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じ り つ

自立
し え ん

支援
ほ う

法・
そ う ご う

総合
ふ く し

福祉
ほ う

法に
か ん

関する
い け ん

意見（第三回障がい
し ゃ

者
せ い ど

制度
か い か く

改革
す い し ん

推進
か い ぎ

会議） 

 
し ゃ か い

社会
ふ く し

福祉
ほ う じ ん

法人 
ぜ んにっ ぽん

全日本
し ゅ

手をつなぐ
い く せ い

育成
か い

会 
じ ょ う む

常務
り じ

理事 
お お く ぼ

大久保
つ ね あ き

常明 

 

○
ち い き

地域
し ゃ か い

社会で
せ い か つ

生活する
け ん り

権利 

１．
け ん り

権利
き て い

規定を
め い ぶ ん か

明文化する
ひ つ よ う

必要
せ い

性についてどう
かんが

考えるか 

 「
しょうがいしゃ

障害者
き ほ ん

基本
ほ う

法」の
か い せ い

改正
な い よ う

内容との
か ん れ ん

関連で
ぎ ろ ん

議論される
ひ つ よ う

必要があると
かんが

考える。 

２．
じ り つ

自立の
が い ね ん

概念についてどう
かんが

考えるか 

 
こ う ぎ

広義な
い み

意味では、
にちじょう

日常
せ い か つ

生活や
しょくぎょう

職 業
せ い か つ

生活に
こ ん な ん

困難があっても、
じ こ

自己
け っ て い

決定・
じ こ

自己
せ ん た く

選択

をもって「
じ り つ

自立（
じ り つ

自律）」と
かんが

考える。 

 
い っ ぽ う

一方、
ち て き

知的
しょうがい

障害のある
ひ と

人たちにおいて（
は っ た つ

発達
しょうがい

障害のある
ひ と

人たちを
ふ く

含めて）、
き ほ ん

基本
て き

的
せ い か つ

生活
しゅうかん

習慣、
し ゃかい てき

社会的
せ い か つ

生活・
か つ ど う

活動、コミュニケーション・
た い じ ん

対人
か ん け い

関係などに
こ ん な ん

困難さ

や
か だ い

課題が
み う

見受けられ、その
え ん じ ょ

援助とその
か い ぜ ん

改善に
む

向けた
し え ん

支援が
おこな

行われてきている。

また、
げ ん ざ い

現在、
じ こ

自己
け っ て い

決定・
じ こ

自己
せ ん た く

選択に
む

向けた
し え ん

支援と
え ん じ ょ

援助の
あ り か た

在り方が
か だ い

課題となって

いると
お も

思われる。 

 これらの
し え ん

支援は、
つうじょう

通常、
は っ た つ

発達
し え ん

支援あるいは
じ り つ

自立
し え ん

支援と
い

言われ、
ち て き

知的
しょうがい

障害のあ

る
ひ と

人たちの
じ こ

自己
じ つ げ ん

実現に
し

資するものであり、エンパワメントでもある。この
こ ん て い

根底に

は、
ち て き

知的
しょうがい

障害の
けいちょう

軽重にかかわらず、
だ れ

誰もが
は っ た つ

発達する
か の う せ い

可能性があるという「
は っ た つ

発達
ほ し ょ う

保障」の
か んがえ かた

考え方がある。 

 なお、
ち て き

知的
しょうがい

障害のある
ひ と

人の
な か

中には、
みずか

自らの
お も

思いや
い し

意思を
ひょうげん

表現したり
うった

訴えたり

することが
こ ん な ん

困難な
ひ と

人や
こ う ど う

行動
じょう

上に
お お

大きな
か だ い

課題のある
ひ と

人もいる。これらの
ひ と

人の
じ り つ

自立

（
じ こ

自己
け っ て い

決定と
じ こ

自己
せ ん た く

選択）への
し え ん

支援は、
さ ま ざ ま

様々な
し え ん

支援スタッフの
れ ん け い

連携によって
か の う

可能と

なる。
ち て き

知的
しょうがい

障害のある
ひ と

人たちへの
し え ん

支援にあたっては、その
せ ん も ん

専門
せ い

性と
く

暮らしを
さ さ

支え

る
し え ん

支援のネットワークが
じゅうよう

重要と
かんが

考える。 

 

