当事者
とうじしゃ

の

参加
さ ん か

を必須
ひ っ す

とし、既
すで

に導入
どうにゅう

している場合
ば あ い

には、さらなる拡大
かくだい

を検討
けんとう

するべきである。 

 

（当事者
とうじしゃ

の企業活動
かつどう

への参画
さんかく

） 

〇 企業者
きぎょうしゃ

の 商 業
しょうぎょう

サービス
さ ー び す

について、 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

が、 障
しょう

がい者
しゃ

の立場
た ち ば

から

チェック
ち ぇ っ く

して意見
い け ん

を出すなどして、当該
とうがい

商 業
しょうぎょう

サービス
さ ー び す

がより多
おお

くの販売
はんばい

につなが

った事例
じ れ い

がある。県
けん

は、ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

な社会
しゃかい

を目指
め ざ

して、こうした企業
きぎょう

活動
かつどう

への障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の参画
さんかく

事例
じ れ い

を広
ひろ

く共有
ゆう

し、啓発
けいはつ

するべきである。 
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（支援者
しえんしゃ

の確保
か く ほ

・養成
ようせい

） 

○ 当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

を継続
けいぞく

するには、本人
ほんにん

の主体性
しゅたいせい

を最優先
さいゆうせん

とした上
うえ

で、その活動
かつどう

を

適切
せつ

に支援
し え ん

する人
ひと

の存在
そんざい

も重要
じゅうよう

である。支援者
しえんしゃ

のサポート
さ ぽ ー と

を受
う

けながら相談
そうだん

支援
し え ん

計画
けいかく

を作成
さくせい

している事例
じ れ い

もある。県
けん

は、適格
てきかく

な支援者
しえんしゃ

を確保
か く ほ

、養成
ようせい

していく観点
かんてん

から、

現
げん

に、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

の活動
かつどう

をサポート
さ ぽ ー と

している支援者
しえんしゃ

の活動
かつどう

実態
じったい

を調査
ちょうさ

、把握
は あ く

すること

により、支援
し え ん

の活動
かつどう

を続
つづ

ける上
うえ

での課題
か だ い

を明
あき

らかにし、その課題
か だ い

解決
かいけつ

に向
む

けての取組
と り く

みを進
すす

めるべきである。 
 

（意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

への本人
ほんにん

以外
い が い

の当事者
とうじしゃ

の関与
か ん よ

） 

○ 県
けん

においては、現在
げんざい

、サービス
さ ー び す

等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

や個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

が、真
ま

に当事者
とうじしゃ

の目線
め せ ん

 

で策定
さくてい

されるよう、その策定
さくてい

過程
か て い

について、サービス
さ ー び す

を利用
り よ う

しようとする当事者
とうじしゃ

及
およ

び

家族
か ぞ く

を含
ふく

めた多職種
たしょくしゅ

によるチーム
ち ー む

を編成
へんせい

し、本人
ほんにん

の心
こころ

の声
こえ

にしっかり耳
みみ

を傾
かたむ

ける

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の仕組
し く

みを導入
どうにゅう

することとしている。今後
こ ん ご

、県
けん

は、この多職種
たしょくしゅ

チーム
ち ー む

に、できる限
かぎ

り、本人
ほんにん

以外
い が い

の当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

を奨励
しょうれい

するべきである。 
 

（ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活躍
かつやく

の機会
き か い

の創出
そうしゅつ

） 

○ 現在
げんざい

、県
けん

は、精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

のピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

を養成
ようせい

しているが、その活動
かつどう

範囲
は ん い

は、

精神科
せいしんか

病院
びょういん

の長期
ちょうき

入院
にゅういん

患者
かんじゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行
い こ う

が中心
ちゅうしん

とされている。ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活動
かつどう

は、同
おな

じ課題
か だ い

や環境
かんきょう

を体験
たいけん

する人
ひと

が、その体験
たいけん

から来
く

る感情
かんじょう

を共有
きょうゆう

するこ

とで専門
せんもん

職
しょく

による支援
し え ん

では得
え

がたい安心感
あんしんかん

や自己
じ こ

肯定感
こうていかん

を得
え

られるものとされて

おり、知的障
ちてきしょう

がいや身体障
しんたいしょう

がいの分野
ぶ ん や

においても必要
ひつよう

な活動
かつどう

であると考
かんが

えられ、

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の養成
ようせい

研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められている。こうしたことから、県
けん

は、

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活動
かつどう

範囲
は ん い

についての研究
けんきゅう

・検討
けんとう

を進
すす

め、障
しょう

がい福祉
ふ く し

全体
ぜんたい

で、国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

である「障害者
しょうがいしゃ

ピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

研修
けんしゅう

事業
じぎょう

」を活用
かつよう

して、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

が

活躍
かつやく

できる基盤
き ば ん

を作
つく

るべきである。 

○ また、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活動
かつどう

は、現状
げんじょう

では事業所
じぎょうしょ

内部
な い ぶ

での募集
ぼしゅう

などに限
かぎ

られてお

り、多
おお

くの当事者
とうじしゃ

がピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

になることを希望
き ぼ う

しているにも関
かか

わらず、

事業所側
じぎょうしょがわ

がそれに応
おう

じられない 状態
じょうたい

が続
つづ

いているとの指摘
し て き

がある。県
けん

は

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の存在
そんざい

や効果
こ う か

などを事業所
じぎょうしょ

等
とう

に対
たい

して周知
しゅうち

するなどし、

ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の活躍
かつやく

の機会
き か い

を作
つく

り出
だ

すよう努
つと

めるべきである。 
 

（ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

の養成後
ようせいご

の活動
かつどう

支援
し え ん

） 

〇
まる

 さらに、県
けん

は、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

を養成
ようせい

した後
あと

も、しっかりとフォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

するこ

ととし、その活動
かつどう

が孤立化
こ り つ か

しないよう、また、よりピアサポート
ぴ あ さ ぽ ー と

の技術
ぎじゅつ

が向上
こうじょう

する

よう、ピアサポーター
ぴ あ さ ぽ ー た ー

同士
ど う し

の交流
こうりゅう

の機会
き か い

やスキルアップ
す き る あ っ ぷ

研修
けんしゅう

の機会
き か い

を設
もう

けるべき

である。 


