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障害者総合支援法における「障害支援区分」

障害支援区分とは？

○障害者総合支援法第４条第４項
障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて
必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものと
して厚生労働省令で定める区分。

支給決定プロセスの透明化・明確化のため、
公正・中立・客観的な指標の一つとして認定されるもの。
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障害保健福祉施策の歴史
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障害者基本法
（心身障害者対策基本法と
して昭和45年制定）

身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法として

昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として
昭和25年制定）

国
際
障
害
者
年

“
完
全
参
加
と
平
等
”

【S56】
心身障害者対策
基本法から障害
者基本法へ

精神薄弱者
福祉法から
知的障害者
福祉法へ

精神衛生法
から精神保
健法へ

精神保健法
から精神保
健福祉法へ

【H5】

【H10】

支
援
費
制
度
の
施
行

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

障
害
者
自
立
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
施
行

障害者基本法
の一部改正

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行

「ノーマライゼーション」理念の浸透「ノーマライゼーション」理念の浸透

利用者が
サービスを
選択できる
仕組み

３障害共通３障害共通
の制度

地域
生活を支援

地域社会におけ地域社会におけ
る共生の実現

難病等を
対象に

共生社会
の実現

相談支援の充実、障
害児支援の強化など

【S62】 【H7】

【H23】

障
害
者
総
合
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
法
成
立

「生活」と「就労」に関す
る支援の充実など

改
正
法
の
施
行
・報
酬
改
定

【H15】 【H18】 【H24.4】 【H25.4】 【H28.5】 【H30.4】



•障害者の自己決定を尊重
（サービス利用意向）

•事業者と利用者が対等
•契約によるサービス利用

措置制度から支援費制度へ（H15）
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措置制度（～H15）

•行政がサービス内容を決定
•行政が事業者を特定
•事業者は行政からの受託者
としてサービス提供

支援費制度（H15～H18）

報酬
支払 支給

申請

支給
決定

行政

障害者事業者

事業者を選択

契約による
サービス提供

事業者
を特定

サービス
内容を
決定

行政

障害者事業者

行政からの受託者と
してサービス提供



支援費制度における課題
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身体、知的、精神という障害種別ごとに縦割りでサービスが提供され
ており、使いづらい仕組みとなっていた。また、精神障害者は支援費
制度の対象外であった。

地方自治体によっては、サービスの提供体制が不十分であり、必要
とする人々すべてにサービスが行き届いていなかった。

働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援が
十分でなかった。

支給決定のプロセスが不透明であり、全国共通の判断基準に基づい
たサービス利用手続きが規定されていなかった（サービスの必要度
を測る「ものさし」がなかったために、地域によって、個々人によって
サービスの内容・量が大きく乖離）。

障害者自立支援法の施行（H18）



「障害者自立支援法」のポイント

●ポイント①：障害者施策を３障害一元化

＜制定前＞

• ３障害ばらばらの制度体系（精神障害は支援費制度の対
象外）

•実施主体が都道府県、市町村に二分化

○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に。
○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバック
アップ。
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「障害者自立支援法」のポイント

●ポイント②：支給決定の透明化、明確化

＜制定前＞

•全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定する客観
的基準）がない

•支給決定のプロセスが不透明

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を
導入。

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化。
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「障害者自立支援法」のポイント
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●ポイント③：利用者本位のサービス体系に再編

＜制定前＞

•障害種別ごとに複雑な施設・
事業体系

•入所期間の長期化などによ
り、本来の施設目的と利用
者の実態とが乖離

○３３種類に分かれた施設体系を再編
し、日中活動支援と夜間の居住支援
を分離。

あわせて、「地域生活支援」「就労支
援」のための事業や重度の障害者を
対象としたサービスを創設。

○規制緩和を進め既存の社会資源を
活用。

●ポイント④就労支援の抜本的強化

＜制定前＞

•養護学校卒業者の５５％は
福祉施設に入所

•就労を理由とする施設退所
者はわずか１％

○新たな就労支援事業を創設。
○雇用施策との連携を強化。



「障害者自立支援法」のポイント
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●ポイント⑤：安定的な財源の確保

＜制定前＞

•新規利用者は急増する見込
み

•不確実な国の費用負担の仕
組み

○国の費用負担の責任を強化（費用の
１／２を負担）。

○利用者分応分の費用を負担し、皆で
支える仕組みに。



障害者自立支援法から障害者総合支援法※へ（平成25年4月1日施行）
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※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（障害者総合支援法）
目的の改正