○
しょうがい

障害の
て い ぎ

定義、
て き よ う

適用
は ん い

範囲 

１．
しょうがい

障害の
は ん い

範囲についてどう
かんが

考えるか 

 「
か つ ど う

活動」や「
さ ん か

参加」が
せ い や く

制約・
せ い げ ん

制限されている
じょうたい

状態を「
しょうがい

障害」とする
か んがえ かた

考え方か

ら、
なんびょう

難病
と う

等も
ふ く

含まれるとの
み か た

見方が
だ と う

妥当と
お も

思われる。しかし、
じ っ さ い

実際の
せ い ど

制度の
な か

中で、

大久保
お お く ぼ

委員
い い ん

提 出
ていしゅつ

資料
しりょう
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その
き じ ゅ ん

基準や
ゆ う こ う

有効な
ふ く し

福祉サービスの
な い よ う

内容など
か だ い

課題もあると
かんが

考える。 
げ ん こ う

現行の
じ り つ

自立
し え ん

支援
ほ う

法は、
は っ た つ

発達
しょうがい

障害や
こ う じ

高次
の う

脳
き の う

機能
しょうがい

障害、
か ん

肝
き の う

機能
しょうがい

障害（
し ん た い

身体
しょうがい

障害に
つ い か

追加）も
たいしょう

対象となるが、
し ん た い

身体
しょうがい

障害、
せ い し ん

精神
しょうがい

障害、
ち て き

知的
しょうがい

障害を
たいしょう

対象に
そ う て い

想定され、ま

た、それぞれの
ほ う り つ

法律や
い り ょ う

医療との
か ん け い

関係などを
ふ

踏まえているものと
お も

思われる。 

 
せ い ど

制度の
た に ま

谷間の
なんびょう

難病
と う

等の
しょうがいしゃ

障害者を
あ ら

新たに
ふ く し

福祉サービスの
たいしょう

対象とする
ば あ い

場合、その
き じ ゅ ん

基準は
と う ぜ ん

当然、
し い て き

恣意的なものでなく、
い っ て い

一定の
きゃっかんてき

客観的な
き じ ゅ ん

基準は
ひ つ よ う

必要になると
かんが

考える。 

また、
げ ん ざ い

現在、
し え ん

支援の
ひ つ よ う

必要な
た に ま

谷間の「
なんびょう

難病」のある
ひ と

人
に た い

に対して、
げ ん こ う

現行の
なんびょう

難病
た い さ く

対策

の
かくじゅう

拡充でなく、
じ り つ

自立
し え ん

支援
ほ う

法での
た い お う

対応の
ひ つ よ う

必要
せ い

性については
ぎ ろ ん

議論を
よ う

要するのではな

いか。 

なお、
そ う ご う

総合
ふ く し

福祉
ほ う

法（
か し ょ う

仮称）の
け ん と う

検討にあたっては、
た

他の
ほ う り つ

法律や
せ い ど

制度との
せ い り

整理を
ふ く

含

め、
ひ ろ

広く
なんびょう

難病
と う

等の
しょうがいしゃ

障害者を
ね ん と う

念頭に
お

置いた
ぎ ろ ん

議論が
ひ つ よ う

必要と
かんが

考える。 

 

