
第9章 	障害者支援の総合的な推進
	 第1節	 障害福祉施策の推進について

	1	障害者総合支援法等に基づく支援
（1）障害者総合支援法の施行について
障害保健福祉施策については、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とする内
容を含む「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための
関係法律の整備に関する法律」が2012（平成24）年6月に成立し、2013（平成25）年
4月より施行（一部、2014（平成26）年4月施行）された。
また、2016（平成28）年5月には、同法の附則で規定された施行後3年（2016年4
月）を目途とした見直しを行う、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成28年法律第65号。以下「障害者
総合支援法等改正法」という。）が成立し、2018（平成30）年4月より施行された。
障害者総合支援法等改正法の施行3年後の見直し規定に基づき、2021（令和3）年3月
より社会保障審議会障害者部会で見直しの議論を開始し、2022（令和4）年6月に最終
的な報告書を取りまとめ、当該報告書に基づいた「障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律等の一部を改正する法律」（令和4年法律第104号）が2022（令
和4）年12月16日に公布された。（図表9-1-1）
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	 図表9-1-1	 	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する	法律（令和4年法律第104号）の概要

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の
充実、②障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制
の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定
難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。

趣　旨

　令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年
４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

施行期日

１．障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】
①共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれるこ

とを、法律上明確化する。
②障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設

等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。
③都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にで

きるようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

２．障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】
①就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労

開始後の配慮事項等の整理）の手法を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に
対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

②雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、
就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにする。

③障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成
措置を強化する。

３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】
①家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切

に医療を提供できるようにするほか、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入
院の要件の確認を行う。

②市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報
提供を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を
追加する。

③虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事
者による虐待を発見した場合に都道府県等に通報する仕組みを整備する。

４．難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】
①難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日

に前倒しする。
②各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・

就労に関する支援を行う者の連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

５．障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についての
　　データベース（ＤＢ）に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供
の仕組み等の規定を整備する。

６．その他【障害者総合支援法、児童福祉法】
①市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が

意見を申し出る仕組みを創設する。
②地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等
このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定
の整備を行う。

概　要

（令和4年12月10日成立、同月16日公布）

（2）難病患者等への対象拡大
2013（平成25）年4月から障害者の定義に難病患者等を追加して障害福祉サービス等
の対象とし、新たに対象となる難病患者等は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必
要に応じて障害支援区分の認定などの手続を経た上で、市区町村において必要と認められ
た障害福祉サービス等（障害児にあっては、「児童福祉法」に基づく障害児支援）を利用
できることとなった。

第2部　現下の政策課題への対応

405令和5年版　厚生労働白書

第

9
章

障
害
者
支
援
の
総
合
的
な
推
進

厚労2023_2-09.indd   405厚労2023_2-09.indd   405 2023/07/18   11:17:412023/07/18   11:17:41



難病等の対象疾病については、難病医療費助成の対象となる指定難病の検討状況等を踏
まえ、順次見直しを行い、2021（令和3）年11月1日から366疾病を対象としている。

（3）障害福祉サービスの充実及び障害福祉サービス等報酬改定の実施
「障害者総合支援法等改正法」により、重度訪問介護を利用する障害支援区分6の者に
ついては、医療機関への入院中においても、コミュニケーション支援等を受けることが可
能となった。さらに、単身又は同居する家族の支援の見込めない障害者の地域での暮らし
を支援する自立生活援助や、一般就労に伴う環境変化により生じる生活面・就業面の課題
に対応する就労定着支援といったサービスを新設した。
2021（令和3）年度の障害福祉サービス等報酬改定（以下「報酬改定」という。）では、
障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効
果的な就労支援、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の
強化などの課題に対応するために必要な報酬の見直しを行った（図表9-1-2）。

	 図表9-1-2	 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容

３　医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進

４　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進

５　感染症や災害への対応力の強化

６　障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス
　提供を行うための報酬等の見直し

○　障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への
支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の強化などの課題に対応

○　令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率：＋0.56％ ※ うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 ＋0.05％（令和3年9月末までの間）

１　障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の
　高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等

（1）グループホームにおける重度化・高齢化に対応するための報酬の見直し
　　 ・ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者に対する支援の評価 等

（2）自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し
（3）地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実を図るための加算の創設
（4）生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し
　　 ・ 重度障害者支援加算の算定期間の延長及び単位数の見直し 等

（5）質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し
　　 ・ 基本報酬の充実　・ 従来評価されていなかった相談支援業務の評価 等 （1）日頃からの感染症対策の強化や業務継続に向けた取組の推進

