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はじめに

なお、本手引書と併せて改訂した「ぷくぷくの会の理念とぷくぷく福祉会職員の基本
ほんて び き し ょ あわ かいてい かい り ね ん ふ く し かいしょくいん き ほ ん

姿勢・行動規範」に掲載した文章を次に転載し、今般の改訂意図等を明らかにします。
し せ い こうどう き は ん けいさい ぶんしょう つぎ てんさい こんぱん かいてい い と とう あき

障がいのある人に対する虐待は、どこでも起きる可能性があります。親密さの
しょう ひと たい ぎゃくたい お か の う せ い しんみつ

中で、本来障がいのない人同士の間ではされないような「行き過ぎ」に気づきにく
なか ほんらいしょう ひと ど う し あいだ い す き

くなったり、障がい特性を理解しないまま経験や勘に依存した支援や、良いと思っ
しょう とくせい り か い けいけん かん い ぞ ん し え ん よ おも

て行った支援が、実はやり方が間違っていたり。職員なら多かれ少なかれそのよ
おこな し え ん じつ かた ま ち が しょくいん おお すく

うな経験があるのではないでしょうか？
けいけん

更には、古い「障がい観」、つまり、何かができないのは本人の障がいが悪い
さら ふる しょう かん なに ほんにん しょう わる

のだという考えが虐待につながる場合もあります。障がいのある人が何かができ
かんが ぎゃくたい ば あ い しょう ひと なに

なかったり苦手だったりすることの背景には、周囲の環境との関係も大きく影響し
に が て はいけい しゅうい かんきょう かんけい おお えいきょう

ていることを認識し、差別解消法でも提起されている「合理的配慮（例：絵などを使
にんしき さ べ つかいしょうほう て い き ご う り て きはいりょ れい え つか

った分かり易いマニュアルを作る）」にも取り組みましょう。
わ やす ま に ゅ あ る つく と く

ところで、相手が障がい者の場合は、傷つけられ無視されても黙っている人
あ い て しょう しゃ ば あ い きず む し だま ひと

（意思の表明の仕方が分からない人、意思表明していても周囲が把握できていな
い し ひょうめい し か た わ ひと い し ひょうめい しゅうい は あ く

い場合の人、虐待されている自覚を持つことが困難な人を含む）が少なくありませ
ば あ い ひと ぎゃくたい じ か く も こんなん ひと ふく すく

ん。そうすると職員側（虐待する側）は、自分のしている事が、相手を傷つけている
しょくいんがわ ぎゃくたい がわ じ ぶ ん こと あ い て きず

自覚を持ちにくくなります。しかし自覚がなくても、周りの人が気づかなくても、障が
じ か く も じ か く まわ ひと き しょう

い者は傷ついている（＝虐待されている）場合があるということを私たちは肝に銘
しゃ きず ぎゃくたい ば あ い わたし きも めい

じていかなければなりません。

社会にある「障がい者」への差別や偏見、無関心といったことが、職員一人ひと
しゃかい しょう しゃ さ べ つ へんけん む か ん し ん しょくいんひ と り

りの内側にも無意識のうちにすりこまれているからこそ、福祉の従事者として
うちがわ む い し き ふ く し じゅうじ しゃ

初心者であろうがベテランであろうが、虐待と無関係ではないと言えるのです。
しょしんしゃ べ て ら ん ぎゃくたい む か ん け い い

“ 人間の尊厳 ”を脅かしたり軽んじる行為に、「気づき・見逃さない・見過ごさな
にんげん そんげん おびや かろ こ う い き み の が み す

い」意識を持つことが求められています。
い し き も もと

私たち社会福祉法人ぷくぷく福祉会の職員は、障がい者と日々活動していま
わたし しゃかい ふ く し ほうじん ふ く し かい しょくいん しょう しゃ ひ び かつどう

す。権利擁護の観点から虐待について考え、障がい当事者の声に真摯に耳を
け ん り よ う ご かんてん ぎゃくたい かんが しょう と う じ し ゃ こえ し ん し みみ

傾け（その際、意思決定・意思表明支援が必要な場合は行い）、障がい当事者
かたむ さい い し けってい い し ひょうめい し え ん ひつよう ば あ い おこな しょう と う じ し ゃ

から教えてもらいながら、常によりよい支援を目指し、自分を知り、自己研さんに努
おし つね し え ん め ざ じ ぶ ん し じ こ けん つと

めていく必要があります。
ひつよう



4

当法人内で、重大かつ深刻な虐待事案が発覚しました。2015年5月、男性職員
とうほうじんない じゅうだい しんこく ぎゃくたいじ あ ん はっかく ねん がつ だんせいしょくいん

（懲戒解雇）が特定の利用者に対して虐待にあたる行為をしているのではないか
ちょうかい か い こ とくてい り よ う しゃ たい ぎゃくたい こ う い

という相談が、他の職員から上がり、性的虐待の事実が明らかになりました。この
そうだん た しょくいん あ せいてきぎゃくたい じ じ つ あき

事案は、普段直接関わりのない、仕事を離れた時間外に人目につかないように
じ あ ん ふ だ ん ちょくせつかか し ご と はな じ か ん が い ひ と め

利用者を個人的に呼び出すという形でわいせつ行為を繰り返しエスカレートさせて
り よ う しゃ こ じ ん て き よ だ かたち こ う い く かえ え す か れ ー と

おり、日常業務の関わりの中では発見し難い状 況で、残念ながら発覚した時に
にちじょうぎょうむ かか なか はっけん がた じょうきょう ざんねん はっかく とき

は重大な犯罪に至っていました。被害者と推測された利用者からの聞きとりを
じゅうだい はんざい いた ひ が い し ゃ すいそく り よ う しゃ き

慎重に進め、本人の言葉をもとに事実の確認をしていく作業にもずいぶん時間が
しんちょう すす ほんにん こ と ば じ じ つ かくにん さぎょう じ か ん

かかりました。その後、長い捜査を経て、2017年3月末に刑事事件としてわいせつ
ご なが そ う さ へ ねん がつまつ け い じ じ け ん

誘拐と準強制わいせつの罪で起訴され有罪判決が下りました。
ゆうかい じゅんきょうせい つみ き そ ゆうざいはんけつ お

元職員には、人権尊重を基本理念として伝え、虐待防止研修を何度も受けても
もとしょくいん じんけんそんちょう き ほ ん り ね ん つた ぎゃくたいぼ う しけんしゅう な ん ど う

らっていました。してはいけないことは十分わかっているはず、ということでは虐待
じゅうぶん ぎゃくたい

を止めることにならなかったのです。
と

障がいをもつ人はこれまで生きてきた中で何かしら傷つけられてきた背景があ
しょう ひと い なか なに きず はいけい

り、私たちの関わり方で新たな傷をつくらないようにと発信してきました。それでも、
わたし かか かた あら きず はっしん

振り返ってみれば、元職員にはどこかで障がいをもつ人を自分より劣った人として
ふ かえ もとしょくいん しょう ひと じ ぶ ん おと ひと

見下してしまうところがあったと思います。また職員と利用者との関係では、虐待
み く だ おも しょくいん り よ う しゃ かんけい ぎゃくたい

に至る経過で、相手が知的障がい者であることをいいことに、自分の言うことを聞
いた け い か あ い て ち て きしょう しゃ じ ぶ ん い き

くように指示したり、されていることの意味がわからないようにごまかしたり、口封じ
し じ い み くちふう

をするなど、自分が優位に立つような関係をつくっていました。そして、していること
じ ぶ ん ゆ う い た かんけい

が他にバレていないと確認しながら、次々に行為を積み重ねていました。
ほか ば れ かくにん つぎつぎ こ う い つ かさ

利用者が、自分自身に必要な支援が何かをつかみにくく、また、それをうまく人に
り よ う しゃ じ ぶ ん じ し ん ひつよう し え ん なに ひと

伝えられない。そういう中で何かおかしな支援が行われていても、言い出せず、
つた なか なに し え ん おこな い だ

我慢を強いられてしまう状態に陥りやすい現状があります。支援者が言って聞か
が ま ん し じょうたい おちい げんじょう し え ん しゃ い き

す、支援者の考えで進めるといった関係は、特に知的な障がいをもつ人に起こり
し え ん しゃ かんが すす かんけい とく ち て き しょう ひと お

やすい状 況であることを、しっかり自覚しておく必要があります。
じょうきょう じ か く ひつよう

虐待事案の反省に立ち、人として対等な関係を保てているか、知らず知らずにで
ぎゃくたいじ あ ん はんせい た ひと たいとう かんけい たも し し

も自分が上に立っていないか、本人のやり方や思いを無視していないか、などを常
じ ぶ ん うえ た ほんにん かた おも む し つね

に意識して、職員同士でも確認し合いながら日々の支援や活動を進めるために、
い し き しょくいん ど う し かくにん あ ひ び し え ん かつどう すす

いろいろな議論をしながらこの行動規範を作成しました。
ぎ ろ ん こうどう き は ん さくせい

被害者と代理人の意向で事実を公表できなかった期間があり、その間に作成
ひ が い し ゃ だ い り に ん い こ う じ じ つ こうひょう き か ん かん さくせい

作業に入りましたので、文言等の加筆、修正を再三行いながら進めてきた経過が
さぎょう はい もんごんとう か ひ つ しゅうせい さいさんおこな すす け い か

（行動規範＜おわりに＞から転載）あると報告させていただきます。
ほうこく こうどう き は ん てんさい
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第１章 障がい者虐待について
だ い しょう しょう し ゃぎゃくたい

１. 目的
もくてき

いわゆる“障害者虐待防止法”「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
しょうがいしゃぎゃくたいぼ う し ほう しょうがいしゃぎゃくたい ぼ う し しょうがいしゃ よ う ご しゃ たい

支援等に関する法律（当会では、障害の害はマイナスイメージを想起させることから、
し え ん とう かん ほうりつ とうかい しょうがい がい ま い な す い め ー じ そ う き

「障がい」と表記していますが、法律名はそのまま「障害」と記載しています）」が2012
しょう ひょうき ほうりつめい しょうがい き さ い

（平成24）年10月1 日から施行されました。それを受けて、社会福祉法人ぷくぷく福祉
へいせい ねん がつついたち し こ う う しゃかい ふ く し ほうじん ふ く し

会での虐待防止と虐待発生時の対応について、職員の力となるよう、この手引書を
かい ぎゃくたいぼ う し ぎゃくたいはっせい じ たいおう しょくいん ちから て び き し ょ

作成しました。
さくせい

虐待は、個人の尊厳を侵害する人権侵害です。虐待をなくすために根拠となる法律
ぎゃくたい こ じ ん そんげん しんがい じんけんしんがい ぎゃくたい こんきょ ほうりつ