○
ほ う て い

法定サービスメニュー 

１．
げ ん こ う

現行
き て い

規定にない
し ゃ か い

社会モデルの
し て ん

視点に
た

立ったサービスメニューは
ひ つ よ う

必要か 

２．
じ り つ

自立
し え ん

支援
き ゅ う ふ

給付と
ち い き

地域
せ い か つ

生活
し え ん

支援
じ ぎ ょ う

事業の
く わ

区分けは
ひ つ よ う

必要なのか 

 
ち い き

地域
せ い か つ

生活
し え ん

支援
じ ぎ ょ う

事業に
ち い き

地域
か ん

間
か く さ

格差が
け ん ち ょ

顕著であるが、
ちゅうおう

中央
しゅうけん

集権から
ち ほ う

地方
ぶ ん け ん

分権（
ち い き

地域
ふ く し

福祉）を
す い し ん

推進するうえで、
き ほ ん

基本
て き

的には
じ り つ

自立
し え ん

支援
き ゅ う ふ

給付と
ち い き

地域
せ い か つ

生活
し え ん

支援
じ ぎ ょ う

事業を
わ

分け

ることは
ひ つ よ う

必要であると
かんが

考える。 
ち い き

地域
せ い か つ

生活
し え ん

支援
じ ぎ ょ う

事業を
じ り つ

自立
し え ん

支援
き ゅ う ふ

給付（
ぎ む て き

義務的
け い ひ

経費）とすることは、
た し

確かに
ち ほ う

地方
じ ち た い

自治体の
と り く

取組みを
そ く し ん

促進する
い っ て い

一定の
こ う か

効果はあるが、かつてのように
ちゅうおう

中央が
つ く

作った
き せ い

既製
ひ ん

品を
ち ほ う

地方が
り よ う

利用
し ゃ

者や
じ ぎ ょ う

事業
し ゃ

者に
お し つ

押し付ける
じょうきょう

状 況になるのではないか。
ち い き

地域
ふ く し

福祉はその
ち い き

地域が
し ゅたい てき

主体的に
そ う い

創意
く ふ う

工夫のもと
す す

進めていくものと
かんが

考える。よって、
と う ご う

統合
ほ じ ょ

補助
き ん

金である
ち い き

地域
せ い か つ

生活
し え ん

支援
じ ぎ ょ う

事業の
い ぎ

意義はあるものと
かんが

考える。 

なお、
ち い き

地域
せ い か つ

生活
し え ん

支援
じ ぎ ょ う

事業においても
ぜ ん こ く

全国
て き

的に
い っ て い

一定
すいじゅん

水準を
か く ほ

確保すべき、「
い ど う

移動
し え ん

支援」、「コミュニケーション
し え ん

支援」、「
にちじょう

日常
せ い か つ

生活
よ う ぐ

用具」についての
こ べ つ

個別
き ゅ う ふ

給付
か

化

は
さ ん せ い

賛成である。 

３．
ほ う て い

法定メニューの
しょうがいしゃ

障害者の
せ い か つ

生活
こ う ぞ う

構造に
そ

沿った
さ い

再
へ ん せ い

編成とシンプル
か

化についてど

う
かんが

考えるか 

 サービス
る い け い

類型のシンプル
か

化は
ひ つ よ う

必要であり、
か の う

可能と
かんが

考える。 

 
く ん れ ん

訓練
と う

等
き ゅ う ふ

給付と
か い ご

介護
き ゅ う ふ

給付によりグループホームとケアホームに
わ

分かれるなど、
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その
ひ つ よ う

必要
せ い

性には
ぎ も ん

疑問がある。 

 そもそも、
か い ご

介護
き ゅ う ふ

給付は
か い ご

介護
ほ け ん

保険の