　　   ・ 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底（委員会開催、指針
　　     の整備、訓練の実施）
　　   ・ 業務継続に向けた取組の強化（業務継続計画の策定・研修及び訓練の実施）
　　   ・ 地域と連携した災害対応の強化（訓練に当たっての地域住民との連携）

（2）支援の継続を見据えた障害福祉現場におけるICTの活用
　　   ・ 運営基準や報酬算定上必要となる会議等について、テレビ電話等を用いた
　　     対応を可能とする。

（１）医療連携体制加算の見直し
　　   ・ 医療的ケア等の看護の濃度を考慮した加算額の設定

（２）障害者虐待防止の更なる推進、身体拘束等の適正化の推進
　　   ・ 虐待防止委員会の設置　・ 身体拘束等の適正化のための指針の整備

（３）福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し
　　   ・ より柔軟な配分ルールへの見直しによる加算の取得促進
　　   ・ 処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)等の廃止　・ 加算率の見直し

（４）業務効率化のためのICTの活用（再掲）
（５）その他経過措置の取扱い等
　　   ・ 食事提供体制加算の経過措置の延長
　　   ・ 送迎加算の継続（就労継続支援Ａ型、放課後等デイサービス）

　　 ・ 自立生活援助における夜間の緊急対応・電話相談の評価
　　 ・ 地域移行支援における地域移行実績の更なる評価
　　 ・ 精神障害者の可能な限り早期の地域移行支援の評価
　　 ・ 精神保健医療と福祉の連携の促進
　　 ・ 居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進
　　 ・ ピアサポートの専門性の評価

（1）就労移行支援・就労定着支援の質の向上に資する報酬等の見直し
　　 ・ 一般就労への移行の更なる評価 等　・ 定着実績を踏まえたきめ細かな評価 等

（2）就労継続支援A型の基本報酬等の見直し（スコア方式の導入）
（3）就労継続支援B型の基本報酬等の見直し（報酬体系の類型化）
（4）医療型短期入所における受入体制の強化
　　 ・ 基本報酬の充実　・ 医療的ケアを必要とする障害児を利用対象者に位置付け

（1）医療的ケアが必要な障害児に対する支援の充実
　　 ・ 新判定スコアを用いた基本報酬の創設　・ 看護職員加配加算の算定要件の見直し

（2）放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し
　　 ・ 基本報酬区分の見直し ・ より手厚い支援を評価する加算の創設（（3）も同様）

（3）児童発達支援の報酬等の見直し
（4）障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し
　　 ・ 人員配置基準の見直し　・ ソーシャルワーカーの配置に対する評価

２　効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細かな対応

（4）障害児支援の強化等
2021（令和3）年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が
施行され、医療的ケア児及びその家族からの相談への対応、情報の提供、助言等に加え、
医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修
等を行う「医療的ケア児支援センター」を都道府県が設置することの推進など、医療的ケ
ア児等に対する地域の支援体制の整備を進めている。
2022（令和4）年6月には、主に未就学の障害児の発達支援を行う児童発達支援セン
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ターについて、地域における障害児支援の中核的役割を担うことや、障害児入所支援にお
いて、入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるよう、
都道府県及び指定都市を移行調整の責任主体として明確化することについて定めた「児童
福祉法の一部を改正する法律」が成立し、2024（令和6）年4月に施行される。
また、「こども基本法」「こども家庭庁設置法」等の成立を受けて、こどもまんなか社会
の実現に向け、こども施策の一層の推進を図るとともに、2023（令和5）年4月のこど
も家庭庁創設に伴い、障害児支援施策は同庁の下で子育て支援施策の中で一元的に推進さ
れることとなる。

（5）第7期障害福祉計画等
「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」では、障害のある人に必要なサービスが提供
されるよう、将来に向けた計画的なサービス提供体制の整備を進める観点から、国の定め
た基本的な指針（以下「基本指針」という。）に即して、市町村及び都道府県が、数値目
標と必要なサービス量の見込み等を記載した障害福祉計画及び障害児福祉計画を策定する
こととしている。2023（令和5）年2月には、社会保障審議会障害者部会での議論を経
て、2024（令和6）年度から2026（令和8）年度までの3年間の計画（第7期障害福祉
計画等）の策定のため、基本指針の改正を行った。都道府県、市町村においては、この基
本指針に即して3年間の計画を作成しており、計画に盛り込んだ事項について、定期的に
調査、分析、評価を行いながら、障害福祉施策を総合的、計画的に行っていくことが求め
られる（図表9-1-3）。

	 図表9-1-3	 第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて

○「基本指針」（大臣告示）は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。
○都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則３か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。
○第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和５年４月末～５月半ば頃に告示予定。
　計画期間は令和６年４月～令和９年３月。