は、以下のようにいろいろな定めが作られてきています。手引書で足りない部分は、
い か さだ つく て び き し ょ た ぶ ぶ ん

各種の法律や制度からも学んでいきましょう。必要に応じて学習会等も考えていきた
かくしゅ ほうりつ せ い ど まな ひつよう おう がくしゅうかいとう かんが

いと思います。
おも

●日本国憲法 第１３条
に ほ ん こ くけんぽう だい じょう

「すべて国民は、個人として尊重される」
こくみん こ じ ん そんちょう

●障害者基本法 第１条
しょうがいしゃ き ほんほう だい じょう

「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえ
すべ こくみん しょうがい う む ひと き ほ ん てきじんけん きょうゆう

のない個人として尊重されるものである・・・」
こ じ ん そんちょう

同法 第４条
どうほう だい じょう

「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を
なんぴと しょうがいしゃ たい しょうがい り ゆ う さ べ つ た け ん り り え き

侵害する行為をしてはならない。」
しんがい こ う い

●障害者虐待防止法 第１条
しょうがいしゃぎゃくたいぼ う し ほう だい じょう

「障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び
しょうがいしゃ たい ぎゃくたい しょうがいしゃ そんげん がい しょうがいしゃ じ り つ およ

社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等
しゃかい さ ん か しょうがいしゃ たい ぎゃくたい ぼ う し きわ じゅうよう とう

に鑑み・・・」
かんが

同法 第３条
どうほう だい じょう

「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」
なんぴと しょうがいしゃ たい ぎゃくたい
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２．福祉の従事者による障がい者虐待、利用者に対する虐待の防止
ふ く し じゅうじしゃ しょう しゃぎゃくたい り よ う しゃ たい ぎゃくたい ぼ う し

「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」（障害者虐待防止法第３条）が
なんぴと しょうがいしゃ たい ぎゃくたい しょうがいしゃぎゃくたいぼ う し ほうだい じょう

基本です。
き ほ ん

障がい者虐待は誰が行うことか、によって、大きく分けて、養護者（家族、親族、
しょう しゃぎゃくたい だれ おこな おお わ よ う ご しゃ か ぞ く しんぞく

同居人等）による虐待（家庭内）、障がい者福祉施設の従事者等による虐待、使用
どうきょにんとう ぎゃくたい か て い ない しょう しゃ ふ く し し せ つ じゅうじしゃとう ぎゃくたい し よ う

者による虐待（職場内）の３つに定義されています。
しゃ ぎゃくたい しょくばない て い ぎ

この手引書では、私たち職員自身が陥るおそれのある「障がい者福祉施設従事
て び き し ょ わたし しょくいんじ し ん おちい しょう しゃ ふ く し し せ つ じゅうじ

者等による障がい者虐待」を主に取り上げます。福祉施設等というとき、入所施設だ
しゃとう しょう しゃぎゃくたい おも と あ ふ く し し せ つ とう にゅうしょし せ つ

けでなく、日中活動の施設・事業所、グループホーム、介護等サービス事業、相談
にっちゅうかつどう し せ つ じぎょうしょ ぐ る ー ぷ ほ ー む か い ご とう さ ー び す じぎょう そうだん

支援事業などの福祉事業全体を含みます。
し え ん じぎょう ふ く し じぎょうぜんたい ふく

勤務時間外または利用している施設等の敷地外であっても、利用者である障害者
き ん む じ か ん が い り よ う し せ つ とう し き ち がい り よ う しゃ しょうがいしゃ

に対して職員が行う「３.対象とする虐待の定義」のような行為は虐待となります。
たい しょくいん おこな たいしょう ぎゃくたい て い ぎ こ う い ぎゃくたい

また、とりわけ、福祉の従事者による虐待として気を付けなければならないのは、
ふ く し じゅうじしゃ ぎゃくたい き つ

「訓練」や「指導」の名のもとにおける人権侵害です。職員による虐待では、密室的な
くんれん し ど う な じんけんしんがい しょくいん ぎゃくたい みっしつてき

状 況下でそうした行為が起き易いことを踏まえ、そのような権利侵害行為を事前に
じょうきょう か こ う い お やす ふ け ん り しんがい こ う い じ ぜ ん

防止していく必要があります。
ぼ う し ひつよう

３．対象とする虐待の定義
たいしょう ぎゃくたい て い ぎ

障がい児・者（以下「障がい者」という。）に対する「虐待」は、
しょう じ しゃ い か しょう しゃ たい ぎゃくたい

「障がい者に対する不適切な言動」
しょう しゃ たい ふ て き せ つ げんどう

「障がい者自身の心を傷つけるもの」
しょう しゃ じ し ん こころ きず

「傷害罪や窃盗罪等の犯罪になるもの」
しょうがいざい せっとうざいとう はんざい

など幅広いものです。
はばひろ

障がい者虐待については、次のような６つの類型があります。囲みの中は主な
しょう しゃぎゃくたい つぎ るいけい かこ なか おも

具体例であり、これ以外は「虐待ではない」という意味では決してありません。
ぐ た い れい い が い ぎゃくたい い み けっ
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①身体的虐待
しんたいてきぎゃくたい

暴力や体罰により、体に傷や痛みを与える行為。
ぼうりょく たいばつ からだ きず いた あた こ う い

身体を縛りつける行為。
しんたい しば こ う い

過剰な服薬をさせることによって身体を動かせなくさせる行為。
かじょう ふくやく しんたい うご こ う い

②心理的虐待
し ん り てきぎゃくたい

脅す(恐れさせて、自分に従わせようとする)。
おど おそ じ ぶ ん したが

侮辱する(見下す)言葉や態度。不当な差別的言動。
ぶじょく み く だ こ と ば た い ど ふ と う さ べ つ てきげんどう

拒絶的な対応、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
きょぜつてき たいおう む し いや せいしんてき く つ う あた

③性的虐待
せいてきぎゃくたい

本人が同意していない性的な行為をする、また性的な行為をさせる事（一般的には、
ほんにん ど う い せいてき こ う い せいてき こ う い こと いっぱんてき

「表 面上は同意しているように見えても、本心からの同意か見極める必要がある」
ひょうめんじょう ど う い み ほんしん ど う い み き わ ひつよう

とされているが、施設職員と利用者間では、同意の有無にかかわらず、行ってはな
し せ つしょくいん り よ う しゃかん ど う い う む おこな

らない（当福祉会行動規範参照））。
とう ふ く し かいこうどう き は んさんしょう

殴る・ける・つねる・叩く、体罰をあたえる（正座させる、立たせておく）
なぐ たた たいばつ せ い ざ た

熱湯を飲ませる、異物を食べさせる
ねっとう の い ぶ つ た

拘束・監禁する（柱やベッドに縛り付ける・部屋に閉じ込める)
こうそく かんきん はしら べ っ ど しば つ へ や と こ

職員の主観で、睡眠薬などを服用させる または、必要な薬を飲ませない
しょくいん しゅかん すいみんやく ふくよう ひつよう くすり の

危険・有害な場所での作業、安全策を講じていない作業をさせる
き け ん ゆうがい ば し ょ さぎょう あんぜんさく こう さぎょう

・・・など

脅迫する、怒鳴る
きょうはく ど な

バカ・アホ・ボケ・くさい・キモイ・ブタ・ハゲなどの言葉を浴びせる
ば か あ ほ ぼ け き も い ぶ た は げ こ と ば あ

ひどい言葉で悪口を言う(トロイ・どんくさい・使えない・役に立たない)
こ と ば わるくち い と ろ い つか やく た

子ども扱いをする
こ あつか

仲間に入れない(他の障がい者と差別的な扱いをする)
な か ま い た しょう しゃ さ べ つ てき あつか

悪意をもってわざと無視する、わざと恥をかかせる
あ く い む し はじ

目の前や聞こえるところでためいきをつく
め まえ き

本人が聞きたくないような話をする ・・・など
ほんにん き はなし
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※ 入浴や排泄、着替えなどの異性介助についても広義の性的虐待に該当する。
にゅうよく はいせつ き が い せ い かいじょ こ う ぎ せいてきぎゃくたい がいとう

※ 当法人としては、職員が利用者との間で恋愛や交際することは認めない。
とうほうじん しょくいん り よ う しゃ あいだ れんあい こうさい みと

④経済的虐待
けいざいてきぎゃくたい

本人が同意していない財産や年金等の不当な運用。
ほんにん ど う い ざいさん ねんきんとう ふ と う うんよう

年金や賃金・工賃、生活費など金銭の搾取、物品の収奪。
ねんきん ちんぎん こうちん せ い か つ ひ きんせん さくしゅ ぶっぴん しゅうだつ

本人が希望するお金の使い方を理由なく制限すること。
ほんにん き ぼ う かね つか かた り ゆ う せいげん

※ 当法人としては、職員が利用者との間で、個人的にお金や物の貸し借りをす
とうほうじん しょくいん り よ う しゃ あいだ こ じ ん て き かね もの か か

ることは認めない。
みと

⑤ネグレクト
ね ぐ れ く と

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや
しょくじ はいせつ にゅうよく せんたく しんぺん せ わ かいじょ ひつよう ふ く し さ ー び す

医療などを受けさせない等によって、障がい者の生活環境や身体・精神的状態を
いりょう う とう しょう しゃ せいかつかんきょう しんたい せいしんてきじょうたい

悪化させること。
あ っ か

セルフネグレクトの放置。
せ る ふ ね ぐ れ く と ほ う ち

また①～④の虐待を発見したにもかかわらず、放置すること。
ぎゃくたい はっけん ほ う ち

財産や預貯金を勝手に処分する・運用する・施設等への寄付を強要する
ざいさん よ ち ょ き ん か っ て しょぶん うんよう し せ つ とう き ふ きょうよう

日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない
にちじょうせいかつ ひつよう きんせん わた つか

本人の同意なしに年金などを管理して渡さない ・・・など
ほんにん ど う い ねんきん か ん り わた

性交、性器への接触、性的行為を無理やりさせようとする
せいこう せ い き せっしょく せいてき こ う い む り

いやらしい・卑猥な言葉を言う(言わせる) いやらしい写真等を見せる・撮る
ひ わ い こ と ば い い しゃしんとう み と

裸にする、服の中をのぞく
はだか ふく なか

キスをする・させる
き す

からだを触る・さする ・・・など
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⑥その他の虐待
た ぎゃくたい

利用者が他の利用者から、暴力、いじめ、セクハラといった①～③の虐待にあたる
り よ う しゃ た り よ う しゃ ぼうりょく せ く は ら ぎゃくたい

行為を受けているのに、それを放置すること。必要な支援を行わないこと。支援する
こ う い う ほ う ち ひつよう し え ん おこな し え ん

べき職務上の義務を怠ること（⑤のネグレクトにも相当する）。
しょくむじょう ぎ む おこた ね ぐ れ く と そうとう

家族や同居人による虐待や不適切な関わりを知りながら、正当化すること。
か ぞ く どうきょにん ぎゃくたい ふ て き せ つ かか し せいとう か

生活面や作業面、また企業への就労支援の際に、指導という名のもとに、威圧的
せいかつめん さぎょうめん きぎょう しゅうろうし え ん さい し ど う な い あ つ てき