か つ よ う

活用を
い と

意図したものと
お も

思われ、
か い ご

介護
ほ け ん

保険の
か つ よ う

活用を
しょうらいてき

将来的にも
は い じ ょ

排除するものであれば、
じ り つ

自立
し え ん

支援
き ゅ う ふ

給付として
い っ ぽ ん か

一本化し、より

シンプルなサービス
た い け い

体系は
か の う

可能と
かんが

考える。 

 また、
げ ん ざ い

現在、「
た

多
き の う

機能
が た

型」など、
り よ う

利用
し ゃ

者のニーズに
お う

応じた
し く

仕組みにはなって

きたが、
へ い き ん

平均
しょうがい

障害
て い ど

程度
く ぶ ん

区分による
ほうしゅう

報酬
た ん か

単価を
も う

設けたことにより
こ べ つ

個別
き ゅ う ふ

給付の
い ぎ

意義

が
うしな

失われた
か ん

感があった。その
へ い き ん

平均
しょうがい

障害
て い ど

程度
く ぶ ん

区分を
は い し

廃止し、その
しょうがい

障害
て い ど

程度に
お う

応じ

た
こ べ つ

個別
き ゅ う ふ

給付が
おこな

行われるようになったことによって、
り く つ

理屈
じょう

上は、
さ ま ざ ま

様々な
じ ぎ ょ う

事業
し ょ

所で

の
じゅうなん

柔軟な
う け い

受け入れが
か の う

可能となる。
と う ぜ ん

当然、それらに
お う

応じたサービスの
し つ

質を
か く ほ

確保す

るうえで、
しょくいん

職員
は い ち

配置
き じ ゅ ん

基準や
せ ん も ん

専門
せ い

性などをどうするかという
か だ い

課題はある。 

４．
じ こ

自己
け っ て い

決定
し え ん

支援の
ひ つ よ う

必要
せ い

性についてどう
かんが

考えるか 
ち て き

知的
しょうがい

障害のある
ひ と

人たちにとって、
じ こ

自己
け っ て い

決定
し え ん

支援が
じゅうよう

重要と
かんが

考える。ひとつはケ

アマネジメントを
ふ く

含めた
そ う だ ん

相談
し え ん

支援であり、もうひとつは
せ い ね ん

成年
こ う け ん

後見
せ い ど

制度などの
か つ よ う

活用である。 
にちじょう

日常
せいかつじょう

生活上のことから
け い や く

契約
こ う い

行為などでの
じ こ

自己
け っ て い

決定への
し え ん

支援
た い せ い

体制は、
ち て き

知的
しょうがい

障害

のある
ひ と

人の
け ん り

権利
よ う ご

擁護と
ふ か

深く
か ん け い

関係しており、その
た い せ い

体制
せ い び

整備が
も と

求められている。 

ついては、
ち い き

地域における
そ う だ ん

相談
し え ん

支援
た い せ い

体制の
せ い び

整備に
む

向けた
そ う だ ん

相談
し え ん

支援
じ ぎ ょ う

事業
し ょ

所の
かくじゅう

拡充が
ひ つ よ う

必要である。
い っ ぽ う

一方、
せ い ね ん

成年
こ う け ん

後見
せ い ど

制度が
か つ よ う

活用が
す す

進められているなか、
け いざい てき

経済的
り ゆ う

理由か

らか
こ うけん にん

後見人
と う

等の
や く

約７
わ り

割を
か ぞ く

家族が
し

占めるなど
か だ い

課題も
お お

多く、
こ う け ん

後見
ひ よ う

費用の
こ べ つ

個別
き ゅ う ふ

給付
か

化

の
け ん と う

検討も
ひ つ よ う

必要と
かんが

考える。 

 