○ 「自立」の代わりに、新たに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を
明記

○障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記
し、それらの支援を総合的に行うこととする

基本理念の創設

①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
けがえのない個人として尊重されるものであるとの理念

②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現

③可能な限りその身近な場所において必要な（中略）支援を受けられること

④社会参加の機会の確保

⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会におい
て他の人々と共生することを妨げられないこと

⑥社会的障壁の除去



「障害者総合支援法」のポイント

●ポイント①：障害者の範囲の見直し（障害児の範囲も同様）

＜施行前＞

• 障害者自立支援法における支援の対象者：
–身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
–知的障害者福祉法にいう知的障害者
–精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者（発達障
害者を含み、知的障害者を除く）

• 身体障害者の定義：永続し、かつ一定以上の障害があるものを対象
身体障害者の範囲：身体障害者福祉法別表に限定列挙

⇒症状が変動しやすいなどにより難病患者等が障害福祉サービスの支援
の対象外となる場合がある

制度の谷間を埋めるべく、障害者の定義に新たに難病等（治療方法が確立し
ていない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生

労働大臣が定める程度である者）を追加し、障害福祉サービス等の対象とする。
13



「障害者総合支援法」のポイント
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●ポイント②：障害支援区分の創設

＜施行前＞

名称：障害程度区分

定義：障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするた
め当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの

⇒「障害の程度（重さ）」ではなく、標準的な支援の度合を示す区分であ
ることが分かりにくいことから、名称・定義を変更

名称：障害支援区分

定義：障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応
じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す
もの



「障害者総合支援法」のポイント
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障害の程度（重さ） ≠ 必要とされる支援の量

○例えば・・・

①障害が重度で、入浴できず
清拭のみ行っている場合

②障害が軽度で、自分で入浴で
きるが、行為が不十分なため、
全面的に支援者等がやり直し
ている場合

①も②も、支援の度合は「全面的な支援が必要」

障害支援区分の基本原則



「障害者総合支援法」のポイント
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●ポイント②：障害支援区分の創設

＜施行前＞

障害程度区分では、知的障害者や精神障害者について、コンピューター
による一次判定で低く判定される傾向があり、市町村審査会による二次
判定で引き上げられている割合が高く、その特性を反映できていないの
ではないか、との課題が指摘されていた。

一次判定から二次判定で引き上げられている割合

【平成22年10月～平成23年9月】身体障害20.3％、知的障害：43.6％、精神障害：46.2％
【平成23年10月～平成24年9月】身体障害17.9％、知的障害：40.7％、精神障害：44.5％

政府は、障害支援区分の認定が知的障害者及び精神障害者の特性に
応じて適切に行われるよう、区分の制定に当たっての適切な配慮その他
の必要な措置を講ずるものとする。



「障害者総合支援法」のポイント
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●ポイント②：障害支援区分の創設

法の施行後３年度を目途とした検討規定の一つとして、以下の
通り規定。

政府は、障害総合支援法の施行後3年（障害支援区分の施行
後2年）を目途として、『障害支援区分の認定を含めた支給決
定の在り方』等について検討を加え、その結果に基づいて所要
の措置を講ずるものとする。



「障害者総合支援法」のポイント
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●ポイント③：障害者に対する支援

①重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時介護
を要する障害者としての厚生労働省令で定めるものとする）

②共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一
元化

③地域移行支援の対象拡大（地域における生活に移行するため重点的
な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える）

④地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための研修
や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）



「障害者総合支援法」のポイント
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●ポイント④：サービス基盤の計画的整備

①障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び
地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策
定

②基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化

③市町村は障害福祉計画を策定するに当たって、障害者等のニーズ把
握等を行うことを努力義務化

④自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう
弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化
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障害者支援の考え方と障害支援区分

○障害者支援の基本理念
自らの生き方、暮らし方を選択し、実現できる「自己決定」

「自己実現」

（参考）第４次障害者基本計画（抜粋）「Ⅱ 基本的な考え方」基本理念
（中略）障害者を，必要な支援を受けながら，自らの決定に基づき社会の
あらゆる活動に参加する主体としてとらえ，障害者が自らの能力を最大限
発揮し自己実現できるよう支援する（中略）

→障害支援区分はどこに住んでも平等に公平にサービスを利用で
きるようにするための指標 21

医学モデル

「障害」とは、個人の心身機能
の障害によるもの

社会モデル

「障害」とは、社会（モノ、環境、人
的環境等）と心身機能の障害があ
いまってつくりだされているもの

○「障害」の概念の変化



○ 障害支援区分は、市町村がサービスの支給決定時に、勘案事項の
一つとして考慮するほか、主に以下の３つの項目において用いられる。

制度における障害支援区分の役割

① 報酬単価の多寡・職員配置

利用者の障害支援区分に応じて、報酬単価や職員配置を設定（※１）
例）共同生活援助サービス費（Ⅰ）
区分１以下：242単位 → 区分６：661単位

② 市町村に対する国庫負担基準額

利用者の障害支援区分に応じて、市町村に対する国庫負担（精算基
準）の上限を設定（※２）

例）居宅介護利用者
区分１：2930単位 → 区分６：24150単位

③ 利用できるサービス

サービスの利用要件の１つとして、障害支援区分を設定

※１：障害支援区分に依らない報酬単価や人員配置もあり
※２：利用者毎のサービスの上限ではない 22



障害者総合支援法の給付・事業
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市町村

補装具 第5条第23項

•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
第28条第1項

•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（新規※）
•自立生活援助（新規※）※H30.4.1～
•共同生活援助 第28条第2項