態度で接すること。「言うことを聞かす」など。
た い ど せっ い き

身体拘束や行動制限。
しんたいこうそく こうどうせいげん

※ 当法人では、利用者本人または他の利用者等の生命・身体を保護するためと
とうほうじん り よ う しゃほんにん た り よ う しゃとう せいめい しんたい ほ ご

いえども、いかなる身体拘束その他利用者の行動を制限する行為も行いません。し
しんたいこうそく た り よ う しゃ こうどう せいげん こ う い おこな

かし、例外中の例外として、緊急やむを得ずに最小限度の行動制限・抑制を行う
れいがいちゅう れいがい きんきゅう え さいしょうげん ど こうどうせいげん よくせい おこな

場合は、下記のＡ・Ｂ・Ｃの３要件をすべて満たしていて、個別支援計画等をもとにし
ば あ い か き えーびーしー ようけん み こ べ つ し え ん けいかくとう

た同意（意思決定支援・意思表明支援を実施した上で本人と行い、家族等とも行
ど う い い し けってい し え ん い し ひょうめいし え ん じ っ し うえ ほんにん おこな か ぞ く とう おこな

う）を得、検討の経過・実施内容の記録を行うなど必要な手続きがとられた場合の
え けんとう け い か じ っ し ないよう き ろ く おこな ひつよう て つ づ ば あ い

みとし、実施後に必ず家族及び組織内に報告し、検証をするものとします。
じ っ し ご かなら か ぞ く およ そ し き ない ほうこく けんしょう

ただし、仮にこうした手続きを経て行った場合も、「手続きを経ているからよし」と
かり て つ づ へ おこな ば あ い て つ づ へ

長時間食事や水分を与えない
ちょうじかんしょくじ すいぶん あた

食事の 著 しい偏りによって栄養状態が悪化している
しょくじ いちじる かたよ えいようじょうたい あ っ か

あまり入浴させない、汚れた服を着させ続ける
にゅうよく よご ふく き つづ

排泄の介助をしない、髪や爪が伸び放題を放置する
はいせつ かいじょ かみ つめ の ほうだい ほ う ち

室内の掃除をしない
しつない そ う じ

ゴミを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる
ご み ほ う ち れつあく じゅうかんきょう なか せいかつ

病気やケガでも受診させない
びょうき け が じゅしん

必要なサービスを受けさせない・制限する ・・・など
ひつよう さ ー び す う せいげん

※これらは、本人が自分の生活を維持する行為をする意欲や能力・判断力をなくし
ほんにん じ ぶ ん せいかつ い じ こ う い い よ く のうりょく はんだんりょく

ていたり拒否したりして、自分で健康や安全を損なうほどのセルフネグレクトの場合
き ょ ひ じ ぶ ん けんこう あんぜん そこ せ る ふ ね ぐ れ く と ば あ い

も含む
ふく
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いうように事務的に考えるのではなく、行動制限・抑制をされた利用者の痛みに、
じ む て き かんが こうどうせいげん よくせい り よ う しゃ いた

共感性をもって思いを致すことを忘れてはなりません。
きょうかんせい おも いた わす

Ａ〈切迫性〉利用者等の生命や身体的な危険が 著 しく高い
えー せっぱくせい り よ う しゃとう せいめい しんたいてき き け ん いちじる たか

Ｂ〈非代替性〉行動制限・抑制する以外に代替する介護・支援方法がない
びー ひ だいたいせい こうどうせいげん よくせい い が い だいたい か い ご し え ん ほうほう

Ｃ〈一時性〉その行動制限・抑制は一時的である
しー い ち じ せい こうどうせいげん よくせい い ち じ てき

なお、「緊急やむを得ずに最小限度の行動制限・抑制を行う場合」も、安易にそ
きんきゅう え さいしょうげん ど こうどうせいげん よくせい おこな ば あ い あ ん い

のことをすべきではなく、また、常に次の３原則をもって取り組むものとします。
つね つぎ げんそく と く

＊問題とされる行動の原因を探り除去する。
もんだい こうどう げんいん さぐ じょきょ

＊日常の基本的な支援を見直し徹底する。
にちじょう き ほ ん てき し え ん み な お てってい

＊よりよい支援の実現に向けて検討をし続ける。
し え ん じつげん む けんとう つづ

以上、①から⑥を通して言えることですが、虐待が発生している場合、虐待をして
いじょう とお い ぎゃくたい はっせい ば あ い ぎゃくたい

いる人、虐待を受けている人に自覚があるとは限りません。
ひと ぎゃくたい う ひと じ か く かぎ

職員が「指導・しつけ・教育」の名の下に不適切な行為を続けていることや、利用者
しょくいん し ど う きょういく な もと ふ て き せ つ こ う い つづ り よ う しゃ

が、職員への信頼感や自身の障がいの特性などから、自分のされていることが虐待
しょくいん しんらいかん じ し ん しょう とくせい じ ぶ ん ぎゃくたい

だと思っていない事もあります。
おも こと

また、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、無力感から諦めてしまってい
ちょうきかん ぎゃくたい う ば あ い むりょくかん あきら

る事もあることも、「虐待をしてしまう側」にいる私たち職員は、常に肝に銘じておきた
こと ぎゃくたい がわ わたし しょくいん つね きも めい

いと思います。
おも
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第２章 障がい者虐待の防止
だ い しょう しょう し ゃぎゃくたい ぼ う し

１．虐待防止の体制整備
ぎゃくたいぼ う し たいせい せ い び

当法人の「よりよい支援検討委員会（以下、「検討委員会」という。）」は虐待防止と
とうほうじん し え ん けんとう い い ん かい い か けんとう い い ん かい ぎゃくたいぼ う し

権利擁護の取り組みを進めています。
け ん り よ う ご と く すす

委員長は理事長とし、法人全体としての虐待防止の統括責任者となります。委員
い い んちょう り じ ちょう ほうじんぜんたい ぎゃくたいぼ う し とうかつせきにんしゃ い い ん

には、各事業(所)の虐待防止責任者が入る他、必要に応じて職員、その他の関係者
かくじぎょう しょ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ はい ほか ひつよう おう しょくいん た かんけいしゃ

が入ることとします。
はい

虐待や人権侵害、不適切事例等が発生した時は、対応策、要因の分析及び再発
ぎゃくたい じんけんしんがい ふ て き せ つ じ れ い とう はっせい とき たいおうさく よういん ぶんせきおよ さいはつ

防止の案等についての協議を行います。
ぼ う し あんとう きょうぎ おこな

また、定期的に各事業(所)と検討委員会の間で情報共有を図り、マニュアル（本
て い き てき かくじぎょう しょ けんとう い い ん かい あいだ じょうほうきょうゆう はか ま に ゅ あ る ほん

手引書のこと）等の作成・見直しと研修企画、チェックリストやアンケートなど
て び き し ょ とう さくせい み な お けんしゅうき か く ち ぇ っ く り す と あ ん け ー と

モニタリングの実施を通して、再発防止に向けた取り組みを進めます。
も に た り ん ぐ じ っ し とお さいはつ ぼ う し む と く すす

虐待防止責任者は、各事業所の管理者があたり、責任主体を明確にするものとし
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ かくじぎょうしょ か ん り しゃ せきにんしゅたい めいかく

ます。管理者に不都合のあるときは、サービス管理責任者等があたります。
か ん り しゃ ふ つ ご う さ ー び す か ん り せきにんしゃとう

さらに利用者や発見者が虐待の報告・相談をしやすい環境を整えるために、各
り よ う しゃ はっけんしゃ ぎゃくたい ほうこく そうだん かんきょう ととの かく

事業所に虐待防止受付担当者をおくとともに、総務事務所内全体窓口の専用電話や
じぎょうしょ ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ そ う む じ む し ょ ないぜんたいまどぐち せんよう で ん わ

メールも設置します。報告・相談は口頭だけでなく、話をするのが難しい場合等は
め ー る せ っ ち ほうこく そうだん こうとう はなし むずか ば あ い とう

手紙やメールなど、伝えやすい方法で受付ができるようにします。また、第三者委員へ
て が み め ー る つた ほうほう うけつけ だいさんしゃ い い ん

の報告・相談を希望する場合、総務事務所内全体窓口・虐待防止受付担当者・虐待
ほうこく そうだん き ぼ う ば あ い そ う む じ む し ょ ないぜんたいまどぐち ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたい

防止責任者から連絡することも明示します。
ぼ う し せきにんしゃ れんらく め い じ

２．虐待防止責任者の職務
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ しょくむ

① 虐待防止対応の周知（利用者・家族等への説明、職員への周知徹底）
ぎゃくたいぼ う し たいおう しゅうち り よ う しゃ か ぞ く とう せつめい しょくいん しゅうちてってい

② 利用者からの虐待の相談受付（第三者委員への相談の希望があった場合、
り よ う しゃ ぎゃくたい そうだんうけつけ だいさんしゃ い い ん そうだん き ぼ う ば あ い

連絡）
れんらく

③ 発見者（家族・職員等）からの虐待の報告・相談受付（第三者委員への
はっけんしゃ か ぞ く しょくいんとう ぎゃくたい ほうこく そうだんうけつけ だいさんしゃ い い ん

報告・相談の希望があった場合、連絡）
ほうこく そうだん き ぼ う ば あ い れんらく

④ 虐待防止受付担当者が受け付けた虐待の報告聴取
ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ う つ ぎゃくたい ほうこくちょうしゅ
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⑤ 吹田市障がい者虐待防止センター（以下、「虐待防止センター」という。） ま
す い た し しょう しゃぎゃくたいぼ う し せ ん た ー い か ぎゃくたいぼ う し せ ん た ー

たは利用者を援護する市町村への一報及び理事長への一報
り よ う しゃ え ん ご しちょうそん いっぽうおよ り じ ちょう いっぽう

⑥ 相談受付・報告聴取時の初期対応（当事者・関係者等からの聞き取り、
そうだんうけつけ ほうこくちょうしゅ じ し ょ き たいおう と う じ し ゃ かんけいしゃとう き と

事実・事情の確認、緊急性の判断、本人の安全確保等）の指示と統括
じ じ つ じじょう かくにん きんきゅうせい はんだん ほんにん あんぜん か く ほ とう し じ とうかつ

⑦ 理事長（虐待防止統括責任者）、虐待防止センター、第三者委員への報告
り じ ちょう ぎゃくたいぼ う し とうかつせきにんしゃ ぎゃくたいぼ う し せ ん た ー だいさんしゃ い い ん ほうこく