○
し き ゅ う

支給
け っ て い

決定プロセス 

１．ニーズ
は あ く

把握の
き ほ ん

基本
て き

的
し て ん

視点をどこに
お

置くか 

（
た と

例えば、
ほ ん に ん

本人の
しょうがい

障害の
じょうきょう

状 況、
ほ ん に ん

本人の
じ こ

自己
け っ て い

決定・
せ ん た く

選択、
お

置かれた
かんきょう

環境、
お よ

及びそ

れらの
そ う ご

相互
か ん け い

関係） 
ち て き

知的
しょうがい

障害
ぶ ん や

分野にあっては、
け ん こ う

健康や
かんきょう

環境、
き ほ ん

基本
て き

的
せ い か つ

生活
しゅうかん

習慣、
か つ ど う

活動、
さ ん か

参加、コミ

ュニケーション・
に ん げ ん

人間
か ん け い

関係の
じょうきょう

状 況、
こ う ど う

行動
じょう

上の
か だ い

課題などとともに、
か ぞ く

家族の
い こ う

意向、
ほ ん に ん

本人の
い し

意思により、ニーズを
は あ く

把握する。 
と く

特に、
き ほ ん

基本
て き

的
せ い か つ

生活
しゅうかん

習慣、
か つ ど う

活動、
さ ん か

参加、コミュニケーション・
に ん げ ん

人間
か ん け い

関係の
じょうきょう

状 況、
こ う ど う

行動
じょう

上の
か だ い

課題などは、
ひょうじゅんか

標準化された
し ゃ く ど

尺度によって
ひ ょ う か

評価される
ひ つ よ う

必要があると
かんが

考え
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る。つまり、どこに
く

暮らしても
い っ て い

一定
すいじゅん

水準の
し え ん

支援が
う

受けられる
ひ つ よ う

必要があるからで

ある。 

また、ニーズ
は あ く

把握においては、ニーズは
へ ん か

変化するものであり、
い っ て い

一定
き か ん

期間ごとに

モニタリングする
ひ つ よ う

必要があるが、これは、
ていきょう

提供する
し え ん

支援の
し つ

質を
さ いひょ うか

再評価すること

でもある。 

２．
しょうがい

障害
て い ど

程度
く ぶ ん

区分の
は い し

廃止とそれに
か

代わる
き ょ う ぎ

協議・
ちょうせい

調整による
し き ゅ う

支給
け っ て い

決定プロセスの

ための
た い せ い

体制
こ う ち く

構築についてどう
かんが

考えるか 
げ ん こ う

現行の
しょうがい

障害
て い ど

程度
く ぶ ん

区分には
お お

多くの
も ん だ い

問題があり、
ば っぽん てき

抜本的
み な お

見直しに
む

向けた
は い し

廃止は
ど う か ん

同感

であるが、
ち て き

知的
しょうがい

障害の
しょうがい

障害
と く せ い

特性や
か つ ど う

活動、
さ ん か

参加も
ふ く

含めた
し え ん

支援ニーズを
は ん え い

反映した
し ゃ く ど

尺度

としての「
しょうがい

障害
て い ど

程度（
し え ん

支援）
く ぶ ん

区分」は
ひ つ よ う

必要と
かんが

考える。 

その
り ゆ う

理由は、
きゃっかんてき

客観的な
き じ ゅ ん

基準による
し き ゅ う

支給
りょう

量の
ひょうじゅんか

標準化は、
ぜ ん こ く

全国の
じゅきゅう

受給
し ゃ

者の
し え ん

支援サ

ービスを
い っ て い

一定
すいじゅん

水準と
か く ほ

確保するとともに
き ゅ う ふ

給付の
こ う へ い

公平
せ い

性を
か く ほ

確保できることになるか

らである。 

また、
し き ゅ う

支給
け っ て い

決定に
い た

至る
か て い

過程で、
ち て き

知的
しょうがい

障害
ぶ ん や

分野においては、
げ ん ざ い

現在の
り よ う

利用
し ゃ

者の
お

置か

れている
じょうきょう

状 況や
り よ う

利用
し ゃ

者の
い こ う

意向を
ふ

踏まえたケアマネジメントが
じゅうよう

重要と
かんが

考える。 

 
ち て き

知的
しょうがい

障害のある
ひ と

人たちは、
みずか

自ら
か く し ゅ

各種サービスの
り よ う

利用の
し か た

仕方を
は ん だ ん

判断したり、
た ん い つ

単一

サービスの
り よ う

利用であっても、その
て き ひ

適否や
へ ん こ う

変更の
ひ つ よ う

必要
せ い

性、
あ ら

新たなニーズの
は っ せ い

発生な

どを
みずか

自ら
は ん だ ん

判断し、
ちょうせい

調整することが
むずか

難しい
ば あ い

場合があり、これらの
おぎな

補うケアマネジ

メント
た い せ い

体制は、
ち て き

知的
しょうがい

障害のある
ひ と

人たちにとって
か

欠くことのできないものである。

なお、ケアマネジメントを
に な

担う
そ う だ ん

相談
し え ん

支援
じ ぎ ょ う

事業
し ょ

所の
ど く り つ

独立
せ い

性と
こ う へ い

公平
せ い

性、
せ ん も ん

専門
せ い

性が
じゅうよう

重要

であることは
い

言うまでもない。 

 

３．セルフマネジメント・
ほ ん に ん

本人
ちゅうしん

中心
け い か く

計画と
そ う だ ん

相談
し え ん

支援
き か ん

機関、ピアカウンセリング・

ピアサポートの
や く わ り

役割についてどう
かんが

考えるか 

 
き じ ゅ つ

既述したとおり、
ち て き

知的
しょうがい

障害のある
ひ と

人たちにとって、
し き ゅ う

支給
け っ て い

決定プロセスにおい

ては、セルフマネジメントというよりケアマネジメントを
ちゅうしん

中心として
かんが

考えたい。 

４．
ふ ふ く

不服の
ば あ い

場合の
い ぎ

異議
もうしたて

申立
て つ づ

手続きについてどう
かんが

考えるか 

 