1．基本指針について

2．本指針の構成

第一　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する
　　基本的事項
　一　基本的理念
　二　障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
　三　相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
　四　障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

第二　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の
　　確保に係る目標（成果目標）
　一　福祉施設の入所者の地域生活への移行
　二　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
　三　地域生活支援の充実
　四　福祉施設から一般就労への移行等
　五　障害児支援の提供体制の整備等
　六　相談支援体制の充実・強化等
　七　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体
　　制の構築

第三　計画の作成に関する事項
　一　計画の作成に関する基本的事項
　二　市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関
　　する事項
　三　都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成
　　に関する事項
　四　その他

第四　その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の
　　円滑な実施を確保するために必要な事項等
　一　障害者等に対する虐待の防止
　二　意思決定支援の促進
　三　障害者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
　四　障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
　五　障害を理由とする差別の解消の推進
　六　障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業
　　所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における
　　研修等の充実

	2	障害者の虐待防止
障害者虐待の防止などに関する施策を促進するため、2012（平成24）年10月から「障
害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、虐待を受け
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た障害者に対する保護、養護者に対する支援のための措置が図られた（図表9-1-4）。
厚生労働省においては、障害者虐待の防止に向けた取組みとして、地域生活支援促進事
業において、地域における関係機関等の協力体制の整備・充実を図るとともに、過去に虐
待があった障害のある人の家庭訪問、障害者虐待防止に関する研修、虐待事例の分析を行
う都道府県や市町村を支援している。
さらに、障害がある人の虐待防止・権利擁護や強度行動障害のある人に対する支援のあ
り方に関して、各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修を実施している。

	 図表9-1-4	 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

1　何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務
規定を置く。

2　「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的
スキームを定める。

3　就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための
措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

（平成23年6月17日成立、同6月24日公布、平成24年10月1日施行）

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に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立
の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関す
る施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

1　「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常
生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

2　「障害者虐待」とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をい
う。

3　障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の5つ。

1　市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権
利擁護センター」としての機能を果たさせる。

2　市町村・都道府県は、障害者虐待の防止等を適切に実施するため、福祉事務所その他の関係機関、民間団体等との連携協力体
制を整備しなければならない。

3　国及び地方公共団体は、財産上の不当取引による障害者の被害の防止・救済を図るため、成年後見制度の利用に係る経済的負
担の軽減のための措置等を講ずる。

目　的

定　義

虐待防止施策

その他

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保 [設置者等の責務]当該施設等における障害者
に対する虐待防止等のための措置を実施

[事業主の責務]当該事業所における障害者に
対する虐待防止等のための措置を実施

[スキーム] [スキーム] [スキーム]
通報

①事実確認（立入調査等）
②措置（一時保護、後見審判請求）

虐
待
発
見

市町村
通報

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

虐
待
発
見

市
町
村

報告
都道府県

通
報

①監督権限等の適
　切な行使
②措置等の公表

虐
待
発
見

市
町
村

都
道
府
県

通
知

報告
労働局

※虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類（障害者施設等、
児童養護施設等、養介護施設等）に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法
律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用。

	3	発達障害者の支援
発達障害については、2004（平成16）年12月に「発達障害者支援法」が成立し、発
達障害の法的位置づけが確立され（図表9-1-5）、発達障害の早期発見・早期支援や発達
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障害児者の生活全般にわたる支援が進められてきた。
また、第190回国会においては、発達障害児者の支援をより一層充実させるための「発
達障害者支援法の一部を改正する法律」が2016（平成28）年5月に成立し、同年8月よ
り施行された（平成28年法律第64号）。

	 図表9-1-5	 発達障害の定義

広汎性発達障害（自閉症、アスペルガー症候群等）、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、
通常低年齢で発現する脳機能の障害　（発達障害者支援法第2条）
※ICD－10（疾病及び関連保健問題の国際統計分類）におけるF80-98に含まれる障害
（平成17年4月1日付文部科学事務次官、厚生労働事務次官連名通知）

【発達障害の定義】

ICD－10（WHO）
＊平成2年にWHO総会で採択。現在は平成15年に一部改正されたものを使用。
　令和元年5月のWHO総会で改訂案（ICD－11）が承認された。