⑧ 利用者及び発見者への説明（解決案、再発防止策等）
り よ う しゃおよ はっけんしゃ せつめい かいけつあん さいはつ ぼ う し さくとう

【現場及び、検討委員会を通じた法人全体の取り組みとして】
げ ん ば およ けんとう い い ん かい つう ほうじんぜんたい と く

⑨ ケース会議、対応策の協議、要因の分析及び再発防止に向けた話し合い
け ー す か い ぎ たいおうさく きょうぎ よういん ぶんせきおよ さいはつ ぼ う し む はな あ

⑩ 理事会、家族等への報告（内容によっては説明会の実施）
り じ かい か ぞ く とう ほうこく ないよう せつめいかい じ っ し

⑪ 経過観察、モニタリングの継続実施など、要因の分析確認及び再発防止に向け
け い か かんさつ も に た り ん ぐ けいぞく じ っ し よういん ぶんせきかくにんおよ さいはつ ぼ う し む

た取り組み
と く

⑫ 改善状 況についての報告説明（利用者、家族等、虐待防止センター、第三者
かいぜんじょうきょう ほうこくせつめい り よ う しゃ か ぞ く とう ぎゃくたいぼ う し せ ん た ー だいさんしゃ

委員、職員）
い い ん しょくいん

３．虐待防止受付担当者の職務
ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ しょくむ

① 利用者からの虐待の相談受付（第三者委員への相談の希望があった場合、
り よ う しゃ ぎゃくたい そうだんうけつけ だいさんしゃ い い ん そうだん き ぼ う ば あ い

第三者委員へ連絡）
だいさんしゃ い い ん れんらく

② 発見者（家族・職員等）からの虐待の報告・相談受付（第三者委員への
はっけんしゃ か ぞ く しょくいんとう ぎゃくたい ほうこく そうだんうけつけ だいさんしゃ い い ん

報告・相談の希望があった場合、第三者委員へ連絡）
ほうこく そうだん き ぼ う ば あ い だいさんしゃ い い ん れんらく

③ 虐待相談受付票の記入
ぎゃくたいそうだんうけつけひょう きにゅう

④ 虐待防止責任者への報告・相談（ただし、虐待防止責任者が虐待に関わっ
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ほうこく そうだん ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ぎゃくたい かか

ている場合あるいは職務怠慢である場合などは、状 況により、他の事業所 の
ば あ い しょくむたいまん ば あ い じょうきょう た じぎょうしょ

虐待防止責任者等へ報告・相談）
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃとう ほうこく そうだん

【虐待防止責任者の指示と統括の下に行う、連携した取り組み】
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ し じ とうかつ もと おこな れんけい と く

⑤ 相談受付時の初期対応（当事者・関係者等からの聞き取り、事実・事情の確認、
そうだんうけつけ じ し ょ き たいおう と う じ し ゃ かんけいしゃとう き と じ じ つ じじょう かくにん

緊急性の判断、本人の安全確保等）
きんきゅうせい はんだん ほんにん あんぜん か く ほ とう

⑥ 本人・家族等の意向確認、第三者委員の立ち合いの要否確認
ほんにん か ぞ く とう い こ う かくにん だいさんしゃ い い ん た あ よ う ひ かくにん

⑦ 再発防止、改善に向けた対応
さいはつ ぼ う し かいぜん む たいおう
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⑧ 利用者・家族等から相談を受けやすい態勢と環境整備
り よ う しゃ か ぞ く とう そうだん う たいせい かんきょうせ い び

⑨ 利用者の異変をキャッチしやすい職員間の円滑なコミュニケーションと、
り よ う しゃ い へ ん き ゃ っ ち しょくいんかん えんかつ こ み ゅ に け ー し ょ ん

風通しの良い職場環境づくり
かぜとお よ しょくばかんきょう

４．第三者委員
だいさんしゃ い い ん

虐待防止に客観性や社会性をもたせ、利用者の立場や特性に配慮した適切な
ぎゃくたいぼ う し きゃっかんせい しゃかいせい り よ う しゃ た ち ば とくせい はいりょ てきせつ

対応を進めるため、様々な立場の第三者委員をおきます。
たいおう すす さまざま た ち ば だいさんしゃ い い ん

第三者委員の職務は次のとおりとします。
だいさんしゃ い い ん しょくむ つぎ

① 利用者からの虐待の相談受付（総務事務所内全体窓口・虐待防止受付担当者・
り よ う しゃ ぎゃくたい そうだんうけつけ そ う む じ む し ょ ないぜんたいまどぐち ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ

虐待防止責任者に対して、利用者から第三者委員への相談の希望があった場合）
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ たい り よ う しゃ だいさんしゃ い い ん そうだん き ぼ う ば あ い

② 発見者（家族・職員等）からの虐待の報告・相談受付（総務事務所内全体窓口・
はっけんしゃ か ぞ く しょくいんとう ぎゃくたい ほうこく そうだんうけつけ そ う む じ む し ょ ないぜんたいまどぐち

虐待防止受付担当者・虐待防止責任者に対して、発見者から第三者委員への
ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ たい はっけんしゃ だいさんしゃ い い ん

報告・相談の希望があった場合）
ほうこく そうだん き ぼ う ば あ い

③ 虐待防止受付担当者、虐待防止責任者からの受付段階での事前相談受付
ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ うけつけだんかい じ ぜ ん そうだんうけつけ

（本人・発見者が第三者委員への相談を了解しない場合は行わない）
ほんにん はっけんしゃ だいさんしゃ い い ん そうだん りょうかい ば あ い おこな

④ 虐待防止受付担当者、虐待防止責任者からの虐待内容の報告聴取（本人・発見
ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ぎゃくたいないよう ほうこくちょうしゅ ほんにん はっけん

者が第三者委員への報告を希望しない場合は行わない）
しゃ だいさんしゃ い い ん ほうこく き ぼ う ば あ い おこな

⑤ 本人・発見者と虐待防止受付担当者、虐待防止責任者との話し合いへの立ち合
ほんにん はっけんしゃ ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ はな あ た あ

いと助言（本人・発見者が第三者委員の立ち合いを希望しない場合は行わない）
じょげん ほんにん はっけんしゃ だいさんしゃ い い ん た あ き ぼ う ば あ い おこな

⑥ 検討委員会会議等における解決に向けての助言
けんとう い い ん かいかい ぎ とう かいけつ む じょげん

⑦ 再発防止に向けた取り組み、改善状 況等についての報告聴取
さいはつ ぼ う し む と く かいぜんじょうきょうとう ほうこくちょうしゅ

５．虐待防止対応の周知
ぎゃくたいぼ う し たいおう しゅうち

① 管理者は運営規程において下記の「虐待防止のための措置に関する事項」
か ん り しゃ うんえい き て い か き ぎゃくたいぼ う し そ ち かん じ こ う

を定め、職員一人ひとりへの周知徹底を行います。また利用者・家族等に対して
さだ しょくいんひ と り しゅうちてってい おこな り よ う しゃ か ぞ く とう たい

も、重要事項説明書やパンフレット等での明示、説明を行います。
じゅうようじこうせつめいしょ ぱ ん ふ れ っ と とう め い じ せつめい おこな
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・虐待防止責任者を設置する等必要な体制の整備
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ せ っ ち とうひつよう たいせい せ い び

・成年後見制度の利用支援
せいねんこうけん せ い ど り よ う し え ん

・苦情解決体制の整備
くじょうかいけつたいせい せ い び

・職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修の実施
しょくいん たい ぎゃくたいぼ う し けいはつ ふきゅう けんしゅう じ っ し

② 職員の基本姿勢・行動規範
しょくいん き ほ ん し せ い こうどう き は ん

当法人では「よりよい支援検討委員会」で、２０１６年５月に「職員の基本姿勢・
とうほうじん し え ん けんとう い い ん かい ねん がつ しょくいん き ほ ん し せ い

行動規範」を作成しました。職員一人ひとりが日ごろの支援を振り返り、相互に
こうどう き は ん さくせい しょくいんひ と り ひ し え ん ふ かえ そ う ご

チェックしあえるよう、基本姿勢と行動規範を共有し、議論を深め、意識を向上さ
ち ぇ っ く き ほ ん し せ い こうどう き は ん きょうゆう ぎ ろ ん ふか い し き こうじょう

せていかなければなりません。

③ 職員研修
しょくいんけんしゅう

毎年度、職員全体を対象に、障害者虐待防止法の基本的な理解をはじめ、この
まいねん ど しょくいんぜんたい たいしょう しょうがいしゃぎゃくたいぼ う し ほう き ほ ん てき り か い

「虐待防止の手引書」の心構えと、「虐待対応の流れ（フロー図）」に沿った対応に
ぎゃくたいぼ う し て び き し ょ こころがま ぎゃくたいたいおう なが ふ ろ ー ず そ たいおう

ついて確認する場を設けます。また、人権意識、障がい特性に対する理解や
かくにん ば もう じんけん い し き しょう とくせい たい り か い

専門的知識、支援技術の向上を図るための研修を計画的に実施していきます。
せんもんてき ち し き し え ん ぎじゅつ こうじょう はか けんしゅう けいかくてき じ っ し

６．日常的に虐待の芽をつむ、虐待の未然防止のための取り組み
にちじょうてき ぎゃくたい め ぎゃくたい み ぜ ん ぼ う し と く

虐待の未然防止のためには、的確な現状把握（アセスメント）に基づいた対応策の
ぎゃくたい み ぜ ん ぼ う し てきかく げんじょうは あ く あ せ す め ん と もと たいおうさく

作成、そして継続した定期的な評価（モニタリング）が重要となります。そのアセスメント
さくせい けいぞく て い き てき ひょうか も に た り ん ぐ じゅうよう あ せ す め ん と

に役に立つものとしては、事故・ヒヤリハット事例の報告、虐待防止のための自己評価
やく た じ こ ひ や り は っ と じ れ い ほうこく ぎゃくたいぼ う し じ こ ひょうか

（チェックリストによる評価）などがあります。
ち ぇ っ く り す と ひょうか

① ヒヤリハット活動
ひ や り は っ と かつどう

職員が支援の過程等で、事故に至る危険を感じてヒヤリとしたり、被害を及ぼす
しょくいん し え ん か て い とう じ こ いた き け ん かん ひ や り ひ が い およ

手前でハッとした経験を持つことは少なくありません。このような「ヒヤリハット
て ま え は っ けいけん も すく ひ や り は っ と

事例」が見過ごされ、誰からも指摘を受けず気付かずに放置されることは、虐待
じ れ い み す だれ し て き う き づ ほ う ち ぎゃくたい

や不適切な支援、事故につながります。普段からヒヤリハット活動に取り組み、早
ふ て き せ つ し え ん じ こ ふ だ ん ひ や り は っ と かつどう と く はや

い段階で事例を把握・分析し、適切な対策を講じるとともに、虐待防止に役立てま
だんかい じ れ い は あ く ぶんせき てきせつ たいさく こう ぎゃくたいぼ う し や く だ