•基本相談支援
•地域相談支援
（地域移行支援・地域定着支援）

•計画相談支援 第5条第16項

•再生医療
•育成医療
•精神通院医療★ 第5条第22項

自立支援給付 第6条

★原則として国が１／２負担

障害者・
障害児

介護給付

訓練等給付

相談支援

自立支援医療

•相談支援
•意思疎通支援

•日常生活用具
•移動支援

•福祉ホーム 等
第77条第1項、3項

•広域支援 •人材育成 等 第78条

支援

地域生活支援事業

都道府県

★国が１／２以内で補助

★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



障害支援区分と給付の関係
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区分に応じた利用 区分にかかわらず利用可

介護給付 訓練等給付 地域相談支援給付

居宅介護 自立訓練 地域移行支援

重度訪問介護 就労移行支援 地域定着支援

同行援護（※１） 就労継続支援（A型・B型）
行動援護 就労定着支援

療養介護 自立生活援助

生活介護 共同生活援助（※２）

短期入所

重度障害者等包括支援

施設入所支援

※１：区分３以上支援加算の支給決定が必要と見込まれる場合のみ区分認定が必要
※２：入浴、排せつ又は食事等の介護を伴う場合は区分認定が必要



各サービスと障害支援区分の対応（概略）

25

訪問系 日中活動系
施設
系

居宅
支援
系

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

重
度
障
害
者
等

包
括
支
援

生
活
介
護

短
期
入
所

療
養
介
護

施
設
入
所
支
援

共
同
生
活
援
助

非該当

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

ALS患
者等は
区分６

筋ジス、
重心は
区分５

50歳
以上は

区分２
以上

50歳
以上は

区分３
以上

※上記以外にも利用要件や加算要件、経過措置等あり



支給決定プロセスの例（介護給付（同行援護除く）の場合）
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介護給付（同行援護を除く）の場合

サ
ー
ビ
ス
利
用

申
請
者
に
支
給
決
定
通
知

14

申
請

1
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
の
提
出
依
頼

2
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査

3
医
師
意
見
書

4
一
次
判
定
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
）

5
市
町
村
審
査
会
（
二
次
判
定
）

6

市
町
村
長
へ
判
定
結
果
を
通
知

6

障
害
支
援
区
分
の
認
定

7

申
請
者
に
認
定
結
果
を
通
知

8

サ
ー
ビ
ス
利
用
意
向
聴
取

9
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
の
提
出

10
支
給
決
定
案
の
作
成

11

市
町
村
審
査
会
の
意
見
聴
取

12

支
給
決
定

13
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
作
成

15
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目 次

Ⅰ 障害支援区分導入の経緯

Ⅱ 制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ 障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ その他留意事項
① 障害支援区分の審査判定実績

② 障害者総合支援法対象疾病（難病等）の見直
しについて

③ 要介護認定との相違点



障害支援区分認定事務の流れ
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市町村審査会（法第15条）

（
法
第
21
条
）

市
町
村
が
認
定

審
査
結
果
に
基
づ
き

（
法
第
20
条
第
2
項
）

市
町
村
に
よ
る
認
定
調
査

審査判定及び結果の通知
（令第10条第2項）

※関係者の意見聴取
…法第21条第2項

※審査判定の基準…基準省令第1条

法 …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）
令 …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施行令（平成18年政令第10号）
規則 …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施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）
基準省令…障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成26年厚生労働省令第5号）

調査結果等
の通知

（令第10条）

※通知する事項
…規則第11条

法令上の認定手続き

（
法
第
20
条
）

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

（
令
第
10
条
第
3
項
）

申
請
者
へ
の
通
知

市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

実際の運用（認定マニュアル）上の認定手続き

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査の委託
（法第20条第2項）

※委託できる事業者等
…規則第9条

※委託の調査員の要件
…法第20条第3項、

規則第10条

医師の診断結果
(医師意見書)は
ここで通知する
事項として規定

①基準省令別表第2の各条件式
のいずれに該当するか
②認定調査結果及び医師意見書
を総合的に勘案してどの区分
に該当するか の両方を審査

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）



障害支援区分認定調査
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定
※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目
③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○障害支援区分認定調査
障害支援区分の判定等のため、市町村の認定調査員が、申請のあった本人及び保
護者等と面接をし、３障害（身体・知的・精神障害）及び難病等対象者共通の調査項目
等について認定調査を行う。
併せてサービスの利用意向聴取を行うことも可能。

