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障害者プランと居宅ケアプランの違い
(考え方)を知ると共に併用の際の注意点

について学ぶ

一般社団法人広島県介護支援専門員協会 常任理事

社会福祉法人 宗越福祉会 池本善典

令和6年8月23日

庄原市自立支援型ケアマネジメント研修

社会福祉法人 大崎福祉会自己紹介

高齢者福祉
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1988年 社会福祉法人大崎福祉会入職。
特養生活相談員、在宅介護支援センターSW、事務⻑等を経て、
2003年より特養大崎荘施設⻑に就任。施設⻑と居宅のケアマネを兼
務していたこともあり、施設・居宅双方に関わる。
2015年より、法人内部異動にて、指定障害福祉サービス事業所ふれ
あい⼯房所⻑。
障害者グループホーム、相談支援事業所等の管理者を兼任。
2020年より、法人内のケアマネ事業所等、高齢者の訪問系事業所
の事業所⻑も兼任していた。
2024年3月退職。
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社会福祉法人 宗越福祉会（むなこし福祉会）
広島県竹原市吉名町宗越793番地
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
通所介護 訪問介護
居宅介護支援
在宅介護支援センター
ケアハウス
サポートセンター（生活困窮者就労訓練事業・農福連携）

社会福祉法人 宗越福祉会自己紹介

高齢者福祉
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※2024年4月、障害福祉サービス事業準備室⻑として入職。
現在、令和6年9月1日就労継続支援B型事業「ワークセンター吉

名」開設に向け、奔走中。

目次

4

１．障害者の65歳問題について ・・・P 6

２．８０５０問題について ・・・P14
３．介護保険給付と障害者総合支援法の
給付について ・・・P17

４．障害福祉サービスと介護保険の関係
その１ ～介護保険との比較～ ・・・P28
その２ ～自立支援給付と介護保険制度

との適用関係～ ・・・P33
その３ ～相談支援専門員と介護支援専門員

との連携について～ ・・・P47



3

目次

5

５．事例検討 ・・・P 56

６．就労系サービスについて ・・・P 62

７．計画相談支援について ・・・P 72

８．地域共生社会の構築に向けて ・・・P 83

6

障害者の６５歳問題について
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１．2013(平成25)年、岡山市からサービスの
支給を打ち切られた
1人暮らしで上下肢に重度のマヒがある浅田さんは、月249時間の重度訪問

介護（1日約8時間）を無償で利用していたが、65歳の誕生日を迎えた
2013(平成25)年2月、それまでの支給を打ち切られた。
ボランティア等の協力を得て生活維持を図った浅田さんは、やむなく同4月

から介護保険サービスを利用し、月額15,000円を負担。市の上乗せ支給の要
件である要介護5と認定されたこと等から、同7月、市は自立支援法に基づく
月153時間の給付（1日5時間の上乗せ)を認めた。（要介護5；訪問介護のみで
1日5時間程度）

２．2018(平成30)年、岡山地裁は岡山市の決定を取り消した
岡山市に決定の取り消しと慰謝料など1,075,000円の支払いを命じた。判決

は「浅田さんが月額15,000円を負担するのは難しい。市は自立支援法の給付
を決定した上で、浅田さんの納得が得られるよう介護保険の申請を勧めたり
すべきだった。」として市の決定を違法と結論づけた。

浅田訴訟
浅田達雄さん
（岡山市在住の現在7６歳 脳性マヒ）

３．2018(平成30)年、広島高裁岡山支部は一審に続き岡山市の処分を取り
消した
(1) 介護保険法と自立支援法は異なり、個別の状況（必要なサービスや費
用負担の程度など）によって自立支援給付を選択する場合もあり、一律に介
護保険を優先して利用するものではない。
(2) 障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意(2010年1月)で国は介護保険優先
原則廃止の検討を約束したこと。
(3) ボランティアの支援があるからと自立支援給付を打ち切ったことは看
過しがたい誤りであり、自己負担のある介護保険給付を自立支援給付に相当
すると判断するのは明らかに合理性を欠いていること。
(4) ⻑期にわたって重度の障害を有し、収⼊がないことが固定化している
こと。

などから、岡山市の不支給決定は
市の裁量権を逸脱しており違法で
あるとした。
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１．2014(平成26)年、千葉市からサービスの
支給を打ち切られた
天海さんは月〜⼟曜日の毎日２〜３時間、障害福祉自立支援給付の居宅介