F00-F69 統合失調症や気分（感情）障害など

F70-F79 知的障害<精神遅滞> 

F80-F89 心理的発達の障害
・広汎性発達障害（自閉症、アスペルガー症候群）

・学習能力の特異的発達障害（学習障害）など

F90-F98 小児<児童>期及び青年期に
通常発症する行動及び情緒の障害
・多動性障害（注意欠陥多動性障害）

その他、トゥレット症候群、吃音症　など

精
神
保
健
福
祉
法

発
達
障
害
者
支
援
法

知
的

障
害
者

福
祉
法

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

療
育

手
帳

精
神
障
害
者

保
健
福
祉

手
帳

＜法律＞ ＜手帳＞ （参考）DSM-5（米国精神医学会）
＊平成25年に米国で改訂

統合失調症スペクトラム
障害、抑うつ障害群など

神経発達症群

・知的能力障害群
・コミュニケーション症群
・自閉スペクトラム症
・注意欠如・多動症
・限局性学習症
・運動症群
・チック症群
・他の神経発達症群

ICD－10のF9の群に
含まれていたていた、
「反抗挑戦性障害」「異
食症」などは、別の診断
カテゴリーに位置づけ

（注）�障害者自立支援法（現：障害者総合支援法）の「障害者」に発達障害者が含まれることが明確化されたこと等を踏まえ、
2011年４月より「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」に広汎性発達障害等を明記。

（1）発達障害者に対する地域支援体制の確立
厚生労働省においては、法改正を踏まえ、都道府県等が「発達障害者支援地域協議会」
を設置することを支援している。
また、発達障害児者及びその家族等に対して相談支援、発達支援、就労支援及び情報提
供などを行う「発達障害者支援センター」の整備を図ってきたところであり、2012（平
成24）年度までに全67都道府県・指定都市に設置されている。
さらに、2018（平成30）年度から、地域生活支援促進事業の「発達障害児者及び家族
等支援事業」として、従来から実施しているペアレントメンターの養成やペアレントト
レーニング等に加え、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に対するピアサポー
ト等の取組みに対して支援を行っている。2020（令和2）年度からは、青年期の発達障
害者同士が交流するための居場所作り等を行うための取組みへの支援を実施している。

（2）発達障害者への支援手法の開発・早期支援や普及啓発の着実な実施
厚生労働省においては、発達障害児者を支援するための支援手法の開発、関係する分野
との協働による支援や切れ目のない支援等を整備するため、「発達障害児者地域生活支援
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モデル事業」を実施している。2017（平成29）年度からは、2016（平成28）年の法改
正の趣旨を踏まえ、「地域で暮らす発達障害児者に困り事が生じた時に、発達障害児者の
特性を理解した上で地域や関係機関において適切な対応が行われるための支援手法の開
発」等のテーマを設けた。2023（令和5）年度も引き続き、モデル事業を実施すること
としている。
国立障害者リハビリテーションセンターでは、各部門が連携して支援手法の開発や早期
支援等に取り組んでいる。また、全国の発達障害者支援センターの中核として、同セン
ター内に発達障害情報・支援センターを設置し、各センターや研究機関等の協力の下発達
障害に関する情報を集約しホームページ等で発信している。また、家庭と教育と福祉の連
携「トライアングル」プロジェクト報告に係る取組みとして、文部科学省、厚生労働省の
協力の下、発達障害教育推進センターと協働し、発達障害分野における国からの情報発信
機能強化と、情報の一元化により利便性を高める目的でポータルサイト「発達障害ナビ
ポータル」を構築し、2021（令和3）年9月より運用している（図表9-1-6）。

	 図表9-1-6	 教育・福祉連携による情報発信「発達障害ナビポータル」

発達障害ナビポータル（https://hattatsu.go.jp/）

　情報発信の工夫の一環として、文部科学省、厚生労働省の協力の下、独立行政法人特別支援教育総合研究所と国立障害者
リハビリテーションセンターで運用する発達障害に関するポータルサイトとして「発達障害ナビポータル」を構築した。
　発達障害ナビポータルでは、発達障害のあるご本人やご家族に向けた情報を中心に、その方々の暮らしを支える医療、保
健、福祉、教育、労働等の各分野に携わる方々が互いの思いや取り組みを十分に理解し、これまで以上に連携を強化するた
めの情報も併せて掲載している。

また、2011（平成23）年度から、発達障害などに関して知識を有する専門員が保育所
や放課後児童クラブ等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のた
めの助言などの支援を行う「巡回支援専門員」の派遣に対して財政支援を行い、地域にお
ける発達障害児等の福祉の向上を図っている。さらに、2020年度より発達の気になる子
など切れ目ない支援を継続的に実施するために、巡回支援専門員による戸別訪問等を財政
支援の対象とし、より一層の早期対応に努めている。
このほか、2007（平成19）年12月に、毎年4月2日を「世界自閉症啓発デー」とする
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決議が国連で採択されたことを受け、厚生労働省と一般社団法人日本自閉症協会の主催に
より都内でシンポジウムを開催するなど、自閉症をはじめとする発達障害に関する正しい
知識の浸透を図っている。全国各地においても、「世界自閉症啓発デー」や4月2日から8
日までの「発達障害啓発週間」（関係団体等が提唱）において、様々な啓発活動が実施さ
れている。

