
高齢の障害者に対する支援について 

資料１ 



■ 基本報酬 

 基本単位数は、事業者ごとに利用者の①利用定員の合計数及び②障害支援区分に応じ所定単位数を算定。 
■ 定員４０人以下の場合   （区分６）    （区分５）   （区分４）      （区分３）   （区分２以下）※未判定の者を含む 

                    451単位    380単位   307単位      231単位    167単位  

■ 主な加算 

重度障害者支援加算 
(Ⅰ) 特別な医療を受けている利用者[２８単位]  
 →区分６であって、次に該当する者が２人以上の場合は更に22単位 
  ①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者 
  ②重症心身障害者 

(Ⅱ)  強度行動障害者[10単位～735単位] 

夜勤職員配置体制加算 
夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合 
・利用定員が21人以上40人以下の場合［49単位］ 
・利用定員が41人以上60人以下の場合［４１単位］ 
・利用定員が61人以上の場合［３６単位］ 
 

施設入所支援 
○ 対象者 

○ サービス内容 ○ 主な人員配置 

夜間において、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は 
通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者 

① 生活介護利用者のうち、区分４以上の者（５０歳以上の場合は、区分３以上） 
② 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者

又は通所によって訓棟を受けることが困難な者 
③ 生活介護利用者のうち、①に該当しないが、市町村がサービス等利用計画案に基づき必要と認める区分１以上の者 
④ 就労継続支援Ｂ型の利用者のうち、市町村がサービス等利用計画案に基づき必要と認める者 

■ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談 
   支援等を実施 
  
■ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし 
   自立訓練及び就労移行支援の利用者は、当該サービスの    
   利用期間に限定 

■ サービス管理責任者 
■ 休日等の職員配置 
   →利用者の状況に応じ、必要な支援を行うための 
     勤務体制を確保 
■ 生活支援員 利用者数 60人以下の場合、1人以上 

○ 報酬単価（平成26年4月～） 

○ 事業所数   2,624（国保連平成26年11月実績） ○ 利用者数   132,519（国保連平成26年11月実績） 



共同生活援助（グループホーム） 
○ 対象者 

 地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者（身
体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがあ
る者に限る。） 

○ サービス内容 ○ 主な人員配置 

■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排
せつ又は食事の介護等を行う 

■ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労
移行支援事業所等の関係機関と連絡調整を実施 

■ サービス管理責任者 
■ 世話人 ６：１以上 
■ 生活支援員 ２．５：１ ～ ９：１ 

○ 報酬単価（平成26年4月～） 

○ 事業所数 5,016（国保連平成26年11月実績） 

■ 基本報酬 

世話人４：１・障害支援区分６の場合[64５単位] 
 
世話人６：１・障害支援区分１以下の場合[１８１単位] 

体験利用の場合[6７５単位～２８７単位］ 
 
 

■ 主な加算 

夜間支援体制加算（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 
→（Ⅰ）夜勤を配置し、利用者に対して夜間に介護等を行うため 
 の体制等を確保する場合                 336単位～54単位 
  （Ⅱ）宿直を配置し、利用者に対して夜間に居室の巡回や緊急 
 時の支援等を行うための体制を確保する場合112単位～18単位 
   （Ⅲ）夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に

対応するための常時の連絡体制又は防災体制を確保する場
合                                        10単位            

日中支援加算 
→（Ⅰ）高齢又は重度（65歳以上又は障害支援区分4以上）の
利用者が住居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用
者に対して日中に支援を行った場合    539単位～270単位 
  （Ⅱ）利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利
用することができないときに、当該利用者に対し、日中に支援を
行った場合                   539単位～135単位 
 
医療連携体制加算（Ⅴ） 
→医療機関との連携等により看護師による、日常的な健康管理 
を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がと
れる等の体制を整備している場合             39単位 

重度障害者支援加算 
→区分６であって重度障害者等包括支援の対象者２人以上で 
 あり、より手厚いサービスを提供する場合          45単位 

～ 

○ 利用者数 77,720 （国保連平成26年11月実績） 



～
 

外部サービス利用型共同生活援助 
○ 対象者 

○ サービス内容 ○ 主な人員配置 

地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な障害者（身体障害者にあっては、65歳
未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。） 