護（ホームヘルプサービス）を利用して、自己負担額なく生活してきた。
2014年7月、65歳の誕生日を目前にした天海さんは、千葉市への介護保険の申
請を断り、障害福祉の居宅介護の利用継続を申請したが、却下された。そし
て千葉市は天海さんが利用していた障害福祉の介護サービスを８月から打ち
切りにしたため、全額自費で介護サービスを利用し、負担額は月額約14万円
に上がった。その後やむなく介護保険を利用し、月額15,000円の自己負担と
なった。

２．2021(令和3)年、千葉地裁は千葉市の処分は適法とした
天海さんが千葉市に処分取り消しなどを求め訴訟を起こしたが、判決は

「障害福祉サービスと介護保険を任意に選択することは、公費負担の制度よ
りも社会保険を優先する社会保障の考え方に背く。他の者との公平にも反し、
原告の主張は採用できない。」と退けた。

天海訴訟
天海(ｱﾏｶﾞｲ)正克さん
（千葉市在住の現在73歳 脳性マヒ）

３．2023(令和5)年3月、東京高裁は千葉市の処分は違法だと取り消しを命
じた
天海さんは一審の判決を不服として二審へ上告した。二審(東京高裁)の判

決は、住⺠税⾮課税世帯の天海さんより収⼊のある障害者が、介護保険サー
ビスを利用した場合に自己負担がゼロになる事例があることに着目し、「障
害者相互の不均衡」と指摘し、市は障害福祉サービスの支給を続けるべきだ
とし、慰謝料を含む27万円あまりの損害賠償を千葉市に対して命じた。
※現在千葉市は、東京高裁の判決を不服として最高裁判所に上告受理の申立て
を行い、天海訴訟は最高裁判所で争われることになっている。
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障害者の65歳問題
１．利用料自己負担とサービス量の問題
（事例１）
総合支援法に基づき、重度訪問介護を１日10時間利用してきたが、

65歳を迎えると、介護保険を優先的に利用しなければならなくなり、
新たに利用料の１割負担が発生した。また、介護保険では１日３時
間しか認められないが、市町が総合支援法の上乗せ利用を認めてく
れない。

２．今まで利用していたサービス事業所が利用できなくなる問題
（事例２）
総合支援法により、日中活動の場として生活介護へ通っていた。

知り合いも多く、プログラムも気にいっていたが、65歳を迎え、別
の事業所で介護保険法によるデイサービスを利用する
よう市町に求められた。
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14

８０５０問題について
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８０５０問題とは

８０５０問題が持つリスクとは
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17

介護保険給付と障害者総合支援法の
給付について

介護保険制度
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障害者・児

都道府県

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・居宅介護 ・重度訪問介護

・同行援護 ・行動援護
・療養介護 ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・地域移行支援

・地域定着支援
・サービス利用支援
・継続サービス利用支援

自立支援医療

・更生医療

・育成医療
・精神通院医療

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム等

補装具

自立支援給付

第２８条第１項

第５条第16項

第６条

第５条第22項

第５条第23項

第７７条第１項

第７８条

※自立支援医療のうち、

精神通院医療の実施主
体は都道府県及び指定
都市

★原則として国が１／２負担

★国が１／２以内で補助

訓練等給付

相談支援

障害者総合支援法の給付・事業

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）
・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助
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・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都
道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人

・知的障害者・・・知的障害者福祉法にいう知的障害者
のうち18歳以上の人

・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性
中毒、またはその依存症、精神病質
などの精神疾患を持つ人
（知的障害は除く）

障害福祉サービスの対象者
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・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会
生活に制限がある18歳以上の人

・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身
体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18
歳以上の人

・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精
神障害がある児童、または難病等が
あり、一定の障害がある児童

障害福祉サービスの対象者

身体障害

24

・ 身体機能の一部に不自由があり、日常生活に制約
がある状態のことをいい、身体障害者福祉法では、
「視覚障害」、「聴覚・平衡機能障害」、「音声・言語・そ
しゃく機能障害」、「肢体不自由」、「内臓機能などの
疾患による内部障害」の5種類に分類される。

「身体障害者手帳」

最重度を１級として、７級まで区分

・肢体不自由には１~７級までの区分

・視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃ
く機能障害には１~６級までの区分

・内臓機能などの疾患による内部障害には１~４級ま
での区分
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知的障害