（3）発達障害者への医療提供体制の充実
厚生労働省においては、2016（平成28）年度より、地域で指導的な立場にある医師が
地域のかかりつけ医等に対して、発達障害に関する国の研修内容を踏まえて実施する研修
への補助を行い、都道府県・指定都市のどの地域においても一定水準の発達障害の診療・
対応が可能となるよう取り組んでいる。さらに、2018（平成30）年度からは「発達障害
専門医療機関ネットワーク構築事業」において、都道府県・指定都市が、発達障害に関す
る医療機関のネットワークを構築し、発達障害の診療や支援を行う医師を養成するための
実地研修等を実施することを支援している。
加えて、2019（令和元）年度からは診断に至るまでのアセスメント等を児童発達支援
センターや発達障害者支援センター等の医療機関以外の機関に委託することや、医療機関
に新たに心理職等専門職員を配置することで、医療機関での診断時間を短縮し、初診待機
の解消を図る「発達障害専門医療機関初診待機解消事業」を実施している（図表9-1-7）。

	 図表9-1-7	 発達障害専門医療機関初診待機解消事業

医療機関

受診

現 

在

発達障害児者
とその家族

受
診
申
込

医療機関において
①患者のアセスメント
②患者の診断
③保護者へのカウンセリング を実施

時間がかかるため、
待機が長期化！

初
診
待
機
解
消
事
業

① 患者のアセスメント
② 保護者へのカウンセリング　を実施

実
施
内
容
を
医
療
機
関
に
予
め
伝
達

事前情報等を踏まえ
た診療の実施

医療機関にアセスメント・カウンセリング対応職員を配置

医療機関

受診

医療機関での対応
時間が短くなり

待機期間が短縮！

発達障害児者
とその家族

地
域
の
実
情
に
よ
り
選
択

受
診
申
込

【事業概要】
　発達障害の診断にかかる初診待機の解消を目的として、発達障害の診断を行う医療機関が行っている発達
障害のアセスメント等について、当該医療機関へのアセスメント対応職員の配置又はアセスメントの外部委
託するなどにより、アセスメントの強化を行う。

医療機関内でアセスメント、カ
ウンセリングを実施する職員又
は地域の関係機関から聞き取り
を行うケースワーカーを増やす
ことにより、待機の解消を図る。

アセスメント・カウンセリング対応職員・
機関（児童発達支援センターや発達障害者
支援センターに委託）

※　アセスメントやカウンセリングの実施にあたっては、当事者や保護者に対して個別に実
施することに加え、親子が参加する集団場面等を設定し、子どもの行動観察等による情報
収集を行い、それを事前情報として診断に活用することも可能。

また、国立障害者リハビリテーションセンターでは、市町村や事業所への支援、医療機
関との連携や困難ケースへの対応などを行う発達障害者地域支援マネジャー等の専門職に
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向けた専門研修に加え、各種セミナー等を開催し、発達障害者支援に携わる人材の育成に
取り組んでいる。

（4）発達障害支援に関する福祉・教育分野の連携の推進
各自治体において、発達障害をはじめ障害のある子どもへの支援を教育委員会と福祉部
局が所管しており、福祉と教育分野の切れ目ない連携が不可欠である。このため、2019
（令和元）年度より、市町村内における家庭・教育・福祉の連携推進、地域支援対応力向
上のための協議の場の設置や福祉機関と教育機関等との連携を担うコーディネーターを配
置する「家庭・教育・福祉連携推進事業」を実施している。

	4	障害者扶養共済制度（しょうがい共済）
障害のある人を育てている保護者が毎月掛金を納め
ることで、その保護者が亡くなったときなどに、障害
のある人に一定額の年金を一生涯支払う制度として、
「障害者扶養共済制度（愛称：しょうがい共済）」が、す
べての都道府県・政令指定都市で実施されている。こ
の制度は、独立行政法人福祉医療機構が地方自治体独
自の制度を再保険して補完する仕組みとなっている。
また、この制度は、5年に一度、安定的な制度の運営
のために財政的な検証を行う仕組みになっており、
2017（平成29）年度に開催された心身障害者扶養保険
事業に関する検討会では、厚生労働省、地方公共団体
及び独立行政法人福祉医療機構による広報の取組みに
ついて一層の充実を図ることとなった。
厚生労働省では、リーフレットや自治体等担当者向けの案内の手引きを作成するととも
に、ホームページでの情報の発信や、母子健康手帳での制度の紹介等、広報啓発活動に取
り組んでいる。