○概況調査
認定調査に併せて、本人及び家族等の状況や、現在のサービス内容や家族からの
介護状況等を調査する。



障害支援区分の認定調査項目（80項目）
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１．移動や動作等に関連する項目（12項目）
１－１ 寝返り １－２ 起き上がり １－３ 座位保持 １－４ 移乗

１－５ 立ち上がり １－６ 両足での立位保持 １－７ 片足での立位保持 １－８ 歩行

１－９ 移動 １－１０ 衣服の着脱 １－１１ じょくそう １－１２ えん下

２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（16項目）
２－１ 食事 ２－２ 口腔清潔 ２－３ 入浴 ２－４ 排尿

２－５ 排便 ２－６ 健康・栄養管理 ２－７ 薬の管理 ２－８ 金銭の管理

２－９ 電話等の利用 ２－１０ 日常の意思決定 ２－１１ 危機の認識 ２－１２ 調理

２－１３ 掃除 ２－１４ 洗濯 ２－１５ 買い物 ２－１６ 交通手段の利用

３．意思疎通等に関連する項目（６項目）

３－１ 視力 ３－２ 聴力 ３－３ コミュニケーション ３－４ 説明の理解

３－５ 読み書き ３－６ 感覚過敏・感覚鈍麻 ― ―
４．行動障害に関連する項目（34項目）
４－１ 被害的・拒否的 ４－２ 作話 ４－３ 感情が不安定 ４－４ 昼夜逆転 ４－５ 暴言暴行

４－６ 同じ話をする ４－７ 大声・奇声を出す ４－８ 支援の拒否 ４－９ 徘徊 ４－１０ 落ち着きがない

４－１１ 外出して戻れない ４－１２ １人で出たがる ４－１３ 収集癖 ４－１４ 物や衣類を壊す ４－１５ 不潔行為

４－１６ 異食行動 ４－１７ ひどい物忘れ ４－１８ こだわり ４－１９ 多動・行動停止 ４－２０ 不安定な行動

４－２１ 自らを傷つける行為 ４－２２ 他人を傷つける行為 ４－２３ 不適切な行為 ４－２４ 突発的な行動 ４－２５ 過食・反すう等

４－２６ そう鬱状態 ４－２７ 反復的行動 ４－２８ 対人面の不安緊張 ４－２９ 意欲が乏しい ４－３０ 話がまとまらない

４－３１ 集中力が続かない ４－３２ 自己の過大評価 ４－３３ 集団への不適応 ４－３４ 多飲水・過飲水 ―
５．特別な医療に関連する項目（12項目）
５－１ 点滴の管理 ５－２ 中心静脈栄養 ５－３ 透析 ５－４ ストーマの処置

５－５ 酸素療法 ５－６ レスピレーター ５－７ 気管切開の処置 ５－８ 疼痛の看護

５－９ 経管栄養 ５－１０ モニター測定 ５－１１ じょくそうの処置 ５－１２ カテーテル



認定調査票（抜粋）

31



概況調査票
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サービスの利用状況票
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医師意見書の取得

34

市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定
※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目
③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○医師意見書の取得
市町村は、市町村審査会に障害支援区分に関する審査及び判定を依頼するに際し、
申請に係る障害者の主治医等に対し、当該障害者の疾病、身体の障害内容、精神の
状況など、医学的知見から意見（医師意見書）を求める。



医師意見書

35



一次判定（コンピュータ判定）
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定
※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 一次判定（コンピュータ判定）
一次判定では、認定調査項目（80項目）と医師意見書（一部項目）を基にしたコン
ピュータ判定が行われる。



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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○ 平成21年度～23年度の認定データ（約14,000件）から、申請者と同じ
状態像にある障害者の二次判定結果を抽出。

○ 抽出データのうち、最も確率の高い区分（二次判定結果）を障害支援
区分の一次判定結果とする。

認定調査項目 平成21年度～23年度
の認定データ
（約14,000件）

抽出データ
（申請者と同じ状態像にある
障害者の二次判定結果）医師意見書

（一部の項目）

申請者の心身の
状態等を確認

申請者と同じ状態像に
ある障害者の二次判
定結果を抽出

最も確率の高い区分（二
次判定結果）が障害支援
区分の一次判定結果

（心身の状態等に変化がない場合には、既に受けている区分（二次
判定結果）に“より近い”一次判定結果が出る仕組み）

①申請者に「必要とされ
る支援の度合」を数量化

②数量化の結果を
活用して抽出



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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○ 一次判定では、申請者に「必要とされる支援の度合」を数量化した上
で、得られた結果を基に、申請者と同じ状態像にある障害者の二次判
定結果を抽出して判定を行う。