■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他
の日常生活上の援助を行う 

■ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移
行支援事業所等の関係機関と連絡調整を実施 

■ 利用者の個々のニーズに対応した食事や入浴、排せつ等の介護を併
せて提供（外部の居宅介護事業所に委託） 

■ サービス管理責任者 
 

■ 世話人 ６：１以上（当分の間は１０：１以上） 
 

 ※介護の提供は受託居宅介護事業所が行う 

○ 報酬単価（平成26年4月～） 

○ 事業所数 1,514（国保連平成26年11月実績） ○ 利用者数 16,010（国保連平成26年11月実績） 

■ 基本報酬 

世話人 ４：１  [257単位] ～ 世話人10：１  [120単位]            体験利用の場合［287単位］ 
※利用者に対し受託居宅介護サービスを行った場合は、サービスに要する標準的な時間に応じて受託介護サービス費を併せて算定［99単位～］ 

■ 主な加算 

夜間支援体制加算（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 
→（Ⅰ）夜勤を配置し、利用者に対して夜間に介護等を行うため 
 の体制等を確保する場合                  336単位～54単位 
  （Ⅱ）宿直を配置し、利用者に対して夜間に居室の巡回や緊急 
 時の支援等を行うための体制を確保する場合112単位～18単位 
  （Ⅲ）夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等 
 に対応するための常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合 
                                     10単位            

日中支援加算 
→（Ⅰ）高齢又は重度（65歳以上又は障害支援区分4以上）の利
用者が住居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に
対して日中に支援を行った場合    539単位～270単位 
  （Ⅱ）利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用
することができないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行っ
た場合                   539単位～135単位 
 
医療連携体制加算（Ⅴ） 
→医療機関との連携等により看護師による、日常的な健康管理 
を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる
等の体制を整備している場合             39単位 

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 
→世話人又は生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、
社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士の割合が100分の25
以上である場合                      7単位 



●介護量や事務量の増加に対する加算 
【障害者支援施設】 
○施設入所支援 
・夜勤職員配置体制加算 （36単位から49単位／日） 
 夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合に算定。 
・重度障害者支援加算 （28単位又は7単位＋180単位／日） 
 重度障害者に対する手厚い支援体制がとられている場合に算定。 
・入院時支援特別加算 （30単位／月） 
 利用者が入院した際、病院等との連絡調整や入院期間中の被服の準備等一定の支援を行った場合、月に１回算定。 
・入院・外泊時加算（Ⅰ）（Ⅱ） （147単位から320単位／日） 
 利用者が病院等に入院した場合や居宅へ外泊した場合等に、入院による空床を補填するため、所定単位数に代えて算定。 
・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（平成27年度新規加算）（41単位／日） 
 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に 
 加算。 
○生活介護 
・人員配置体制加算（Ⅰ）～（Ⅲ） （33単位から265単位／日） 
 手厚い人員配置体制をとっている事業所によるサービスについて加算。 
・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算（41単位／日） 
 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に 
 算定。 
 

【共同生活援助】 
・重度障害者支援加算 （360単位／日） 
 障害支援区分6であって、重度障害者等包括支援の対象となる者に対して、通常の介護体制に加えてより手厚い職員配置等を行った事業所で支援 
 した場合に算定。 
・日中支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） （135単位から539単位／日） 
 65歳以上又は障害支援区分４以上の障害者であって、日中をＧＨの外で過ごすことが困難な利用者や、日中活動サービスを利用することとなってい 
 る日に当該サービスを利用することができない利用者に対して日中に必要な支援を行った場合に算定。 
・夜間支援等体制加算（Ⅰ）～（Ⅲ） （10単位から336単位／日） 
 夜間及び深夜の時間帯において、夜間職員を配置した場合や、常時の連絡体制又は防災体制が確保されている場合に算定。 
・入院時支援特別加算 （561単位から1,122単位／月） 
 利用者が入院した際、病院等との連絡調整や入院期間中の被服の準備等一定の支援を行った場合、月に１回算定。 
・長期入院時支援特別加算 （76単位から122単位／日） 
 入院期間が3日以上の場合に、病院又は診療所を概ね1回以上訪問し、病院等との連絡調整や入院期間中の被服の準備等一定の支援を行っ 
 た場合に1日ごとに算定。 
 