○
ち い き

地域
い こ う

移行 

１．
じ ゅ う ど

重度
しょうがいしゃ

障害者の２４
じ か ん

時間
か い ご

介護
た い せ い

体制の
こ う ち く

構築についてどう
かんが

考えるか 
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ほ ん

本
こ う

項の
け ん と う

検討にあたり、
じゅうしょう

重 症
し ん し ん

心身
しょうがい

障害や
き ょ う ど

強度
こ う ど う

行動
しょうがい

障害のある
ひ と

人の 24
じ か ん

時間の
い り ょ う

医療
て き

的ケアを
ふ く

含む
し え ん

支援
た い せ い

体制についても
け ん と う

検討する
ひ つ よ う

必要がある。この
ば あ い

場合の
し え ん

支援は、
にちじょう

日常
せ い か つ

生活の
か い ご

介護にとどまらず、ＱＯＬ（
せ い か つ

生活の
し つ

質）に
は い り ょ

配慮した
さ ま ざ ま

様々な
し え ん

支援が
ひ つ よ う

必要と

なる。 

２．
ち い き

地域
い こ う

移行プログラムの
ほ う て い

法定
か

化と
き げ ん

期限の
せ っ て い

設定についてどう
かんが

考えるか 

 
げ ん ざ い

現在の
にゅうしょ

入所
し せ つ

施設
り よ う

利用
し ゃ

者がより
お お

多く
ち い き

地域
せ い か つ

生活に
い こ う

移行していくことが
の ぞ

望みたい。 

 
い っ ぽ う

一方、
そ う と う

相当
す う

数の
た い し ょ

退所
も の

者がみられるなか、
あ ら

新たな
にゅうしょ

入所
も の

者も
か ず お お

数多くあるという
げんじょう

現状

がある。
ま

先ず、この
げんじょう

現状を
ぶ ん せ き

分析し、
ち い き

地域
せ い か つ

生活
い こ う

移行に
む

向けた
こ う か て き

効果的な
し さ く

施策を
け ん と う

検討す

ることが
か ん よ う

肝要と
かんが

考える。 

３．
ち い き

地域
い こ う

移行
し え ん

支援
さ く

策の
ほ う て い

法定
か

化についてどう
かんが

考えるか 

 
ち い き

地域
せ い か つ

生活
い こ う

移行
し え ん

支援にあたって、
しょうがい

障害の
お も

重い
ひ と

人たちの
ち い き

地域
せ い か つ

生活を
し や

視野に
い

入れな

がら、
ち い き

地域におけるサービス
き ば ん

基盤や
し え ん

支援
た い せ い

体制の
あ り か た

在り方を
け ん と う

検討するとともに、そ

れらの
け いかく てき

計画的な
せ い び

整備に
む

向け、
ざ い せ い

財政
て き

的な
う ら づ

裏付けをもったロードマップを
さ く て い

策定する

ことが
ひ つ よ う

必要と
かんが

考える。これらを
ふ

踏まえ、
にゅうしょ

入所
し せ つ

施設の
は い し

廃止についての
ほ う て い

法定
か

化が
か の う

可能

と
かんが

考える。 

 