＜概要＞
数量化には以下の認定調査項目と医師意見書の一部項目を使用。

上記の計104項目について、「総合評価項目」と呼ばれる12のグルー
プ（群）に分類し、各グループ（群）ごとの点数を算出。

①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

・認定調査：80項目（本テキスト30ページ参照）
・医師意見書：麻痺、関節の拘縮、精神症状・精神障害二軸評

価、生活障害評価、てんかんの24項目



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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＜総合評価項目とは＞
平成21年～23年度の認定データ（約14,000件）等を基に、「介護者
（支援者）による支援の行為」や「認定調査における選択肢の回答傾
向」が類似している項目を12のグループ（群）にまとめたもの。

①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

①起居動作
寝返り、両足での立
位保持など

⑦行動上の障害Ａ
支援の拒否、暴言暴行な
ど支援面

②生活機能Ⅰ 食事、排便など ⑧行動上の障害Ｂ 多動、こだわりなど行動面

③生活機能Ⅱ 移乗、口腔清潔など ⑨行動上の障害Ｃ
話がまとまらない、意欲欠
如など精神面

④視聴覚機能 視力、聴力 ⑩特別な医療 点滴の管理、経管栄養など

⑤応用日常
生活動作

掃除、買い物など ⑪麻痺・拘縮 麻痺、拘縮（意見書）

⑥認知機能
薬の管理、日常の
意思決定など

⑫その他
てんかん、精神障害の二
軸評価など（意見書）

認定調査（80項目）・医師意見書（24項目）



＜総合評価項目の点数の算出方法（その１）＞
各12グループ（群）を構成する項目（104項目）の選択肢は、統計的
手法により所与の得点を割り振られている

（例）「起居動作」の場合

※各グループ（群）の最大合計点は100点
※各項目の「選択肢１（支援が不要等）」は0点
※「選択肢１」以外は統計的手法による配点を原則として相対的な点数を設定して
いるため、項目ごとに選択肢の点数が異なる

一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

寝返り 支援不要 0 見守り等 7.8 部分支援 10.4 全面支援 14.8
起き上がり 支援不要 0 見守り等 6.2 部分支援 8.9 全面支援 15.0
座位保持 支援不要 0 見守り等 6.8 部分支援 11.6 全面支援 15.9
両足立位 支援不要 0 見守り等 7.2 部分支援 9.4 全面支援 14.5
歩行 支援不要 0 見守り等 5.4 部分支援 7.7 全面支援 13.6
立ち上がり 支援不要 0 見守り等 5.1 部分支援 7.7 全面支援 14.8
片足立位 支援不要 0 見守り等 2.8 部分支援 3.4 全面支援 11.4



申請者の状態が
数量化

＜総合評価項目の点数の算出方法（その２）＞

認定調査・医師意見書の選択結果を基に各グループ（群）ごとの選択
肢の合計点を算出（＝「必要とされる支援の度合」を数量化）

（例）「起居動作」の場合

一次判定（コンピュータ判定）の仕組み

41

①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

寝返り できる 0 見守り等 7.8 部分支援 10.4 全面支援 14.8
起き上がり できる 0 見守り等 6.2 部分支援 8.9 全面支援 15.0
座位保持 できる 0 見守り等 6.8 部分支援 11.6 全面支援 15.9
両足立位 できる 0 見守り等 7.2 部分支援 9.4 全面支援 14.5
歩行 できる 0 見守り等 5.4 部分支援 7.7 全面支援 13.6
立ち上がり できる 0 見守り等 5.1 部分支援 7.7 全面支援 14.8
片足立位 できる 0 見守り等 2.8 部分支援 3.4 全面支援 11.4

認定調査結果

認定調査項目等
各々の点数

グループ（群）
合計 49.0点



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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＜概要＞

前述①での数量化の結果を踏まえ、「一次判定ロジック」と呼ばれる
ロジックを活用して、申請者と同じ状態像にある障害者の認定データ
（平成21～23年度の実績）を抽出。

抽出された認定データのうち、最も確率の高い「二次判定結果の区
分」を申請者の一次判定結果とする。

②申請者と同じ状態像にある障害者の二次判定結果抽出



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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＜一次判定ロジックとは＞
一次判定ロジックは、次の（Ａ）（Ｂ）の２つの指標から成る。