25

日常生活で読み書き計算などを行う際の知的行動
に支障がある状態で、知能指数が基準以下の場合に
認定される。

知的障害者福祉法では、知的な能力発揮の程度な
どが個々によって異なるため、細かい規定を設けて
いない。

法令では、「発達期（おおむね18歳未満）において遅
滞が生じること、遅滞が明らかであること、遅滞により
適応行動が困難であること」の3要件が基準とされて
いる場合が多い。このため、成人になって、病気や事
故、認知症などにより知的機能が低下した場合は「知
的障害」には含まれない。

「療育手帳」
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精神障害

27

・ 脳および心の機能や器質の障害によって起きる精
神疾患によって、日常生活に制約がある状態をいう。

・ 統合失調症や躁うつ病、うつ病などの気分障害、神
経症、パニック障害、適応障害など、様々な疾患がこ
れに該当する。

・ また、精神の変調が髄膜炎、内分泌疾患などの身
体疾患によって引き起こされる場合もある。

・ 精神保健福祉法では、「統合失調症、精神作用物
質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神
病質その他の精神疾患」と定めている。

「精神障害者保健福祉手帳」

最重度を１級として３級までの区分がある。

28

障害福祉サービスと介護保険の関係

その１
～ 介護保険との比較 ～
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障害福祉サービスと介護保険の関係
項目 介護保険サービス 障害福祉サービス

介護の必要性
の指標

要介護状態区分
（要支援１・２、要介護１〜５）

サービスの支
給限度

要介護（支援）状態区分別に支給限度額が設
定

サービス利用
計画の作成者

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所
の介護支援専門員（ケアマネジャー）

サービス計画
の名称

居宅サービス計画（施設サービス計画）

利用者負担

原則１割負担
※一定以上所得者は２〜３割負担
（利用者負担が高額になった場合、世帯の課
税状況に基づいた上限額を超えた部分につい
て、申請により高額介護サービス費として支
給）
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33

障害福祉サービスと介護保険の関係

その２
～ 自立支援給付と介護保険制度との適用関係 ～

なぜ介護保険は障害福祉サービスより優先されるので
しょうか？
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自立支援給付と介護保険制度との適用関係等

35

自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付は、介護給付、予
防給付及び市町村特別給付とされている。

したがって、これらの給付対象となる介護保険サービスが利用できる場合は、
当該介護保険サービスの利用が優先される。

①優先される介護保険サービス

ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サー
ビスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優
先して受けることとなる。

しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状
況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律
に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断
することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に
応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護
保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。

②介護保険サービス優先の捉え方

介護保険サービスと障害福祉サービスの相当するサービス

介護保険サービス 障害福祉サービス

ホームヘルプ
サービス

訪問介護
居宅介護
重度訪問介護

デイサービス 通所介護

生活介護
自立訓練（機能訓練・生活訓練）
児童発達支援
放課後等デイサービス

ショートステイ 短期入所生活介護 短期入所
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37

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する
具体的な内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要とし
ている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に
判断すること。なお、その際には、従前のサービスに加え、小規模多機能型居
宅介護などの地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害者
の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない
障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同行援護、行動援護、自
立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該
障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。

障害福祉サービスの
横出し

○ 対象者

■ 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者
→ 障害支援区分４以上に該当し、次の（一）又は（二）のいずれかに該当する者

（一） 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されて
いる者

（二） 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者

居宅等における ■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事

■ その他生活全般にわたる援助
■ 外出時における移動中の介護

※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。
※ 平成30年４月より、入院中の病院等におけるコミュニケーション支援等が追加

○ サービス内容

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 介護福祉士、実務者研修修了者 等

・ 居宅介護職員初任者研修修了者等であって３年以上の実務経験がある者

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 居宅介護に従事可能な者、重度訪問介護従事者養成研修修了者

○ 主な人員配置

重度訪問介護

38

・24時間介護保障が47都道府県に拡大
・・・ここ3年で、青森県・岩手県・長野県・徳島県・富山県・愛媛県・石川県で新たに、毎日
24時間(744h)以上の重度訪問介護の支給決定が出ました。
ついに47都道府県の全てで1箇所以上の市町村で24時間の公的な介護保障事例があ

る状態になりました。

・重度訪問介護等の1日を超える外出が全国で完全自由化
泊まりがけの外出が全都道府県の全市町村で禁止されなくなりました。（H30年4月～）

・・・重度訪問介護の外出の報酬告示の記述部分が変更され、原則として1日の範囲の外
出に限定していた文書が完全削除されました。
これで、2泊でも3泊でも外出が完全に自由になります(全市町村で適用）。月の支給量で