す。
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② チェックリストの活用
ち ぇ っ く り す と かつよう

虐待を未然に防止し、早期発見・早期対応につなげるため、チェックリストを活用
ぎゃくたい み ぜ ん ぼ う し そ う き はっけん そ う き たいおう ち ぇ っ く り す と かつよう

します。利用者支援の際に、いつのまにか人権を侵害していることがないか、
り よ う しゃ し え ん さい じんけん しんがい

不適切な支援になっていないか、客観的に振り返ってみることが重要です。職員
ふ て き せ つ し え ん きゃっかんてき ふ かえ じゅうよう しょくいん

が自らの行動を自己点検できるチェックリストを定期的に配布・実施し、職員間で
みずか こうどう じ こ てんけん ち ぇ っ く り す と て い き てき は い ふ じ っ し しょくいんかん

課題を共有し、改善策を検討していきます。
か だ い きょうゆう かいぜんさく けんとう

③ なんでもそうだん、苦情解決のしくみ
くじょうかいけつ

苦情についての相談窓口の連絡先は、利用者・家族等にわかりやすく、事業所内
くじょう そうだんまどぐち れんらくさき り よ う しゃ か ぞ く とう じぎょうしょない

の見えやすい所に掲示しておきます。受け付けた苦情やその改善状 況は定期
み ところ け い じ う つ くじょう かいぜんじょうきょう て い き

的にまとめて、個人情報を保護した上で公開します。
てき こ じ んじょうほう ほ ご うえ こうかい

職員は、利用者との日常的なコミュニケーションを大切にするとともに、相談・苦情
しょくいん り よ う しゃ にちじょうてき こ み ゅ に け ー し ょ ん たいせつ そうだん くじょう

がサービスの質を向上させる上で重要な情報になると認識し、誠実に対応し、次
さ ー び す しつ こうじょう うえ じゅうよう じょうほう にんしき せいじつ たいおう つぎ

へと活かせるように努めます。
い つと

利用者の満足度調査や利用者・家族等のアンケート等を活用し、普段は出にくい
り よ う しゃ まんぞく ど ちょうさ り よ う しゃ か ぞ く とう あ ん け ー と とう かつよう ふ だ ん で

意見を拾い上げ、運営状 況の見直しができるよう、コミュニケーションを深めてい
い け ん ひろ あ うんえいじょうきょう み な お こ み ゅ に け ー し ょ ん ふか

きましょう。

④ 風通しの良い職場環境づくり
かぜとお よ しょくばかんきょう

支援に当たっての悩みや困難、他の職員の支援や対応とのズレなどがある時は、
し え ん あ なや こんなん た しょくいん し え ん たいおう ず れ とき

職員同士で話し合って、よりよい支援に向けた議論を重ねることが大事です。
しょくいんど う し はな あ し え ん む ぎ ろ ん かさ だ い じ

事業所間の横断的な交流を図り、お互いの支援場面の様子を知ったり雰囲気を
じぎょうしょかん おうだんてき こうりゅう はか たが し え ん ば め ん よ う す し ふ ん い き

感じて、不適切な対応になっていないか日常的に把握していくことや、職員の小さ
かん ふ て き せ つ たいおう にちじょうてき は あ く しょくいん ちい

な気づきを受け止め、オープンに意見交換し情報共有する体制、風通しの良い
き う と お ー ぷ ん い け ん こうかん じょうほうきょうゆう たいせい かぜとお よ

環境の整備に取り組みます。
かんきょう せ い び と く

また虐待防止の取り組みは、事業所ごとで完結するものではなく、各事業所及び
ぎゃくたいぼ う し と く じぎょうしょ かんけつ かくじぎょうしょおよ

検討委員会との課題や改善状 況の共有など、相互に行き来することも重要で
けんとう い い ん かい か だ い かいぜんじょうきょう きょうゆう そ う ご い き じゅうよう

す。
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各事業所及び検討委員会との相互の行き来が重要
か く じ ぎ ょ う し ょ お よ け ん と う い い ん か い そ う ご い き じゅうよう

虐 待防止の計画を行い（ P :プラン）、実行し（ D :ドゥー）、評価し（C :チェック）、そ
ぎゃくたいぼ う し けいかく おこな ぴー ぷ ら ん じっこう でぃー ど ぅ ー ひょうか しー ち ぇ っ く

して改善を図る（ A :アクション）というP D C Aサイクルを、事業所ごとに行い、そ
かいぜん はか えー あ く し ょ ん ぴーでぃーしーえー さ い く る じぎょうしょ おこな

れらの状 況を検討委員会で共 有していきます。また検討委員会でも全体の計画
じょうきょう けんとうい い んかい きょうゆう けんとうい い んかい ぜんたい けいかく

等について、やはりP D C Aサイクルで検 証し、各事業所に返していきます。
とう ぴーでぃーしーえー さ い く る けんしょう かくじぎょうしょ かえ

７．女性をはじめとする障がい者に対する性的虐待、性的被害防止について
じょせい しょう しゃ たい せいてきぎゃくたい せいてき ひ が い ぼ う し

女性をはじめとする障がい者への性的虐待は、他の虐待よりも一層人目を避けて
じょせい しょう しゃ せいてきぎゃくたい ほか ぎゃくたい いっそう ひ と め さ

行われやすく、被害者が人に知られたくないという思いからも、発見されにくい傾向に
おこな ひ が い しゃ ひと し おも はっけん けいこう

あります。

このような状 況や傾向を念頭に置き、性的虐待、性的被害についての研修の
じょうきょう けいこう ねんとう お せいてきぎゃくたい せいてき ひ が い けんしゅう

強化、女性が相談しやすい相談窓口の整備とともに、限りある人員体制の中でも女性
きょうか じょせい そうだん そうだんまどぐち せ い び かぎ じんいんたいせい なか じょせい

利用者に対して可能な限り同性介助に努める、勤務中に無用な個人携帯電話や
り よ う しゃ たい か の う かぎ どうせいかいじょ つと き ん むちゅう む よ う こ じ ん けいたい で ん わ

スマートフォンの携行・使用を禁止し、不当な撮影を防止するなど現実的な対策に努
す ま ー と ふ ぉ ん けいこう し よ う き ん し ふ と う さつえい ぼ う し げんじつてき たいさく つと

めます。

なお、上記のことは、女性障がい者に限らず、男性障がい者への性的虐待防止も
じょうき じょせいしょう しゃ かぎ だんせいしょう しゃ せいてきぎゃくたいぼ う し

含め、また性の多様性を踏まえて取り組んでいく必要があります。
ふく せい た よ う せい ふ と く ひつよう

各事業所
か く じ ぎ ょ う し ょ

各事業所
か く じ ぎ ょ う し ょ

検討委員会
け ん と う い い ん か い

相互に行き来する
そ う ご い き

P
ぴー

P
ぴー

P
ぴー

D
でぃー

D
でぃー

D
でぃー

C
しー

C
しー

C
しー

A
えー

A
えー

A
えー
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第３章 障がい者虐待発見時の対応
だ い しょう しょう し ゃぎゃくたいは っ け ん じ た い お う

．虐待の発見と届け出・通報・報告・相談の流れ（虐待対応の流れ（フロー図）参照）１
ぎゃくたい はっけん とど で つうほう ほうこく そうだん なが ぎゃくたいたいおう なが ふ ろ ー ず さんしょう

虐 待を受けた本人
ぎゃくたい う ほんにん

ア．吹田市障がい者虐待防止センターに直接、届け出（任意）
あ す い た し しょう しゃぎゃくたいぼ う し せ ん た ー ちょくせつ とど で に ん い

イ．虐待防止受付担当者、又は虐待防止責任者に相談
い ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ また ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ そうだん

ウ．総務事務所内全体窓口の専用電話・メールで相談（郵送も可）
う そ う む じ む し ょ ないぜんたいまどぐち せんよう で ん わ め ー る そうだん ゆうそう か

エ．第三者委員に直接、相談（希望する場合は、総務事務所内全体窓口・虐待
え だいさんしゃ い い ん ちょくせつ そうだん き ぼ う ば あ い そ う む じ む し ょ ないぜんたいまどぐち ぎゃくたい

防止受付担当者・虐待防止責任者のいずれかに伝える）
ぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ つた

虐 待（疑いの場合も）に気付いた発見者（家族・職 員等）
ぎゃくたい うたが ば あ い き づ はっけんしゃ か ぞ く しょくいんとう

ア．吹田市障がい者虐待防止センターに直接、通報（義務）
あ す い た し しょう しゃぎゃくたいぼ う し せ ん た ー ちょくせつ つうほう ぎ む

イ．虐待防止受付担当者、または虐待防止責任者に報告・相談
い ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ほうこく そうだん

ウ．総務事務所内全体窓口の専用電話・メールで相談（郵送も可）
う そ う む じ む し ょ ないぜんたいまどぐち せんよう で ん わ め ー る そうだん ゆうそう か

エ．第三者委員に直接、報告・相談（希望する場合は、総務事務所内全体窓口・
え だいさんしゃ い い ん ちょくせつ ほうこく そうだん き ぼ う ば あ い そ う む じ む し ょ ないぜんたいまどぐち

虐待防止受付担当者・虐待防止責任者のいずれかに伝える）
ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ つた

〔現場での虐待の発見と通報義務〕
げ ん ば ぎゃくたい はっけん つうほう ぎ む

法律では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は、速やかに市町村に
ほうりつ ぎゃくたい う おも しょう しゃ はっけん ひと すみ しちょうそん

通報する義務が定められています。
つうほう ぎ む さだ

施設・事業所においても、明らかな虐待の場合だけではなく、虐待を疑われる事案
し せ つ じぎょうしょ あき ぎゃくたい ば あ い ぎゃくたい うたが じ あ ん

を発見した場合には、事実が確認できなくても通報する義務があります。
はっけん ば あ い じ じ つ かくにん つうほう ぎ む

市町村への通報義務は発見者だけでなく、利用者や職員等から相談を受けた管理
しちょうそん つうほう ぎ む はっけんしゃ り よ う しゃ しょくいんとう そうだん う か ん り

者、サービス管理責任者等にも生じます。このような通報義務は、虐待の事案を事業
しゃ さ ー び す か ん り せきにんしゃとう しょう つうほう ぎ む ぎゃくたい じ あ ん じぎょう

所の内部だけで抱え込んでしまうことなく、市町村や都道府県の事実確認調査を通じ
しょ な い ぶ かか こ しちょうそん と ど う ふ け ん じ じ つ かくにんちょうさ つう

て、障がい者虐待の早期発見・早期対応をしていくために、法律で規定されているも
しょう しゃぎゃくたい そ う き はっけん そ う き たいおう ほうりつ き て い

のです。また、本人や家族、あるいは外部の人から事業所での虐待を通報される場合
ほんにん か ぞ く が い ぶ ひと じぎょうしょ ぎゃくたい つうほう ば あ い