（Ａ）判定条件の組み合わせ（状態像）
• 平成21～23年度の認定データ（約14,000件）等を踏まえ、二次判定
結果と関連性が高い「各項目の点数」や「各グループ（群）の合計点」
の216の組み合わせ（216の状態像）を作成

• 前述①での数量化の結果（総合評価項目の点数等）を用いて、216の
組み合わせのうちの、どの組み合わせに申請者が該当するかを判断

（例）216の組み合わせのうちの、No.115の組み合わせ

②申請者と同じ状態像にある障害者の二次判定結果抽出

No 条件１ 条件２ 条件３ 条件４ 条件５

115
／216

起居
動作

≧ 26.7 起居
動作

≦ 62.0 行動上の
障害（Ｂ群）

＝ 0.0 排便 ：
2.部分
支援

関節の拘
縮 その他

： 1.ない



＜一次判定ロジックとは＞
一次判定ロジックは、次の（Ａ）（Ｂ）の２つの指標から成る。

（Ｂ）前述（Ａ）の組み合わせ（状態像）における二次判定結果のうち、
「最も確率の高い区分等とその割合」

• 平成21～23年度の認定データ（約14,000件）等を踏まえ、各組み合
わせに該当する障害者の二次判定結果の割合を示す

（例）216の組み合わせのうちの、No.115の組み合わせにおける認定
データ（実績）では、二次判定結果が区分３であった者が80.4%

• 上記の割合において、最も数値が高い区分を、申請者の一次判定結
果とする（上記例では「区分３」、区分等該当可能性は80.4%）

一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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②申請者と同じ状態像にある障害者の二次判定結果抽出

No 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

115 0.0% 2.3% 4.3% 80.4% 13.0% 0.0% 0.0%



障害支援区分一次判定ロジックの模式図
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No
115

…条件式No.115に該当する
人は、過去の約１万４千
件の判定事例において、
区分１と判定された割合
が2.3％、区分２が4.3％、
区分３が80.4％、区分４
が13.0%

支
援
の
量

115

1万4千件の判定事例

…区分ごとの境界

支援の量（区分）と統計学
的に有意に連関する項目
を割り出した条件式

区
分

区分１

区分６

少

多

No 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

115 0.0% 2.3% 4.3% 80.4% 13.0% 0.0% 0.0%



一次判定ロジック（詳細版の抜粋）
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No. No. 非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

＝ 0.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0

行動上の
障害（Ｃ群）

＝ 0.0 金銭の管理 ： 1.支援不要
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

応用日常
生活動作

＝ 0.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0
行動上の
障害（Ｂ群）

＝ 0.0 特別な医療 ＝ 0.0

片足での
立位保持

： 1.支援不要
集中力が
続かない

： 1.支援不要
関節の拘縮
肩関節

： 1.ない
生活障害
評価　食事

： １

生活機能Ⅱ ＝ 0.0
応用日常
生活動作

≦ 36.1
行動上の
障害（Ａ群）

≧ 0.1

行動上の障
害（Ｂ群）

＝ 0.0
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≦ 13.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0

金銭の管理 ：
2.部分支援
3.全面支援

感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

二軸評価
能力障害

： ２，３，４，５

生活機能Ⅱ ＝ 0.0
応用日常
生活動作

≦ 36.1
行動上の
障害（Ａ群）

≧ 0.1

行動上の
障害（Ｂ群）

≧ 0.1
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

二軸評価
能力障害

： １，２

生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≦ 13.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0

金銭の管理 ：
2.部分支援
3.全面支援

感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

二軸評価
能力障害

： １，２，３

生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≦ 13.0
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0

行動上の
障害（Ｃ群）

≧ 0.1 金銭の管理 ： 1.支援不要
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

起居動作 ≧ 0.1 生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≧ 13.1

応用日常
生活動作

≦ 36.1
行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

起居動作 ＝ 0.0 生活機能Ⅰ ≦ 15.5 生活機能Ⅱ ＝ 0.0
応用日常
生活動作

≧ 36.2

応用日常
生活動作

≦ 73.2
行動上の
障害（Ａ群）

≦ 20.1
行動上の
障害（Ｃ群）

≦ 12.4
感情が
不安定

： 1.支援不要

起居動作 ＝ 0.0 生活機能Ⅱ ≦ 23.5
応用日常
生活動作

≧ 13.1
応用日常
生活動作

≦ 36.1

行動上の
障害（Ａ群）

＝ 0.0
行動上の
障害（Ｃ群）

≧ 23.7
感情が
不安定

： 1.支援不要 麻痺 ：
1.ない
2.いずれか一肢
のみ

50.0% 45.3% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0%

31.3% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0%

10 10 0.0%

9 9 0.0% 62.6%

50.9% 40.4% 7.0% 0.9% 0.0% 0.0%

18.5% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%

8 8 0.8%

7 7 18.5% 61.1%

61.3% 20.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%

31.4% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0%

6 6 17.5%

5 5 0.0% 66.1%

80.4% 3.6% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0%

28.4% 2.8% 0.6% 0.0% 0.0%

4 4 12.5%

3 3 4.2% 64.0%

11.8% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0%

10.8% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0%

2 2 82.4%

1 1 62.2% 25.7%



障害支援区分一次判定ロジックの考え方
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○障害の状態は個々の違いが大きく、一概に類型化することは困難。
そのため、個々の状態ではなく、「必要な支援の量」という尺度を
用いている。