あれば自由に旅行にも行くことができます。

全国障害者介護制度情報（2018年合併号2018.4.25）より抜粋
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○ 対象者

○ 主な人員配置○ サービス内容

■ 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等
→ 同行援護アセスメント票の調査項目（視力障害、視野障害、夜盲、移動障害）において、移動障害以外で１点以上かつ移動障害で１点以上に

該当していること

外出時において、

■ 移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む。）
■ 移動の援護、排せつ及び食事等の介護
■ その他外出時に必要な援助

※ 外出について
通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出

及び社会通念上適当でない外出を除く。

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 同行援護従業者養成研修応用課程修了者であり、かつ、介護福祉士、
実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者
研修修了者等であって３年以上の実務経験がある者

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 同行援護従業者養成研修一般課程修了者（盲ろう者向け・通訳介助員
は、平成33年３月31日まで、暫定的な措置として、当該研修を修了したも
のと見なす。）

・ 居宅介護職員初任者研修修了者等であって、1年以上の直接処遇経験
を有する者 等

同行援護

39

■ 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護

■ 外出時における移動中の介護

■ 排せつ及び食事等の介護その他の行動する際に必要な援助

・ 予防的対応

…行動の予定が分からない等のため、不安定になり、不適切な行動

がでないよう、予め行動の順番や、外出する場合の目的地での行

動等を理解させる等

・ 制御的対応

…行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめること等

・ 身体介護的対応

…便意の認識ができない者の介助等

○ 対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を有する者
→ 障害支援区分３以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(

実践研修）修了者であって3年以上の直接処遇経験（知的障害・精神障害等）
※ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護

職員初任者研修修了者等であって5年以上の実務経験（平成33年３月31
日までの経過措置）

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修（実践

研修）修了者であって1年以上の直接処遇経験（知的障害・精神障害者等）
※ 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修

了者等であって2年以上の実務経験（平成33年3月31日までの経過措置）

行動援護

40
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41

③具体的な運用

②により、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスによ
り必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護
給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利
用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合には、
その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。

ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町
村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介
護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度
基準額の制約から、介護保険のケアプラン上に
おいて介護保険サービスのみによって確保する
ことができないものと認められる場合。

障害福祉サービスにおいて市町が適当と認める
支給量が、介護保険移行後、居宅介護サービス費区分
支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上に
おいて介護保険サービスのみによって確保することができないと認められ
たものについては、障害福祉サービスを上乗せ支給することができる。

障害福祉サービスの上乗せ

ウ 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基
づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介
護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉
サービスによる支援が必要と市町村が認める場合（介護給付費に係る
サービスについては、必要な障害支援区分が
認定された場合に限る。）。

イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、
あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障
害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市
町村が認める場合（当該事情が解消するまでの間に限る。）。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と
介護保険制度との適用関係等について」（平成19年度通知）
より
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【参考】障害福祉サービスの上乗せ例
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障害福祉サービスと介護保険サービスとの適用関係
〜 上乗せサービスと横出しサービス 〜

介護保険サービス

【障害福祉にはないサービス】

訪問看護、訪問リハ、居宅
療養管理指導、通所リハ、
特定施設入所者生活介護、
認知症対応型通所介護、認
知症対応型共同生活介護等

＜介護保険制度固有のサービス＞

介護保険サービス

障害福祉サービス

【両制度に共通のサービス】

ヘルパー、デイサービス、
ショートステイ等

＜上乗せ部分＞

介護保険の支給限度額を
上回る場合等

同行援護、行動援護、療養介
護、就労移行支援、就労継続
支援、就労定着支援、共同生
活援助（グループホーム）、

自立生活援助等

＜横出し部分＞

【介護保険にはないサービス】

＞ ＜障害福祉制度固有のサービス＞

障害者支援のための相談支援専門員連携ハンドブック(第一法規)より池本加筆
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47

障害福祉サービスと介護保険の関係

その３
～ 相談支援専門員と介護支援専門員との

連携について ～

相談支援専門員と介護支援専門員が連携していく上で
大事なことは？
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２．介護保険制度の円滑な利用に当たっての留意点
（１）障害福祉サービス利用者への介護保険制度の案内について
要介護認定等の申請は、申請に係る者の状態について大きな変更が生ずること