	5	高次脳機能障害者の支援
高次脳機能障害とは、事故や病気などにより脳に損傷を受け、その後遺症として記憶、
注意、遂行機能、社会的行動といった認知機能（高次脳機能）が低下した状態を指し、日
常生活の中で症状が現れるものの、外見からは障害がわかりにくいことが多い。
高次脳機能障害者の支援については、厚生労働省の「高次脳機能障害及びその関連障害
に対する支援普及事業」（図表9-1-8）により、各都道府県において、医療機関や福祉施
設などの支援拠点機関に支援コーディネーター（社会福祉士、保健師、作業療法士等）を
配置し、専門的な相談支援、関係機関との連携や調整を行うなど、地域での高次脳機能障
害者支援の普及を図っている。
国立障害者リハビリテーションセンターでは、各部門が連携して、事例の集積、分析、
研究、専門職員への研修等を行っている。また、全国の支援拠点機関の中核として、同セ
ンター内に高次脳機能障害情報・支援センターを設置し、高次脳機能障害支援普及全国連
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絡協議会、支援拠点機関の職員向け研修会等により、各支援拠点機関等との情報共有を図
るとともに、高次脳機能障害に関する情報を集約しホームページで発信することにより、
普及啓発を実施している。

	 図表9-1-8	 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業

支援体制整備
・関係機関、自治体職員に対する研修
・関係機関への指導、助言

・専門的なアセスメント、ケアマネジメントの実施
相談支援

支援コーディネーター等による関係機関との連携

委託

・研修事業、普及啓発活動
・情報収集・発信機能
・支援拠点機関への情報還元
・支援困難事例に対する専門的アドバイス
・障害特性に応じた対応の現場へのフィードバック

国立障害者リハビリテーションセンター
高次脳機能障害情報・支援センター

福祉サービス事業者
患者団体

医療機関

市町村

指導助言・情報還元 相談・事例収集 都道府県

情報提供

高
次
脳
機
能
障
害
者
・
家
族

専門的
相談

就労支援機関

支援拠点機関
高次脳機能障害情報・支援センターからの情報や相談に対する助言をもとに
①普及・啓発事業
②地域における当事者・家族への専門的相談支援の充実（地域の関係機関との調整等）
③研修事業

等を行う

サービス
利用

	 第2節	 障害者の社会参加支援について

障害者の社会参加を支援するため、地域生活支援事業や身体機能を補完する補装具の購
入等に要する費用を支給する事業などを行っている。例えば、意思疎通を図ることに支障
がある障害者等へ手話通訳を行う者の派遣などを行い意思疎通を支援する事業、日常生活
上の便宜を図るための用具を給付する事業、屋外での移動が困難な障害者等への移動を支
援する事業、身体障害者補助犬の育成事業、障害者の芸術文化活動への参加を促進する事
業、障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行う事業、障害者
に対する理解を深めるための研修・啓発を行う事業など様々な事業を行っている。
障害者による文化芸術活動については、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法
律」（平成30年法律第47号）及び「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な
計画（第2期）」（2023（令和5）年3月策定）を踏まえ、地域における障害者の文化芸術
活動を支援する体制を全国に普及することを目的とした障害者芸術文化活動普及支援事業
を実施している。また、障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識
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を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として、2022（令和4）
年に「美ら島おきなわ文化祭2022」（第37回国民文化祭、第22回全国障害者芸術・文化
祭）を開催した。
また、2019（令和元）年6月に制定された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に
関する法律」（令和元年法律第49号）に基づき、2020（令和2）年7月に「視覚障害者等
の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」を策定し、視覚障害者等の読書環境の整
備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとした。
さらに、2022年5月に施行された「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通
に係る施策の推進に関する法律」（令和4年法律第50号）を踏まえ、障害特性に配慮した
意思疎通支援や支援者の養成等の促進を図ることとした。

	 第3節	 精神保健医療福祉について

	1	精神保健医療福祉の現状と課題について
精神疾患の総患者は、2020（令和2）年は614.8万人（入院患者数28.8万人、外来患
者数586.1万人）となっている。
近年の、精神病床における新規入院患者の入院後1年以内の退院率は、約9割でほぼ横
ばいである。1年以上の長期入院患者は減少傾向にあるが、2020年は17.0万人であり、
入院患者の過半数を占めている。
また、うつ病等の気分障害や認知症の患者数が増加し、薬物依存や発達障害への対応等
の社会的要請が高まっているなど、精神科医療に対する需要は多様化している。