○過去に認定された審査判定データを元に、支援の量（区分）と統計
学的に有意に連関する項目を割り出し、条件式を組み上げた上で場
合分けを行っている。

各区分、あるいは個々の条件式は
審査対象者の「障害種別や症状等の状態」を示すものではない。

障害支援区分一次判定ロジックが示す「状態像」



市町村審査会（二次判定）
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○市町村審査会
市町村審査会は、
・障害支援区分認定基準に照らして審査及び判定を行う
・市町村が支給要否決定を行うに当たり意見を聴く
ために設置する機関である。

市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目

③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）



市町村審査会における審査判定の流れ
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定
※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目
③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 一次判定で活用した項目（認定調査項目及び医師意見書の一部項目）について、特記事項及び
医師意見書の内容と比較検討し、明らかな矛盾がないか確認する。

○ これらの内容に不整合があった場合には再調査を実施するか、必要に応じて医師及び認定調
査員に照会した上で認定調査の結果の一部修正が必要と認められる場合には、一次判定で活用
した項目の一部修正を行う。
○ 一次判定の確定を行う。

一次判定の精査・確定

○ 次に、一次判定の結果（一次判定で活用した項目の一部を修正した場合には、一次判定用ソフ
トを用いて再度一次判定を行って得られた一次判定の結果）を原案として、特記事項、医師意見書
の内容から、審査対象者に必要とされる支援の度合いが、一次判定の結果が示す区分等におい
て必要とされる支援の度合いと比較し、より多い（少ない）支援を必要とするかどうかを判断する。

一次判定結果の変更（二次判定）



市町村審査会資料
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各審査判定プロセスの目的と役割（認定調査と医師意見書）
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況

②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目
③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 認定調査と医師意見書は①一次判定（コンピュータ判定）と②二次判定（市町村審査
会）それぞれで使用される。

○ 認定調査において選択ミスがあった場合や、医師意見書において記載漏れがある場
合等、評価に誤りがあると、正しい一次判定結果は出ない。

○ また、認定調査や医師意見書の特記事項等において、十分な情報の記載がない場合
等においては、二次判定において十分な審査を行うことができない。

認定調査と医師意見書は、審査判定の根拠となる重要な情報。

認定調査と医師意見書それぞれの観点から申請者を評価することで、より多角的に申
請者の状態を把握することができる。



各審査判定プロセスの目的と役割（市町村審査会）
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市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況

②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>
一次判定の精査・確定
<STEP2>
①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目
③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当する
区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 障害支援区分認定において、市町村審査会は、認定調査や医師意見書の記載内容
に齟齬はないか、一次判定結果の修正の必要性はないか等を確認した上で、二次判
定区分を決定する。

○ 認定調査や医師意見書以外の情報を基に審査を行ったり、定められた審査判定プロ
セスに則らずに審査判定を行うと、障害支援区分認定の公正・中立・客観性が損なわ
れてしまう。

市町村審査会は、審査判定の最終判断を委ねられている。
市町村審査会において、全国統一的な手続きに従って、総合的に申請者の
情報を勘案することで、障害支援区分の公立・中立・客観性が保たれる。
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③ 要介護認定との相違点



障害支援区分の審査判定実績（平成29年10月～平成30年9月）
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１．全体（身体障害・知的障害・精神障害・難病）