もあります。

当法人においては、自らの事業所内に限らず、他部署のサービス利用等にも配慮
とうほうじん みずか じぎょうしょない かぎ た ぶ し ょ さ ー び す り よ う とう はいりょ

し、虐待の疑いがもたれる場合には、家庭訪問や相談支援事業所との連携、行政へ
ぎゃくたい うたが ば あ い か て い ほうもん そうだん し え ん じぎょうしょ れんけい ぎょうせい
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の通報を含めた迅速な組織的対応を行います。この時に市町村に通報することなく、
つうほう ふく じんそく そ し き てきたいおう おこな とき しちょうそん つうほう

施設の中だけで事実確認を進め、事態を収束してしまうと通報義務に反することとな
し せ つ なか じ じ つ かくにん すす じ た い しゅうそく つうほう ぎ む はん

るため、必ず市町村に通報した上で行政と連携して対応を進めます。
かなら しちょうそん つうほう うえ ぎょうせい れんけい たいおう すす

［通報者の保護］
つうほうしゃ ほ ご

虐待についての通報は、誰でも気がついた時点でするのが基本です。通報した
ぎゃくたい つうほう だれ き じ て ん き ほ ん つうほう

職員は、次のように保護されています。
しょくいん つぎ ほ ご

① 守秘義務に関する法律の規定は、職員等による障害者虐待の通報を妨げる
し ゅ ひ ぎ む かん ほうりつ き て い しょくいんとう しょうがいしゃぎゃくたい つうほう さまた

ものと解釈してはならないこと
かいしゃく

② 職員等は、通報等をしたことを理由に、解雇その他不利益な取 扱を受けないこ
しょくいんとう つうほうとう り ゆ う か い こ た ふ り え き とりあつかい う

と（虚偽または重大な過失を除く）
き ょ ぎ じゅうだい か し つ のぞ

［障がい者の人権擁護・早期救済］
しょう しゃ じん けんよ うご そ う ききゅうさい

自分が何をされているのか、虐待なのか、わからないまま傷ついている障がい者
じ ぶ ん なに ぎゃくたい きず しょう しゃ

がいます。おかしいと思っても、相手が職員だと顔色をうかがって訴えられないことも
おも あ い て しょくいん かおいろ うった

あります。知的障がいのある女性が性的虐待を受ける場合などがその典型です。
ち てきしょう じょせい せいてきぎゃくたい う ば あ い てんけい

「『障害者なら、被害が発覚しないと思った』などの卑劣な理由（厚労省「手引き」
しょうがいしゃ ひ が い はっかく おも ひ れ つ り ゆ う こうろうしょう て び

P .16）」で、人目につかない場所を選んで継続的に虐待を繰り返す悪質な事案もある
ぺーじ ひ と め ば し ょ えら けいぞくてき ぎゃくたい く かえ あくしつ じ あ ん

ことは、よく指摘されますが、私たちは、冒頭の行動規範記載の文章にあるように、
し て き わたし ぼうとう こうどう き は ん き さ い ぶんしょう

まさにこの法人でそうしたことが起きてしまったことを重く受け止め、改めて日ごろの
ほうじん お おも う と あらた ひ

業務を顧みていかねばなりません。
ぎょうむ かえり

職員であれば、同じ職場や法人内で権利侵害や虐待が行われているとは、できれ
しょくいん おな しょくば ほうじんない け ん り しんがい ぎゃくたい おこな

ば認めたくないし、あまり知られたくはないという気持ちが働くかもしれませんが、見て
みと し き も はたら み

見ぬふりが虐待を助長します。
み ぎゃくたい じょちょう

利用者が傷ついている（かもしれない）と気づいたら、まず利用者本人のことを一番
り よ う しゃ きず き り よ う しゃほんにん いちばん

に考え、職員間で力をあわせて、権利侵害や虐待から守り救済できるようしていか
かんが しょくいんかん ちから け ん り しんがい ぎゃくたい まも きゅうさい

なければなりません。
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２.届け出・通報・報告・相談後の対応（虐待対応の流れ（フロー図）参照）
とど で つうほう ほうこく そうだん ご たいおう ぎゃくたいたいおう なが ふ ろ ー ず さんしょう

ぷくぷく福祉会における虐 待対応の流れ
ふ く しかい ぎゃくたいたいおう なが

ア．吹田市障がい者虐待防止センターに直接、届け出・通報があった場合
あ す い た し しょう しゃぎゃくたいぼ う し せ ん た ー ちょくせつ とど で つうほう ば あ い

① 虐待防止センターからの問い合わせ、聞き取りや調査への対応・協 力を行
ぎゃくたいぼ う し せ ん た ー と あ き と ちょうさ たいおう きょうりょく おこな

う

② 本人の安全確保や事実・事情の確認、検討委員会会議の招 集等、法人とし
ほんにん あんぜん か く ほ じ じ つ じじょう かくにん けんとう い い ん かいかい ぎ しょうしゅうとう ほうじん

て必要な対応を行う
ひつよう たいおう おこな

③ 虐待認定を受けた場合の改善指導等への対応を行う
ぎゃくたいにんてい う ば あ い かいぜん し ど う とう たいおう おこな

イ．虐待防止受付担当者、または虐待防止責任者に報告・相談があった場合
い ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ほうこく そうだん ば あ い

＊①～⑨までの対応を、原則２週間以内に実施する
たいおう げんそく しゅうかんい な い じ っ し

① 虐待防止受付担当者は、受け付けた内容を虐待相談受付票に記入し、
ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ う つ ないよう ぎゃくたいそうだんうけつけひょう きにゅう

虐待防止責任者に報告する（本人・発見者の了解の上、必要に応じて第三
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ほうこく ほんにん はっけんしゃ りょうかい うえ ひつよう おう だいさん

者委員に助言を求める）
しゃ い い ん じょげん もと

② 虐待防止責任者は、虐待防止センター及び理事長に一報を入れる
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ぎゃくたいぼ う し せ ん た ー およ り じ ちょう いっぽう い

③ 虐待防止責任者の指示と統括の下、緊急性の判断、本人の安全確保本人・
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ し じ とうかつ もと きんきゅうせい はんだん ほんにん あんぜん か く ほ ほんにん

家族等の意向確認、当事者・関係者の聞き取りを通した事実・事情の確認等
か ぞ く とう い こ う かくにん と う じ し ゃ かんけいしゃ き と とお じ じ つ じじょう かくにんとう

を行う
おこな

④ 事実・事情の確認後、虐待防止センターに詳細を報告する
じ じ つ じじょう かくにん ご ぎゃくたいぼ う し せ ん た ー しょうさい ほうこく

⑤ 第三者委員へ報告する（本人・発見者が第三者委員への報告を希望しない
だいさんしゃ い い ん ほうこく ほんにん はっけんしゃ だいさんしゃ い い ん ほうこく き ぼ う

場合は行わない）
ば あ い おこな

⑥ 理事長へ報告する
り じ ちょう ほうこく

⑦ 理事長は検討委員会会議を招 集し、対応策、要因の分析及び再発防止の
り じ ちょう けんとう い い ん かいかい ぎ しょうしゅう たいおうさく よういん ぶんせきおよ さいはつ ぼ う し

案について協議を行う（必要に応じて、第三者委員に解決に向けての助言を
あん きょうぎ おこな ひつよう おう だいさんしゃ い い ん かいけつ む じょげん

求める）
もと

⑧ 検討委員会での協議を経て、虐待防止責任者（内容によっては理事長等
けんとう い い ん かい きょうぎ へ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ないよう り じ ちょうとう

役職者含む）は、本人・発見者との話し合いを行う（解決案、再発防止案の
やくしょくしゃふく ほんにん はっけんしゃ はな あ おこな かいけつあん さいはつ ぼ う し あん

提示、説明）
て い じ せつめい

⑨ 本人・家族等の了解後、虐待防止センター、第三者委員に報告を行う
ほんにん か ぞ く とう りょうかいご ぎゃくたいぼ う し せ ん た ー だいさんしゃ い い ん ほうこく おこな
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⑩ 理事会、家族等へ報告（内容によっては説明会を開催）する
り じ かい か ぞ く とう ほうこく ないよう せつめいかい かいさい

⑪ 経過観察やモニタリングを継続して行うとともに、要因の分析確認及び再発
け い か かんさつ も に た り ん ぐ けいぞく おこな よういん ぶんせきかくにんおよ さいはつ

防止に向けた具体的な取り組みを進める
ぼ う し む ぐ た い て き と く すす

ウ．総務事務所内全体窓口・虐待防止受付担当者・虐待防止責任者から連絡があ
う そ う む じ む し ょ ないぜんたいまどぐち ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ れんらく

り、第三者委員に報告・相談があった場合
だいさんしゃ い い ん ほうこく そうだん ば あ い

① 第三者委員は、受け付けた内容を虐待相談受付票（第三者委員用）に
だいさんしゃ い い ん う つ ないよう ぎゃくたいそうだんうけつけひょう だいさんしゃ い い ん よう

記入する
きにゅう

② 法人への報告について、本人・発見者に要否を確認する
ほうじん ほうこく ほんにん はっけんしゃ よ う ひ かくにん

③ 法人への報告を行う場合、法人内の誰に報告するのか、また、受け付けた
ほうじん ほうこく おこな ば あ い ほうじんない だれ ほうこく う つ

内容に間違いがないか確認する
ないよう ま ち が かくにん

④ 報告後は、法人が行う対応への助言、報告聴取等、必要に応じた関わりを
ほうこく ご ほうじん おこな たいおう じょげん ほうこくちょうしゅとう ひつよう おう かか

行う
おこな

報告・相談受付の留意点
ほうこく そうだんうけつけ りゅういてん

はじめから明確な虐待として報告されることもあれば、悩みや疑問の相談など、そ
めいかく ぎゃくたい ほうこく なや ぎ も ん そうだん

の内容は様々です。事実関係が混沌としていたり、断片的・間接的な情報だったり、
ないよう さまざま じ じ つ かんけい こんとん だんぺんてき かんせつてき じょうほう

思い込みや誤認の場合もあります。しかし、重大な事案を見逃さないためには、疑わ
おも こ ご に ん ば あ い じゅうだい じ あ ん み の が うたが

しい兆候やサインをS O Sとして受け止め、利用者の様子の変化を迅速に察知し、
ちょうこう さ い ん えすおーえす う と り よ う しゃ よ う す へ ん か じんそく さ っ ち

管理者等とともに事実・事情の確認を進めることが重要です。
か ん り しゃとう じ じ つ じじょう かくにん すす じゅうよう

① 報告や相談は口頭のほか、「くじょう・そうだん 意見用紙」などを利用し
ほうこく そうだん こうとう い け ん よ う し り よ う

て、文字や絵など、本人が伝えやすい方法を選択できるようにする。
も じ え ほんにん つた ほうほう せんたく

② 虐待防止受付担当者は、出来るだけ本人・発見者と会って話を聞く。
ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ で き ほんにん はっけんしゃ あ はなし き