が見込まれないということから、65 歳到達日（誕生日の前日）、特定疾病に該当
する者の40 歳到達日（誕生日の前日）又は適用除外施設退所日（以下「65 歳到
達日等」という。）の３か月前以内に要介護認定等申請を受理し、65 歳到達日等
に認定することを運用上の対応として可能としている。
そのため、障害福祉サービス利用者の介護保険制度の円滑な利用に向け、要介

護認定等の申請から認定結果通知にかかる期間を考慮して65 歳到達日等前の適切
な時期から要介護認定等に係る申請の案内を行うこと。
その際には、単に案内を郵送するだけでなく、市町村職員から、又は、（３）

にお示しする相談支援専門員から直接、介護保険制度について説明を行うことが
望ましい。

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に基づく自立
支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について

（厚労省社会・援護局障害保健福祉部企画課・障害福祉課）

（２）障害福祉サービス利用者等に対する介護保険制度との併給が可能な旨の案内
について
介護保険法の規定による保険給付が優先されることが、あたかも介護保険のみの利
用に制限されるという誤解を障害福祉サービス利用者に与えることのないよう、適
用関係通知（２）②の場合や③の場合については介護給付費等の支給が可能な旨、
利用者及び関係者へ適切に案内を行うこと。

（３）指定特定相談支援事業者と指定居宅介護支援事業者等との連携について
障害福祉サービス利用者が介護保険サービスを利用するに当たっては、障害者が

適切なサービスを受けられるよう・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（平成17 年法律第123 号）における指定特定相談支援事業所の相談
支援専門員がモニタリングを通じて、必要な介護保険サービスを円滑に利用できる
よう利用者に対し、介護保険制度に関する案内を行うことや、介護保険サービスの
利用に際しては、本人に了解の上、利用する指定居宅介護支援事業所等に対し、利
用者の状態や障害福祉サービスの利用状況等サービス等利用計画に記載されている
情報を提供するよう適切に引継ぎを行うこと
・介護保険サービス利用開始後も引き続き障害福祉サービスを利用する場合は、サ
ービス担当者会議等を活用して相談支援専門員と介護支援専門員が随時情報共有を
図ること等必要な案内や連携を行うこと等の周知をお願いしたい。
※なお、ここでいう「指定居宅介護支援事業者等」とは、小規模多機能型居宅介護
や介護老人福祉施設のように、人員配置基準において介護支援専門員の配置が義務
づけられている事業者を含むものである。
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障害福祉サービスから介護保険優先サービスへの連携

相談支援専門員

３３ｋ
ｇｗｔ
ｕ

65歳到達
日、３ヶ
月前に要
介護認定
申請可能

６５歳

３３ｋｇｗ
ｔｕ

・介護保険制度
について説明
・障害福祉サー
ビスの併給可能
の案内

介護支援専
門員・サービス担当者会議

・情報提供・共有
・適切な引継ぎ

障害福祉サービス

障害福祉サービス

介護保険サービス

①サービス内容や機能が障
害福祉サービスに相当

②補装具が標準的な既製品
で良い場合
それ以外は障害福祉ｻｰﾋﾞｽ

④障害福祉サービス固有
のもの

⑤該当する介護保険サー
ビスがないとき

６６歳６４歳

③介護保険サービスでは
確保できない場合

・ゆっくりと支援体
制を移行
・ダブルケアマネが
必要なときも

４．指定障害者支援施設等入所者の要介護認定等について
介護保険適用除外施設である指定障害者支援施設等入所者は、介護保険サービ

スに相当する介護サービスが提供されていること等の理由から、当分の間、介護
保険の被保険者とはならないこととされている。一方で、個々の事情に応じて介
護保険適用除外施設を退所又は退院することもあり得るが、その場合には介護保
険の被保険者となり、介護保険法に基づく要介護認定等を受けることにより、こ
れに応じた介護保険サービスを利用することが可能となる。

○医療型障害児施設 ○救護施設 ○障害者支援施設（生活介護を行うものに限

る） ○指定障害者支援施設（生活介護及び施設入所支援に限る） ○その他

介護保険の適用除外施設とは

※適用除外という意味は、これらの施設では介護保険に相当する（または上回る）
サービスが提供されている一方で、施設外のサービスを利用することは困難である

ことから、介護保険料の負担を求めないという意味で被保険者とはしないというもの。

・障害者支援施設を退所する3ヶ月前から準備認定が可能とされており、退
所後に保険者となる市町村と十分に調整を行い、退所後の円滑な介護サービ
ス利用に繋げていく必要があります。
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○ 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ける相談、入
浴、排せつ又は食事の介護その 他日常生活上の援助を実施