○
り よ う

利用
し ゃ

者
ふ た ん

負担 

１．
お う え き

応益
ふ た ん

負担の
は い し

廃止についてどう
かんが

考えるか 
お う え き

応益
ふ た ん

負担の
は い し

廃止は
だ と う

妥当と
かんが

考える。 

なお、
お う の う

応能
ふ た ん

負担の
ば あ い

場合、
ふ た ん

負担
じょうげん

上限をどのように
かんが

考えるかという
か だ い

課題はある。 

２．
ふ た ん

負担の
う む

有無についてどのような
げ ん そ く

原則と
か んが えか た

考え方をとるのか 

 「
し ょ く ひ

食費・
こ う ね つ ひ

光熱費」はいわゆるホテルコスト（どこでどのような
く

暮らしをして

もかかる
ひ よ う

費用）といえる。「
け ん り

権利の
し ゅ た い

主体としての
しょうがいしゃ

障害者」への
ほ う こ う

方向のなかで、

しっかりとした
し ょ と く

所得
ほ し ょ う

保障を
は い け い

背景に
し み ん

市民としてあるいは
し ょうひ しゃ

消費者として、
い っ ぱ ん

一般
し み ん

市民

と
ど う よ う

同様にかかる
ひ よ う

費用については、
は ら

払えるえるものは
は ら

払うという
ほ う こ う

方向を
め ざ

目指すべ

きではないかと
かんが

考える。 

 なお、
し ょ く ひ

食費のうち、
え い よ う

栄養
か ん り

管理や
ち ょ う り

調理
と う

等に
か か

係る
ひ よ う

費用は
ふ く し

福祉サービスと
い ち

位置づけ

るべきであると
かんが

考える。 

３．
し ん

新
き じ ゅ ん

基準の
せ っ て い

設定についてどう
かんが

考えるか 
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○
い り ょ う

医療
し え ん

支援 

１．
い り ょ う

医療
し え ん

支援の
あ り か た

在り方についてどう
かんが

考えるか 
ち て き

知的
しょうがい

障害のある
ひ と

人たちは、
と く

特に、
こ う れ い

高齢
も の

者は
い っ ぱ ん

一般に
く ら

比べ
り び ょ う

罹病
り つ

率が
た か

高いとの
と う け い

統計も

ある。
したが

従って、
じ ゅ う ど

重度
しょうがいしゃ

障害者
い り ょ う

医療
ひ

費
ほ じ ょ

補助は
じ ち た い

自治体によって
こ と

異なるが、
く に

国の
せ い ど

制度と

して
かくじゅう

拡充する
ひ つ よ う

必要があると
かんが

考える。 

２．
ふ た ん

負担
も ん だ い

問題についてどう
かんが

考えるか 

 

○
そ の た

その他 

１．
げ ん こ う

現行の
しょうがい

障害
て い ど

程度
く ぶ ん

区分に
も と

基づく
こ っ こ

国庫
ふ た ん

負担
き じ ゅ ん

基準の
も ん だ い

問題についてどう
かんが

考えるか 

 

２．
しょうがいしゃ

障害者の
ち い き

地域
せ い か つ

生活のための
ざ い せ い

財政
ふ た ん

負担の
き ょ う か

強化についてどう
かんが

考えるか 

 

３．
ち い き

地域
か ん

間
か く さ

格差をどのようになくしていくのか 
く に

国による
ざ い せ い

財政
ふ た ん

負担の
も ん だ い

問題だけでなく、
ち い き

地域の
ぎょうせい

行政や
じゅうみん

住民による
ち い き

地域づくりの
し て ん

視点もある。
た と

例えば、
ち い き

地域
じ り つ

自立
し え ん

支援
き ょ う ぎ

協議
か い

会の
か っ せ い

活性
か

化なども
じゅうよう

重要と
かんが

考える。 

 

＊
そ の た

その他の
じ こ う

事項（
い く せ い

育成
か い

会として
て い き

提起したい
じ こ う

事項） 

○
に ち が く

日額
せ い

制と
げ つ が く

月額
せ い

制について 
しょうがい

障害
ふ く し

福祉サービスに
か か

係る
ほうしゅう

報酬の
に ち が く

日額
せ い

制が
どうにゅう

導入されたことにより、
つ う

通
し ょ

所
け い

系サー

ビスの
り よ う

利用
も の

者が、
ひ

日によってサービスを
せ ん た く

選択することができることや
にゅうしょ

入所
し せ つ

施設

やグループホーム
り よ う

利用
も の

者の
き せ い

帰省
じ

時
と う

等に
た

他のサービスを
り よ う

利用できるという、
さ ま ざ ま

様々

な
く

暮らし
が た

方が
か の う

可能となる
し く

仕組みとなった。
げ ん ざ い

現在、
ふ く す う

複数のサービスを
り よ う

利用する
ひ と

人た

ちが
す く

少ないという
げんじょう

現状があるが、それは、サービス
き ば ん

基盤や
そ う だ ん

相談
し え ん

支援、ケアマネ

ジメント
た い せ い

体制が
ち い き

地域に
せ い び

整備されてないことが
お お

大きな
よ う い ん

要因と
かんが

考える。 
い っ ぽ う

一方、
じ ぎ ょ う

事業
も の

者の
しゅうにゅう

収 入の
も ん だ い

問題と
に ち が く

日額
せ い

制を
あ ん い

安易に
む す

結びつけるべきではなく、
ま

先ず

は、
ほうしゅう

報酬
た ん か

単価そのものに
ちゅうもく

注目するべきであり、
しゅうにゅう

収 入の
も ん だ い

問題と
に ち が く

日額
せ い

制を
わ

分けて
かんが

考

える
ひ つ よ う

必要があると
かんが

考える。 

よって、
に ち が く

日額
せ い

制は、
り よ う

利用
も の

者の
せ ん た く

選択
け ん

権を
ほ し ょ う

保障し、
せ い か つ

生活の
し つ

質を
こうじょう

向上させる
し く

仕組みで

あり、
ほうしゅう

報酬は
に ち が く

日額
せ い

制を
き ほ ん

基本とする
ひ つ よ う

必要があると
かんが

考える。 

 