	2	精神保健医療福祉の取組状況について
精神障害のある人の人権に配慮した適正な医療及び保護の実施、精神障害のある人の社
会復帰の促進、国民の精神的健康の保持・増進を図るための精神保健施策の一層の推進を
図っている。
2021（令和3）年10月1日現在、我が国の精神病床を有する病院数は約1,600か所、
精神病床数は約32万床となっている。また、2021年6月末現在、精神病床の入院患者数
は約26万人であり、このうち、約13万人が任意入院、約13万人が医療保護入院、約
1,500人が措置入院となっており、措置入院による入院者については、公費による医療費
負担制度を設けている。
このほか、夜間や土日・祝日でも安心して精神科の救急医療が受けられるよう精神科救
急医療体制の整備をしている。
2016（平成28）年1月からは、有識者で構成される「これからの精神保健医療福祉の
あり方に関する検討会」を開催し、2017（平成29）年2月に取りまとめた報告書では、
「地域生活中心」という理念を基軸としながら、精神障害のある人の一層の地域移行を進
めるための地域づくりを推進する観点から、精神障害のある人が、地域の一員として、安
心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域
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の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」
の構築を目指すことを新たな理念として明確にした。
この報告書の内容を踏まえ、「精神保健福祉法」の一部改正法案が2017年通常国会に
提出されたが、同法案は2017年9月の衆議院の解散に伴い廃案となった。
2018（平成30）年3月には、精神障害のある人が退院後に円滑に地域生活に移行でき
るよう「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」を作成する
とともに、全国の地方公共団体で、措置入院の運用が適切に行われるよう、「措置入院の
運用に関するガイドライン」を作成し都道府県知事等宛てに通知した。
また、精神保健指定医（以下「指定医」という。）の資質確保等の観点から、必要な実
務経験の見直しを実施し、2019（令和元）年7月からこれに沿って指定医の指定を行っ
ている。
2021年10月から精神障害を有する方や精神保健上の課題を抱えた方が地域で安心し
て暮らせる精神保健医療福祉体制を実現するため、「地域で安心して暮らせる精神保健医
療福祉体制の実現に向けた検討会」を実施し、身近な市町村等における相談支援体制の整
備に向けた取組や医療保護入院等の制度の見直し等について、2022年6月に報告書がと
りまとめられた。
報告書を踏まえ、2022（令和4）年臨時国会には、「精神保健福祉法」の改正を含む改
正法案が提出され、「障害者総合支援法等の一部を改正する法律」（令和4年法律第104号）
が成立した。改正法においては、精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制を整備する
ため、包括的な支援の確保を明確化するほか、権利擁護等の観点から、医療保護入院制度
の見直しや虐待防止のための取組、「入院者訪問支援事業」の創設等について定められた。

	3	こころの健康対策
うつ病が重症化する前に早期に治療を行うことができるよう、うつ病等に罹患している
者を早期に発見し適切に対応することが重要である。このため、一般内科医等、地域のか
かりつけ医や医師以外の保健福祉業務従事者に対する研修などを実施するとともに、一般
かかりつけ医と精神科医の連携を強化し、円滑に精神科医療につながる仕組みづくりを進
めるなど、うつ病の早期発見、早期治療が実施できる医療体制の充実を図っている。
その他、各地方公共団体において、保健所、精神保健福祉センター等での精神疾患や心
の健康に関する相談、相談活動に従事する者の養成と技術の向上、精神保健に関する普及
啓発活動などにより、地域の実情に合った取組みを推進している。
一方、医療や福祉サービスにつながっていない段階からアウトリーチ（多職種チームに
よる訪問支援）を実施し、精神障害者等に対し支援を行うことや、薬剤のみの治療に頼ら
ない治療法である認知行動療法の普及を推進するなど、精神保健医療提供体制の充実と質
の向上を図っている。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、不安やストレス等の心の悩みを抱えた
国民の心のケアを行うため、精神保健福祉センター等において、相談内容に応じて、必要
な助言を行うとともに、適切な機関等につなぐ等の対応を行っている。
国家資格である公認心理師は、保健医療、福祉、教育等の分野において、心理学に関す
る専門的知識や技術をもって、心理に関する相談や助言、指導、心の健康に関する知識の
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普及を図るための教育及び情報の提供等を行っている。2022（令和4）年7月には、指
定試験機関である一般財団法人日本心理研修センターにより、第5回公認心理師試験が実
施された（合格者は申請により、公認心理師として順次登録されることとなる。2023
（令和5）年3月末日現在の資格登録者数は69,875人）。
労働者へのメンタルヘルス対策としては、「労働安全衛生法」に基づく指針を定め、事
業場におけるメンタルヘルス対策の取組方法を示し、事業者への周知・指導等を行うほ
か、うつ病等メンタルヘルス不調により休業した労働者の職場復帰のための取組みの普及
を図っている＊1。また、労働安全衛生法の改正（平成26年法律第82号）により創設され
たストレスチェック制度（2015（平成27）年12月施行）は、労働者の心理的な負担の
程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調の未然防止の
取組みを強化することを目的としたものであり、当該制度の周知・指導等を進めている。
また、経済・生活問題への対応としては、ハローワークにおいて求職者のための各種相
談窓口の設置や、各種生活支援に関する専門家による巡回相談、メール相談事業などの支
援策を強化しているところである。