③ 虐待相談受付票の項目に沿って、基本的な確認を行い、事案に応じて必要
ぎゃくたいそうだんうけつけひょう こうもく そ き ほ ん てき かくにん おこな じ あ ん おう ひつよう

な内容を聞き取る。
ないよう き と

④ 情報は出来るだけ正確に、誘導につながらないようじっくり相手の言葉を聞いて
じょうほう で き せいかく ゆうどう あ い て こ と ば き

記録する。
き ろ く

⑤ 記録した内容について、間違いがないか確認する。
き ろ く ないよう ま ち が かくにん
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 虐 待対応の留意点
ぎゃくたいたいおう りゅういてん

虐待が起きた時は、「隠さない、嘘をつかない」誠実な対応を進めることが基本です。
ぎゃくたい お とき かく うそ せいじつ たいおう すす き ほ ん

いつでも権利侵害は起こりうるという前提に立ち、何があったのかを明らかにし、障が
け ん り しんがい お ぜんてい た なに あき しょう

い当事者の人権を守るために真摯な態度で取り組むことが、虐待を生み出す土壌を
と う じ し ゃ じんけん まも し ん し た い ど と く ぎゃくたい う だ どじょう

改善し、よりよい支援に向けた職員チームづくりにつながります。
かいぜん し え ん む しょくいん ち ー む

① 受け付けた内容が虐待かどうかに関わらず、虐待防止受付担当者は報告・相談
う つ ないよう ぎゃくたい かか ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ほうこく そうだん

を受け付けたことについて、虐待防止責任者に報告し情報の共有を図る。投書
う つ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ほうこく じょうほう きょうゆう はか とうしょ

など匿名の場合も同様とし、必要な対応を行う。
とくめい ば あ い どうよう ひつよう たいおう おこな

② 虐待防止受付担当者と虐待防止責任者は相互に連携し、初期対応を行う。特
ぎゃくたいぼ う し うけつけたんとうしゃ ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ そ う ご れんけい し ょ き たいおう おこな とく

に、緊急性の判断によっては、本人保護を最優先し、家族への連絡や医療機関
きんきゅうせい はんだん ほんにん ほ ご さいゆうせん か ぞ く れんらく いりょう き か ん

の支援など、本人への適切な配慮を行う。
し え ん ほんにん てきせつ はいりょ おこな

③ 事実・事情の確認は、本人・発見者・当該職員だけでなく、関わりのある人から広
じ じ つ じじょう かくにん ほんにん はっけんしゃ とうがいしょくいん かか ひと ひろ

く聞き取る。
き と

④ 本人への聞き取りは、記憶がはっきりしているうちに、出来るだけ早い段階で話
ほんにん き と き お く で き はや だんかい はなし

を聞くことが望ましいが、記憶が影響を受け、記憶に変化が起きることや二次的
き のぞ き お く えいきょう う き お く へ ん か お に じ て き

なショックなどに充分留意して聞き取ること。本人の了解を得て、本人が信頼で
し ょ っ く じゅうぶんりゅうい き と ほんにん りょうかい え ほんにん しんらい

きて話しやすい支援者や家族などの同席、本人に対して 理解の深い専門的
はな し え ん しゃ か ぞ く どうせき ほんにん たい り か い ふか せんもんてき

スタッフによる聞き取り、本人にとって身近な第三者の立ち合いなどの配慮が
す た っ ふ き と ほんにん み ぢ か だいさんしゃ た あ はいりょ

必要。また、被害者の精神的ケアについても行っていく必要があります。
ひつよう ひ が い しゃ せいしんてき け あ おこな ひつよう

⑤ 市町村の聞き取り、調査に当たっては、聞き取りを受ける本人やその家族等、
しちょうそん き と ちょうさ あ き と う ほんにん か ぞ く とう

職員・関係者の話の秘密が守られ、安心して話せる場所の設定が必要となるた
しょくいん かんけいしゃ はなし ひ み つ まも あんしん はな ば しょ せってい ひつよう

め、適切な場所の提供、勤務表や個別支援計画、サービス提供記録等の提出
てきせつ ば しょ ていきょう き ん むひょう こ べ つ し え ん けいかく さ ー び す ていきょうき ろ く とう ていしゅつ

等に最大限協 力する。
とう さいだいげんきょうりょく
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３．利用者・家族等への対応
り よ う しゃ か ぞ く とう たいおう

虐待事案への対応に当たっては、虐待を受けた利用者の尊重と安全確保を
ぎゃくたいじ あ ん たいおう あ ぎゃくたい う り よ う しゃ そんちょう あんぜん か く ほ

最優先にします。虐待を行った職員がその後も同じ部署で勤務を続けることによって、
さいゆうせん ぎゃくたい おこな しょくいん ご おな ぶ し ょ き ん む つづ

虐待を受けた利用者が不安や恐怖を感じ続けるような事態等を起こさないため、法人
ぎゃくたい う り よ う しゃ ふ あ ん きょうふ かん つづ じ た い とう お ほうじん

の就 業規則等を踏まえた上で、配属先を直接支援以外の部署に変更することや、
しゅうぎょうき そ く とう ふ うえ はいぞくさき ちょくせつし え ん い が い ぶ し ょ へんこう

事実関係が明らかになるまでの間、自宅待機にする等の対応を行い、利用者が安心
じ じ つ かんけい あき あいだ じ た く た い き など たいおう おこな り よ う しゃ あんしん

できる環境づくりに努めます。
かんきょう つと

虐待者からの分離、保護を受けても、被害にあった利用者は、虐待によって心身
ぎゃくたいしゃ ぶ ん り ほ ご う ひ が い り よ う しゃ ぎゃくたい しんしん

の不調を抱えていたり、急な環境の変化等への不安や緊張を感じます。自分が置か
ふちょう かか きゅう かんきょう へ ん か とう ふ あ ん きんちょう かん じ ぶ ん お

れている状 況が理解出来ない場合、不安や緊張がさらに高まる可能性もあります。
じょうきょう り か い で き ば あ い ふ あ ん きんちょう たか か の う せ い

その結果、興奮してパニックを起こしたり、食事を食べられなくなったり、不眠になった
け っ か こうふん ぱ に っ く お しょくじ た ふ み ん

りといった症 状が現れる場合もあります。職員は、被害を受けた利用者が置かれて
しょうじょう あらわ ば あ い しょくいん ひ が い う り よ う しゃ お

いる状 況を理解し、受容的に関わり、不安や緊張を和らげるよう対応することが求
じょうきょう り か い じゅようてき かか ふ あ ん きんちょう やわ たいおう もと

められます。関わる職員同士で情報交換や申し送りを確実に行い、一日でも早く
かか しょくいんど う し じょうほうこうかん もう おく かくじつ おこな いちにち はや

安定した生活を送ることができるような対応を心がけることが必要となります。
あんてい せいかつ おく たいおう こころ ひつよう

また、事実確認をしっかりと行った上で、虐待を受けた利用者やその家族等に対し
じ じ つ かくにん おこな うえ ぎゃくたい う り よ う しゃ か ぞ く とう たい

て法人、事業所内で起きた事態に対して謝罪も含めて誠意ある対応を行います。
ほうじん じぎょうしょない お じ た い たい しゃざい ふく せ い い たいおう おこな

虐待事案の内容によっては、法人の理事長等役職員が同席した上で説明会を開き、
ぎゃくたいじ あ ん ないよう ほうじん り じ ちょうとうやくしょくいん どうせき うえ せつめいかい ひら

説明と謝罪を行い信頼の回復に努める必要があります。
せつめい しゃざい おこな しんらい かいふく つと ひつよう

４．要因の分析と再発防止に向けて
よういん ぶんせき さいはつ ぼ う し む

虐待を行った職員に対しては、なぜ虐待を起こしたのか、その背景について聞き
ぎゃくたい おこな しょくいん たい ぎゃくたい お はいけい き

取り、要因を分析します。虐待は、一人の職員が起こす場合もあれば、複数の職員
と よういん ぶんせき ぎゃくたい ひ と り しょくいん お ば あ い ふくすう しょくいん

が起こす場合もあります。また、小さな不適切な対応が積み重なってエスカレートし、
お ば あ い ちい ふ て き せ つ たいおう つ かさ え す か れ ー と

やがて大きな虐待につながってしまう等のケースも考えられるため、経過の把握も
おお ぎゃくたい など け ー す かんが け い か は あ く

必要です。さらに、虐待があることを知りながら見て見ぬふりをしてしまった職員がい
ひつよう ぎゃくたい し み み しょくいん

る場合、職員相互の指摘が出来ないような支配的な力関係が職員の間に働いて
ば あ い しょくいんそ う ご し て き で き し は い て き ちからかんけい しょくいん あいだ はたら

いる場合もあります。その他、職員が障がい特性等の知識や対応の技術が不十分で、
ば あ い ほか しょくいん しょう とくせいとう ち し き たいおう ぎじゅつ ふじゅうぶん
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力で抑え込むことしか出来なかった場合も考えられます。
ちから おさえ こ で き ば あ い かんが

また、管理者等役職者が虐待を行っているのではないかと指摘を受ける場合もあ
か ん り しゃとうやくしょくしゃ ぎゃくたい おこな し て き う ば あ い

るかもしれません。これらを客観的に分析するためには、内部の議論だけでなく、第三
きゃっかんてき ぶんせき な い ぶ ぎ ろ ん だいさん

者委員にも参加してもらっての協議検証の場を設けること等も考えられます。法人の
しゃ い い ん さ ん か きょうぎけんしょう ば もう など かんが ほうじん

中で組織的に行われたと考えられる虐待事案については、法人内の他事業の内部
なか そ し き て き おこな かんが ぎゃくたいじ あ ん ほうじんない た じ ぎ ょ う な い ぶ

調査も検討しなければなりません。
ちょうさ けんとう

虐待が起きると、法人は利用者や家族等からの信頼を失うとともに、社会的な
ぎゃくたい お ほうじん り よ う しゃ か ぞ く とう しんらい うしな しゃかいてき

信用が低下し、虐待に関わっていなかった職員も自信を失ってしまいます。失ったも
しんよう て い か ぎゃくたい かか しょくいん じ し ん うしな うしな

のを回復するためには、事実の解明や改善に向けた誠実な取り組みと長い時間が
かいふく じ じ つ かいめい かいぜん む せいじつ と く なが じ か ん

必要になります。
ひつよう

虐待が起きてしまった要因を明らかにし、どうしたら虐待を防ぐことが出来たのかを
ぎゃくたい お よういん あき ぎゃくたい ふせ で き

振り返るとともに、行政の改善指導等に従い、今後の再発防止に向けた改善計画を
ふ かえ ぎょうせい かいぜん し ど う とう したが こ ん ご さいはつ ぼ う し む かいぜんけいかく