■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活
動等の社会生活上の援助を実施

■ サービス管理責任者
30：１以上
■ 世話人 ６：１以上
（４：１～６：１）
■ 生活支援員 障害支援
区分に応じ
２.５：１ ～ ９：１以上

【障害者グループホーム】 共同生活援助（介護サービス包括型）

53

※障害福祉制度固有のサービスであり、利用
者が介護保険対象となったときには、共同生
活援助と介護保険サービスとの併用が可能で

ある。

54
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56

事例検討
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母；トシコ 85歳
要介護認定は受けていないが、見たところ要介護３～４程度。

２週間程前に畑で動けなくなり、それから家の布団でほとんど寝
たきりの状態となった。 仙骨部分が発赤の状態。

食事もほとんど摂っておらず、清潔保持もできていない様子。
(現在7月）

長男；ヨシオ ５４歳
軽度の知的障害（療育手帳Ｂ）。発達障害か精神障害もありそ

うであり、コミュニケーションが苦手で人との挨拶が上手くできない。
３年前まで町内の木材店で社長に配慮を受けながら簡易な仕事
をしていたが、同僚からのいじめがあり退職している。最近では外
にあまり出ずに引きこもりがちになっている。

母と2人暮らしで、母の年金と自分の貯蓄を取崩ながら細々と生
活していた。

それまでは、85歳の母が家事を主に担っており2人が力を合わ

せて生活していたが、母は認知症の症状も出現し、寝たきりに近
い状態になっているも、母への世話がほとんどできていない状態。
子どもは長男のみで、支援をしてくれる親戚もない。

また、野良猫が自由気ままに家に出入りしており、家の中そこら
辺りに猫の糞や尿があり、非常に不衛生な状態である。

地域の民生委員が状況を発見し、その民生委員から近隣の居
宅介護支援事業所へ相談の電話が入った。

・・・このケース、あなたならどうしますか？
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母への対応

長男への対応
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猫への対応

62

就労系サービスについて
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○ 対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
※ 65歳に達する前５年間障害福祉サービスの⽀給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続⽀援A型の⽀給決定を受けていた者は当該サービスにつ
いて
引き続き利⽤することが可能。

■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者
について、一般就労への移行に向けて支援

■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能
■ 利用期間の制限なし

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
生活支援員

１０：１以上

就労継続支援Ａ型

63

就労継続支援Ｂ型

■ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活
動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者
① 企業等や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
② ５０歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

○ 対象者

■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するとともに、一般就労に必要な知識、
能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援

■ 平均工賃が工賃控除程度の水準（月額3,000円程度）を上回ることを事業者指定の要件とする
■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
■ 利用期間の制限なし

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
生活支援員

○対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者
※ 休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となる。
※ 65歳に達する前５年間障害福祉サービスの⽀給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移⾏⽀援の⽀給決定を受けていた者は当該サービスについて引
き続
き利⽤することが可能

■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った
職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施

■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービス
を組み合わせた支援を実施

■ 利用者ごとに、標準期間（24ヶ月）内で利用期間を設定
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大１年間の更新可能

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員

生活支援員
■ 就労支援員 → １５：１以上

６：１以上

就労移行支援
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平成30年度
改正

令和６年度
改正
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令和６年度
改正

令和６年度
改正
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72

計画相談支援について
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介護支援専門員と相談支援専門員の比較
相談支援専門員介護支援専門員

試験合格後実務研修受講資格取得方法
居宅サービス計画作成サービス計画
本人目標サービス計画の目

標
有り給付管理
要介護認定により支給限度額
を決定

支給決定プロセス

毎月１回（義務づけ）
（毎月報酬算定）

モニタリング

居宅介護支援事業所

地域包括支援センター
在宅介護支援センター

関連事業所等

標準取扱件数 ４５人
（予防プラン１／３換算）

担当ケース数

地域包括ケア会議関連会議
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全ての利用者について計画相談支援等が行われることを原
則とした趣旨（平成24年4月から平成26年度末までに）
【経過】

これまで、障害者ケアマネジメントの必要性や相談支援の体制等に重要性に関しては、「障害者ケアガイドライン」
報告書（平成14年3月31日）（障害者ケアマネジメント体制整備検討委員会）により提言され、その後、＊社会保障審
議会障害者部会報告書（平成20年12月26日）においても大きく取り上げられてきた。