手厚い支援体制及び医療体制を評価する加算について 



手厚い支援体制及び医療体制を評価する加算について 
 

●医療体制に対する加算 
【障害者支援施設】 
○施設入所支援 
・夜間看護体制加算 （60単位／日） 
 施設入所支援を提供する時間帯を通じ、看護職員を１以上配置する体制を確保している場合に、昼間生活介護を受けている利用者について算 
 定。 
・栄養マネジメント加算 （12単位／日） 
 常勤の管理栄養士を配置し、栄養ケア計画を作成して栄養管理を行っている場合に算定。 
・経口移行加算 （28単位／日） 
 医師の指示に基づき経口移行計画を作成し、計画に従って経口による食事摂取を進めるための特別の管理を行った場合に算定。 
・経口維持加算 （5単位又は28単位） 
 医師又は歯科医師の指示に基づき経口維持計画を作成し、計画に沿って継続して経口による食事摂取を進めるための特別の管理を行った場 
 合に算定。 
・療養食加算 （23単位／日） 
 栄養士が配置されている施設において療養食を提供した場合に算定。 
○生活介護 
・常勤看護職員等配置加算（平成27年度新規加算）（6単位から28単位） 
 看護職員を常勤換算で１以上配置している場合に算定。 
 

【共同生活援助】 
・医療連携体制加算 
 （Ⅰ、Ⅱ）看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合 （250単位から500単位／日） 
 （Ⅲ）看護職員が介護職員等に痰の吸引等に係る指導のみを行った場合 （500単位／日） 
 （Ⅳ）研修を受けた介護職員等が痰の吸引等を実施した場合 （100単位／日） 
 （Ⅴ）日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備している場合（２４時間看護師と連絡できる体制を確保） （39単 
    位／日） 



各サービス利用者に占める65歳以上の者の割合 

平成22年5月（国保連データより） 

サービス種類 
利用者数(人) 

計 ４０歳未満 
４０歳以上 
５０歳未満 

５０歳以上 
６０歳未満 

６０歳以上 
６５歳未満 

６５歳以上 ６５歳以上の割合 

居宅介護 107,136  32,453  17,943  27,952  19,867  8,921  8.3% 
重度訪問介護 7,767  2,665  1,471  1,668  780  1,183  15.2% 
行動援護 5,015  4,771  191  39  9  5  0.1% 
重度包括 24  19  2  1  1  1  4.2% 
療養介護 2,097  855  314  364  203  361  17.2% 
生活介護 131,913  64,259  22,986  21,020  11,398  12,250  9.3% 
短期入所 26,941  20,680  2,874  2,040  1,032  315  1.2% 
共同生活介護 37,944  15,990  8,452  7,531  3,258  2,713  7.2% 
共同生活援助 20,970  7,234  4,338  5,125  2,331  1,942  9.3% 

（共同生活介護と共同生活援助合計） 58,914  23,224  12,790  12,656  5,589  4,655  7.9% 

施設入所支援 65,074  19,067  14,069  14,478  7,590  9,870  15.2% 
自立訓練（機能訓練） 2,401  562  520  733  389  197  8.2% 
自立訓練（生活訓練） 8,867  5,075  1,521  1,372  544  355  4.0% 
宿泊型自立訓練 674  336  127  135  51  25  3.7% 
就労移行支援 20,064  14,988  3,211  1,534  330  1  0.0% 
就労移行支援（養成施設） 221  103  64  45  9  0  0.0% 
就労継続支援Ａ型 10,128  5,949  2,280  1,487  369  43  0.4% 
就労継続支援Ｂ型 91,183  49,612  18,600  14,236  5,132  3,603  4.0% 
旧身体入所更生 1,676  210  230  470  373  393  23.4% 
旧身体通所更生 208  45  30  62  41  30  14.4% 
旧身体入所療護 11,353  1,231  1,683  3,198  2,212  3,029  26.7% 
旧身体通所療護 471  264  67  83  35  22  4.7% 
旧身体入所授産 3,643  616  724  1,015  649  639  17.5% 
旧身体通所授産 3,658  1,617  789  670  289  293  8.0% 
旧知的入所更生 48,169  16,864  10,920  10,128  4,497  5,760  12.0% 
旧知的通所更生 11,163  8,417  1,474  758  262  252  2.3% 
旧知的入所授産 7,049  2,718  1,505  1,553  675  598  8.5% 
旧知的通所授産 31,533  21,785  5,422  2,856  947  523  1.7% 
旧知的通勤寮 1,726  1,152  255  232  60  27  1.6% 