具体化した上で、同じ誤りを繰り返すことがないように取り組むことが支援の質を
ぐ た い か うえ おな あやま く かえ と く し え ん しつ

向上させるだけではなく、職員が自信を取り戻し、法人や各事業所が利用者や家族
こうじょう しょくいん じ し ん と もど ほうじん かくじぎょうしょ り よ う しゃ か ぞ く

等からの信頼を回復することにもつながります。
とう しんらい かいふく

５．虐待した職員や役職者の処分
ぎゃくたい しょくいん やくしょくしゃ しょぶん

事実の確認と要因の分析を通じて虐待に関係した職員や法人・事業所の役職者
じ じ つ かくにん よういん ぶんせき つう ぎゃくたい かんけい しょくいん ほうじん じぎょうしょ やくしょくしゃ

の責任を明らかにする必要があります。刑事責任や民事責任、行政上の責任に加え、
せきにん あき ひつよう け い じ せきにん み ん じ せきにん ぎょうせいじょう せきにん くわ

道義的責任が問われる場合がありますので、真摯に受け止めなくてはなりません。
ど う ぎ てきせきにん と ば あ い し ん し う と

さらに、法人として責任の所在に応じた処分を行うことになります。処分に当たって
ほうじん せきにん しょざい おう しょぶん おこな しょぶん あ

は、労働関連法規及び法人の就 業規則の規定等に基づいて行います。また、処分
ろうどうかんれん ほ う き およ ほうじん しゅうぎょうき そ く き て い とう もと おこな しょぶん

を受けた者については、虐待防止や職 業倫理等に関する教育や研修の受講を
う もの ぎゃくたいぼ う し しょくぎょうり ん り とう かん きょういく けんしゅう じゅこう

義務づける等、再発防止のための対応を徹底して行うことが求められます。
ぎ む など さいはつ ぼ う し たいおう てってい おこな もと
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６．虐待防止のための職員研修
ぎゃくたいぼ う し しょくいんけんしゅう

虐待防止責任者は、虐待防止啓発のため定期的に職員の研修を行います。１
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ ぎゃくたいぼ う し けいはつ て い き てき しょくいん けんしゅう おこな

虐待防止責任者はぷくぷくの会の理念とぷくぷく福祉会職員の基本姿勢・行動２
ぎゃくたいぼ う し せきにんしゃ かい り ね ん ふ く し かいしょくいん き ほ ん し せ い こうどう

規範を熟読し、職員にも周知しなければなりません。
き は ん じゅくどく しょくいん しゅうち

研修は虐待防止啓発研修に限らず、障がい福祉を含めた、全人的な人格・資質３
けんしゅう ぎゃくたいぼ う し けいはつけんしゅう かぎ しょう ふ く し ふく ぜんじんてき じんかく し し つ

の向上を目的として実施します。
こうじょう もくてき じ っ し

［付記］
ふ き

この手引書は2017年3月28日、よりよい支援検討委員会にて策定し、2017年10月1 日
て び き し ょ ねん がつ にち し え ん けんとう い い ん かい さくてい ねん がつついたち

改訂しました。
かいてい



ぷくぷく福祉会
ふくしかい

の虐 待
ぎゃくたい

対応
たいおう

の流
なが

れ（フロー
ふ ろ ー

図
ず

）～障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の従
じゅう

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

による虐 待
ぎゃくたい

～ 2017.10.1作
さく

成
せい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人
ほんにん

 発見者
は っ け ん し ゃ

（家族
か ぞ く

・スタッフ
す た っ ふ

等
と う

） 本人
ほんにん

 

 

 

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

受付
うけつけ

担当者
たんとうしゃ

                 虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

責任者
せきにんしゃ

（各事業
かくじぎょう

管理者
かんりしゃ

・サビ
さ び

管
かん

） 

 

◎ 聞
き

きとり、受付票
うけつけひょう

作成
さ く せ い

 

＊本人
ほんにん

が話
はな

しやすいよう配慮
は い り ょ

 

＊受
う

け付
つ

けた内容
な い よ う

を本人
ほんにん

に確認
か く に ん

 

＊緊急性
きんきゅうせい

の判断
はんだん

 

◎ 本人
ほんにん

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

（本人
ほんにん

と当該
と う が い

スタッフ
す た っ ふ

が会
あ

わ

ないようにするなど、本人
ほんにん

保護
ほ ご

） 

◎ 本人
ほんにん

・家族
か ぞ く

等
と う

の意向
い こ う

確認
か く に ん

 

◎ 事実
じ じ つ

・事情
じ じ ょ う

の確認
か く に ん

 

＊本人
ほんにん

に関
かか

わる方
かた

に広
ひ ろ

く聞
き

きとり 

理事長
り じ ち ょ う

（虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

統括
と う か つ

責任者
せ き に ん し ゃ

） 

◎ 会議
か い ぎ

の招集
しょうしゅう

 

◎ ケース
け ー す

会議
か い ぎ

 

◎ 対応
た い お う

策
さ く

の協議
き ょ う ぎ

 

◎ 要因
よ う い ん

の分析
ぶんせき

及び
お よ   

再発
さいはつ

防止
ぼ う し

の案
あん

 

本人
ほんにん

／発見者
はっけんしゃ

への対応
たいおう

の話
はな

しあい 

吹田市
す い た し

障
しょう

がい者
し ゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター
せ ん た ー

 

（市
し

役所
やくしょ

本庁
ほんちょう

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

室内
しつない

） 

06-6384-1349(直通
ちょくつう

電話
で ん わ

) 

06-6385-1031(ふぁっくす) 

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

責任者
せ き に ん し ゃ

より（内容
な い よ う

によっては理事長
り じ ち ょ う

等
と う

役職者
やくしょ くしゃ

含
ふ く

む） 

◎ 解決
かいけつ

案
あん

、再発
さいはつ

防止
ぼ う し

策
さ く

の説明
せつめい

 

◎ 本人
ほんにん

・家族
か ぞ く

等
と う

の了解後
りょうかいご

、行 政
ぎょうせい

、第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

に対応
たいおう

策
さく

の報告
ほうこく

 

◎ 理事会
り じ か い

、家族
か ぞ く

等
と う

への報告
ほ う こ く

、内容
な い よ う

によっては説明会
せつめいかい

 

◎ 要因
よ う い ん

の分析
ぶんせき

確認
か く に ん

及び
お よ   

再発
さいはつ

防止
ぼ う し

に向
む

けた取
と

りくみ 

＊経過
け い か

観察
かんさつ

、モニタリング
も に た り ん ぐ

を継続
けいぞく

 

 

① 
 

相
談

そ
う
だ
ん

（第
三
者

だ
い
さ
ん
し
ゃ

委
員

い

い

ん

に

相
談

そ
う
だ
ん

を
希
望

き

ぼ

う

す
る

こ
と

も
で
き
る
） 

② 

聞き

き
と
り
、
事
実

じ

じ

つ

・
事
情

じ
じ
ょ
う

の
確
認

か
く
に
ん

、
報
告

ほ
う
こ
く 

第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

 

吹田
す い た

市
し

に一報
いっぽう

 

理事長
り じ ち ょ う

に一報
いっぽう

 

事実
じ じ つ

確認後
か く に ん ご

に吹田
す い た

市
し

に

詳細
しょうさい

報告
ほうこく

 

① 

報
告

ほ
う
こ
く

・
相
談

そ
う
だ
ん

を
受う

け
て
か
ら 

⑤
話は

な

し
あ
い
ま
で 

原
則

げ
ん
そ
く

２
週
間

し
ゅ
う
か
ん

以
内

い

な

い

に
実
施

じ

っ
し 

③
招

集

し
ょ
う
し
ゅ
う 

⑤ 

話は
な

し
あ
い 

◎ 事
じ

実
じつ

確
か く

認
にん

後
ご

に 

相互
そ う ご

に連携
れんけい

 

 

③ 

報
告

ほ
う
こ
く 

第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

へ

の報告
ほ う こ く

・相談
そうだん

の

希望
き ぼ う

があった

場合
ば あ い

、連絡
れんらく

 

 

① 

法ほ
う

第だ
い

16

条
じ
ょ
う 

第
２
項

だ

い 

こ
う

に
基も

と

づ
く 

市
町
村

し
ち
ょ
う
そ
ん

へ
の
届と

ど

け
出で

／
任
意

に

ん

い 

 

① 

法ほ
う

第だ
い

16

条
じ
ょ
う 

第だ
い

１
項こ

う

に
基も

と

づ
く 

市
町
村

し
ち
ょ
う
そ
ん

へ
の
通
報

つ
う
ほ
う

／
義
務

ぎ

む 

よりよい支援
し え ん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

 

事前
じ ぜ ん

相談
そ う だ ん

も可能
か の う

 

②の聞
き

きとりを行
おこな

う前
ま え

に、本人
ほんにん

等
と う

の

了解
りょうかい

（ＯＫ
おっけー

）を得
え

て、第三者
だ い さ ん し ゃ

委員
い い ん

に

助言
じ ょ げ ん

等
と う

を求
も と

めることができる 

よりよい支援
し え ん

検討
けんとう

委員会
いいんかい

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

・虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

委員会
いいんかい

 

◎ 虐待
ぎゃくたい

かも知
し

れないと気
き

づいたら、まず報告
ほ う こ く

・相談
そうだん

 

・ いつもの（所属
しょぞく

の）事業所
じぎょうしょ

の相談
そうだん

・受付
うけつけ

担当者
たんとうしゃ

へ 

・ 法人
ほうじん

の虐待
ぎゃくたい

相談
そうだん

受付
うけつけ

への連絡
れんらく

も可
か

 

〒564-0025 吹田市
す い た し

南 高 浜 町
みなみたかはまちょう

1-17 

ぷくぷく福祉会
ふ く し か い

総務
そ う む

事務
じ む

所内
しょない

 （郵便
ゆうびん

受付
うけつけ

もあり）  

専用
せんよう

電話
で ん わ

：０６－６３８１－７７７０ 

メール
め ー る

：ｐｕｋｕ2ｓｏｓ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 

 

 

① 
 

報
告

ほ
う
こ
く

・相
談

そ
う
だ
ん

（第
三
者

だ
い
さ
ん
し
ゃ

委
員

い

い

ん

に
報
告

ほ
う
こ
く

・
相
談

そ
う
だ
ん

を

希
望

き

ぼ

う

す
る
こ
と
も
で
き

る
） 

⑥報告
ほうこく

 ⑥報告
ほうこく

 

◎ 第三者
だいさんしゃ

委員
い い ん

からの 

解
かい

決
けつ

に向
む

けての助
じ ょ

言
げん

 

④ 

協
議

き
ょ
う
ぎ 

連携
れんけい

・協力
きょうりょく

 