【目指すもの】
○各市区町村（わがまち）に住んでいる障害福祉サービス等を利用するすべてのひとに対し
て、時には近くで深く寄り添い、時には遠くから見守ることのできる「相談支援専門員」と
いう専門職が身近にいる体制を整えること。
○そして、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指すこと。

【趣旨】＊記載事項を整理すると、次のとおりである H26.2.27事務連絡（抜粋）

（１）障害児者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービス利用に
向けたきめ細かく継続的な支援が必要であり、そのためには定期的なケアマネジメントを行う体制
が求められること

（２）障害児者にとって、専門的な知見を持った担当者からのアドバイスを活用してサービスを幅
広く組み合わせて利用することが、選択肢の拡大につながること

（３）可能な限り中立的な者が、専門的な観点から一貫してケアマネジメントを行うことにより、
市区町村の支給決定の裏付け又は個別のサービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うこ
とが可能となること

サービス等利用計画はツール

75

＜留意事項（ポイント）＞
○ 「セルフプラン」を・・・
① 「申請者が希望する場合」：申請者の自由な意思決定が担保されていることが前提

② 「身近な地域に指定特定相談支援事業者等がない場合」：市区町村（都道府県）が必要な事
業者の誘致に向けた努力を行ってもなお体制が確保されない場合が前提

→ 各市区町村は、平成27年度に向けた体制整備を各市区町村・都道府県が進めている中で、

体制整備に向けた努力をしないまま安易に申請者を「セルフプラン」に誘導することは厳に慎む
べき。

○上記（②）の場合には、市区町村は・・・
・ 日頃から、相談支援事業者等の充足に向けた支援を図るべき。

・ 管内の障害福祉サービス事業所の状況に関する情報提供や記載方法に関する説明や相談
等十分な支援を行うとともに、モニタリングに代わるものとして、市区町村が本人の状況を定期的
に把握すべき。

・ 支給決定の更新時には、相談支援事業者等がサービス等利用計画を作成すべき。

「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項（ポイント）
＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年２月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋

＜基本的考え方＞
○ 「セルフプラン」自体は、障害者本人（又は保護者）のエンパワメントの観点からは望
ましいもの。一方、市区町村が計画相談支援等の体制整備に十分に力を入れないま
ま安易に「セルフプラン」の提出を誘導しているとの指摘もある。一定の原則が必要。
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※点線枠部分は、必要により実施

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）及び障害児相談支援事業者と
障害福祉サービス事業者の関係

資
源
ア
セ
ス
メ
ン
ト

二
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト

利
用
契
約（
利
用
開
始
）

必要に応じて、医療の必
要性や職業能⼒の程度な
どについて、外部の専門
機関等に状況照会。
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令和6年度
改正

日本相談支援専門員協会編，「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」Ｐ．４０
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日本相談支援専門員協会編，「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」Ｐ．４５

日本相談支援専門員協会編，「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」Ｐ．４６
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地域共生社会の構築に向けて

地域共生社会ってどんな社会をイメージしますか？



43



44



45



46

我が町の社会資源

ホームヘルパー

訪問看護

生活介護
就労継続Ｂ型

デイサービス

ショートステイ

配食サービス

病院
生きがい

デイサービス

外出支援
サービス

あんしん電話

日常生活用具
給付・貸与

かかりつけ医
住宅改修

福祉用具
レンタル

地域サロン

かみじまネット

かけはし(福祉ｻｰﾋ
ﾞｽ利用援助事業)

安否確認

声かけ

移動販売

食材配達
調理・掃除

買い物

寄り添いパートナー

ゴミ出し
ケアマネジャー
相談支援専門員

話し相手

生活支援

巡回相談員

⺠生委員

家族

⾒守り

近隣

ボランテ
ィア

グループホーム
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93

ケアマネジメント＝
・｢ニーズ｣と｢社会資源｣を繋げる技術
・｢利用者｣と｢地域｣を繋げる技術
・｢暮らし｣を高め、｢地域｣を育てる技術

利用者
（ニーズ）

地 域
（社会資源）

ケアマネジャー
相談支援専門員広島県介護支援専門員協会前会⻑

荒木和美氏研修資料より引用

ケアマネジメントの⼒

地域共生社会の構築を目指して