（施設入所支援と旧入所合計） 152,464  51,049  31,491  32,415  16,623  20,886  13.7% 



各サービス利用者に占める65歳以上の者の割合 

サービス種類 

利用者数(人) 

計 ４０歳未満 
４０歳以上 
５０歳未満 

５０歳以上 
６０歳未満 

６０歳以上 
６５歳未満 

６５歳以上 ６５歳以上の割合 

居宅介護 152,946  40,726  30,124  38,879  27,446  15,771  10.3% 

重度訪問介護 9,956  2,860  1,853  2,018  1,089  2,136  21.5% 

行動援護 8,223  7,392  645  131  28  27  0.3% 

重度包括 29  23  4  1  0  1  3.4% 

同行援護 22,356  1,262  1,629  3,047  2,933  13,485  60.3% 

療養介護 19,452  7,051  5,227  4,325  1,382  1,467  7.5% 

生活介護 258,619  107,458  54,862  41,611  23,170  31,518  12.2% 

短期入所 42,591  31,771  5,982  2,968  1,362  508  1.2% 

施設入所支援 132,519  30,748  31,665  28,314  15,771  26,021  19.6% 

共同生活援助（介護サービス包
括型) 

77,720  27,855  19,277  15,230  7,507  7,851  10.1% 

共同生活援助（外部サービス利
用型) 

16,010  4,415  3,358  3,771  2,168  2,298  14.4% 

（共同生活援助合計） 93,730  32,270  22,635  19,001  9,675  10,149  10.8% 

自立訓練（機能訓練） 2,439  541  591  733  386  188  7.7% 

自立訓練（生活訓練） 12,245  5,988  2,593  2,144  907  613  5.0% 

宿泊型自立訓練 3,934  1,543  844  832  398  317  8.1% 

就労移行支援 28,621  20,583  5,467  2,205  348  18  0.1% 

就労移行支援（養成施設） 187  91  49  34  13  0  0.0% 

就労継続支援Ａ型 44,410  22,098  11,530  7,689  2,685  408  0.9% 

就労継続支援Ｂ型 189,972  91,703  44,754  30,362  12,434  10,719  5.6% 

平成26年11月（国保連データより） 



 ○ 認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権 
 利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。 
 
【制度の種類】 
○任意後見制度 
  本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分となった場合に備 
 え、 「誰に」「どのように支援してもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度。 
○法定後見制度 
  家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等（成年後見人・ 
  保佐人・補助人）が選ばれる制度。本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の３つの類型が 
  ある。 

  

成年後見制度の概要 

法務省ホームページより抜粋 
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成年後見制度利用支援事業の必須事業化 
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・ 成年後見制度を利用することが有用であると
認められる障害者で成年後見制度の利用に
要する経費について補助を受けなければ成年
後見制度の利用が困難であると認められるも
の 

  対象者は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認め
られる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利
用が困難であると認められるもの。 

   →   助成費用（厚生労働省令で定める費用）は、成年後見制度の申立てに要する経費（登記手数料、 
     鑑定費用等）及び後見人等の報酬の全部又は一部とする。 

  ※ 平成２４年度より、地域生活支援事業費補助金において、成年後見制度利用支援事業を国庫補助の対象とし 
 ている。 

 

 



●障害者総合支援法（平成25年４月１日施行） 

第七十七条（市町村の地域生活支援事業） 
 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 
 

 五 障害者の民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する後見、補佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材 
      の育成及び活用を図るための研修を行う事業。 
 

市民後見人を活用した法人後見への支援 
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【法人後見への支援】 

推薦 

成年後見制度法人後見支援事業 

 成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用
も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図る。 

（参考） 