○
と う め ん

当面の
も ん だ い

問題を
かいしょう

解消するための
げ ん こ う

現行
ほ う

法の
か い せ い

改正について 
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そ う ご う

総合
ふ く し

福祉
ほ う

法の
け ん と う

検討をしていく
い っ ぽ う

一方で、
と う め ん

当面の
か だ い

課題を
か く じ つ

確実に
かいしょう

解消するため、
つ ぎ

次の

とおり
げ ん こ う

現行
ほ う

法を
か い せ い

改正する
ひ つ よ う

必要があると
かんが

考える。 

・
ふ く し

福祉サービスに
よ う

要する
ひ よ う

費用の
り よ う

利用
し ゃ

者
ふ た ん

負担は
お う の う

応能
ふ た ん

負担とする。 

・グループホーム・ケアホームは、
ち い き

地域での
か

欠かすことができない
く

暮らしの
ば

場と

なっており、
げ ん ざ い

現在、
お も

重い
ふ た ん

負担となっている
や ち ん

家賃
と う

等について、その
ふ た ん

負担を
け い げ ん

軽減す

る
じ ょ せ い

助成
せ い ど

制度を
そ う せ つ

創設する。 

・
ち い き

地域
せ い か つ

生活において
じゅうよう

重要な
い ど う

移動
し え ん

支援を
こ べ つ

個別
き ゅ う ふ

給付とする。 

・
しょうがい

障害
し ゅ べ つ

種別にかかわらず
み ぢ か

身近な
し ょうが いじ

障害児
し せ つ

施設を
り よ う

利用できるようにするとともに、
し ょうが いじ

障害児
し せ つ

施設
と う

等の
は っ た つ

発達
し え ん

支援の
せ ん も ん

専門スタッフが
ほ い く し ょ

保育所
と う

等を
ほ う も ん

訪問し、
し え ん

支援する
し く

仕組み

を
つ く

作る。また、
ほ う か ご

放課後
と う

等デイサービス
じ ぎ ょ う

事業を
せ い ど

制度
か

化する。 

・
し ちょう そん

市町村での
そ う だ ん

相談
し え ん

支援センターの
せ っ ち

設置を
そ く し ん

促進し、
ち い き

地域で
ふ そ く

不足する
そ う だ ん

相談
し え ん

支援
た い せ い

体制を
き ょ う か

強化するとともに、サービス
り よ う

利用
け い か く

計画
あ ん

案（ケアマネジメント）を
し き ゅ う

支給
け っ て い

決定に
は ん え い

反映

できる
し く

仕組みを
つ く

作る。また、
じ り つ

自立
し え ん

支援
き ょ う ぎ

協議
か い

会を
ほ う て い

法定
か

化し、サービスの
ちょうせい

調整やサ

ービス
き ば ん

基盤の
せ い び

整備を
す い し ん

推進する。 

 

○
し ょう がい じ

障害児
し え ん

支援について 
し ょうが いじ

障害児
し え ん

支援について
こ ん ご

今後
ぎ ろ ん

議論するうえで、
こうろうしょう

厚労省において
か い さ い

開催された「
し ょうが いじ

障害児
し え ん

支援の
あ り か た

あり方に
か ん

関する
け ん と う

検討
か い

会」（
か ぞ く

家族、
し え ん

支援
し ゃ

者、
ゆ うしき しゃ

有識者
と う

等が
さ ん か く

参画）において、
か く

各
し せ つ

施設や
じ ぎ ょ う

事業の
こ ん き ょ

根拠を「
じ ど う

児童
ふ く し

福祉
ほ う

法」に
い ち づ

位置付けることを
き ほ ん

基本とすべきとの
ほ う こ う

方向
せ い

性

が
し め

示されていることを
ふ

踏まえる
ひ つ よ う

必要があると
かんが

考える。 

 

 