	4	依存症対策
アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症対策については、アルコール健康障害対策基
本法（平成25年法律第109号）、再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第
104号）及びギャンブル等依存症対策基本法（平成30年法律第74号）に基づく各種計画
（アルコール健康障害対策推進基本計画、再犯防止推進計画及びギャンブル等依存症対策
推進基本計画）等に基づき、計画的かつ総合的な取組みを進めている。
このうち、アルコール健康障害対策推進基本計画については、2021（令和3）年度か
らの5年間を対象期間とする第2期計画が2021年3月に閣議決定された。同計画におい
ては、「飲酒に伴うリスクに関する知識の普及と不適切な飲酒を防止する社会づくり」や
「アルコール健康障害に関する相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の構
築」を重点課題に掲げ、アルコール健康障害の発生・進行・再発の各段階に応じた防止対
策を講じることとしている。
また、ギャンブル等依存症対策推進基本計画は、2019（令和元）年度から開始され、
依存症対策としては、相談体制や専門医療の充実等に取り組んでいる。同計画は、2022
（令和4）年3月に改定が閣議決定されたが、同様の取組みを引き続き講じることとして
いる。

＊1	 職場におけるメンタルヘルス対策については、第2章第5節参照。
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	 図表9-3-1	 依存症対策の全体像

○治療や相談、生活支援に係る
　地域の指導者を養成

○回復施設職員への研修

○情報収集、分析、発信

○普及啓発

○依存症に関する調査研究

国
地方自治体（都道府県・指定都市）

補助

行
政
・
医
療
・
福
祉
・
司
法
等

関
係
機
関

国
　民

地域支援ネットワークの構築

補助

相談支援・普及啓発等

研
修
＆
情
報
発
信

医療の提供

研
修
＆
連
携

支援

＊依存症の相談拠点
（精神保健福祉センター等）
○依存症相談員の配置、窓口の普及啓発
○関係機関との連携
○家族支援、治療回復プログラムの実施

自助グループ等民間団体（地域）

相
談
体
制

全国拠点機関
（独立行政法人国立病院機
構久里浜医療センター・
国立研究開発法人　国立
精神・神経医療研究セン
ター）

依存症の正しい理解の普及啓発

自助グループ等民間団体
（全国規模） 相談支援・普及啓発等

相談支援・家族支援、
普及啓発等

補助

設置

早期発見

選定

＊依存症の専門医療機関・治療拠点機関
○依存症に係る研修を修了した医師の配置
○治療プログラムの実施
○関係機関との連携
○地域の医療機関等への研修や情報発信（拠点）

医
療
体
制

厚生労働省では、上記の各種計画等を踏まえ、依存症対策を推進するため、依存症対策
全国拠点機関を指定し、地域における依存症の相談対応・治療の指導者の養成等や依存症
回復施設職員への研修、依存症に関する情報ポータルサイトの運営等に取り組んでいる。
都道府県及び指定都市においては、①依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関の選定
及び相談拠点の設置、②SMARPP等による依存症者に対する治療・回復プログラムや依
存症者の家族に対する支援の実施、③依存症を正しく理解するための普及啓発活動、④依
存症問題に取り組んでいる自助グループ等民間団体への活動支援等を実施している。
また、依存症に対する誤解や偏見をなくし、依存症に関する正しい知識と理解を深める
ため、シンポジウムや普及啓発イベント、インターネットを活用した情報発信、リーフ
レットの作成・配布等広く一般国民を対象とした普及啓発事業を行っている。
（啓発イベントや啓発漫画を掲載するサイトhttps：//www.izonsho.mhlw.go.jp/）

　　

2023（令和5）年3月8日に開催された「依存症の理解を深めるための普及啓発イベント」の様子

第2部　現下の政策課題への対応
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依存症に関する治療・回復支援への応
援の意思を表明する象徴として「アウェ
アネスシンボルマーク」を2021（令和
3）年2月に作成、公表しました。
※�「アウェアネスシンボルマーク」と
は、特定の社会運動における支援や
賛同を表明したり、社会問題への気
づきを促す際に使用するシンボル
マークのことです。
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