（参考）二次判定の実績

変更件数 変更率 変更件数 変更率

36 13 0 0 0 0 0 49 13 26.5% － －

7 5,330 720 46 1 0 0 6,104 767 12.6% 7 0.1%

1 135 48,488 4,714 168 7 1 53,514 4,890 9.1% 136 0.3%

0 5 396 51,304 4,117 110 2 55,934 4,229 7.6% 401 0.7%

0 0 14 429 45,084 3,938 107 49,572 4,045 8.2% 443 0.9%

0 0 1 9 265 35,987 4,386 40,648 4,386 10.8% 275 0.7%

0 0 2 8 25 317 64,553 64,905 － － 352 0.5%

44 5,483 49,621 56,510 49,660 40,359 69,049 270,726

0.0% 2.0% 18.3% 20.9% 18.3% 14.9% 25.5% 100.0%

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

非該当

　　　  二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

合計件数
18,330 6.8% 1614 0.6%

割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

変更件数 変更率 変更件数 変更率 

件数 47 5,436 45,448 48,993 42,851 35,819 53,253 231,847 -

割合 0.0% 2.3% 19.6% 21.1% 18.5% 15.4% 23.0% - 100.0%

件数 71 6,163 46,914 53,224 46,478 37,538 59,479 249,867 -

割合 0.0% 2.5% 18.8% 21.3% 18.6% 15.0% 23.8% - 100.0%

件数 62 6,078 44,929 51,651 45,554 37,535 63,658 249,467 -

割合 0.0% 2.4% 18.0% 20.7% 18.3% 15.0% 25.5% - 0.0%

件数 18 1,896 14,287 15,884 13,973 11,508 16,908 74,474 -

割合 0.0% 2.5% 19.2% 21.3% 18.8% 15.5% 22.7% - 0.0%

件数 155 9,034 27,194 27,605 20,435 19,199 25,750 129,372 -

割合 0.1% 7.0% 21.0% 21.3% 15.8% 14.8% 19.9% - 0.1%

支援

区分

H26.4

～H26.9
7,839 10.5% 743 1.0%

程度

区分

H25.10

～H26.6
44,638 34.5% 448 0.3%

支援

区分

H28.10

～H29.9
18,283 7.9% 1,624 0.7%

区分５ 区分６ 合計件数 割合
上位区分 下位区分

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

支援

区分

H26.10

～H27.9
23,361 9.4% 2,066 0.8%

支援

区分

H27.10

～H28.9
21,391 8.6% 2,075 0.8%



障害支援区分の審査判定実績（平成29年10月～平成30年9月）
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２．身体障害

（参考）二次判定の実績

変更件数 変更率 変更件数 変更率

12 4 0 0 0 0 0 16 4 25.0% － －

3 1,614 212 14 0 0 0 1,843 226 12.3% 3 0.2%

1 39 8,278 647 22 2 0 8,989 671 7.5% 40 0.4%

0 5 157 17,104 1,119 39 0 18,424 1,158 6.3% 162 0.9%

0 0 10 144 12,504 758 18 13,434 776 5.8% 154 1.1%

0 0 0 8 95 13,779 1,123 15,005 1,123 7.5% 103 0.7%

0 0 0 4 9 154 43,560 43,727 － － 167 0.4%

16 1,662 8,657 17,921 13,749 14,732 44,701 101,438

0.0% 1.6% 8.5% 17.7% 13.6% 14.5% 44.1% 100.0%

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

非該当

　　　 　 二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

合計件数
3,958 3.9% 629 0.6%

割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

変更件数 変更率 変更件数 変更率 

件数 22 1,629 8,424 15,765 12,078 12,568 30,178 80,664 -

割合 0.0% 2.0% 10.4% 19.5% 15.0% 15.6% 37.4% - 100.0%

件数 29 1,939 9,588 17,391 13,242 14,179 38,007 94,375 -

割合 0.0% 2.1% 10.2% 18.4% 14.0% 15.0% 40.3% - 100.0%

件数 38 2,012 9,918 17,479 12,871 13,993 42,269 98,580 -

割合 0.0% 2.0% 10.1% 17.7% 13.1% 14.2% 42.9% - 0.0%

支援

区分

H28.10

～H29.9
3,933 4.9% 622 0.8%

区分５ 区分６ 合計件数 割合
上位区分 下位区分

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

支援

区分

H26.10

～H27.9
5,624 5.7% 826 0.8%

支援

区分

H27.10

～H28.9
5,054 5.4% 785 0.8%
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３．知的障害

（参考）二次判定の実績

変更件数 変更率 変更件数 変更率

6 2 0 0 0 0 0 8 2 25.0% － －

1 1,954 232 15 1 0 0 2,203 248 11.3% 1 0.0%

0 41 15,662 1,463 65 2 1 17,234 1,531 8.9% 41 0.2%

0 0 143 22,335 2,250 54 1 24,783 2,305 9.3% 143 0.6%

0 0 2 243 30,801 3,281 93 34,420 3,374 9.8% 245 0.7%

0 0 1 2 180 26,209 3,859 30,251 3,859 12.8% 183 0.6%

0 0 0 3 15 217 43,050 43,285 － － 235 0.5%

7 1,997 16,040 24,061 33,312 29,763 47,004 152,184

0.0% 1.3% 10.5% 15.8% 21.9% 19.6% 30.9% 100.0%

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

非該当

　　　 　 二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

合計件数
11,319 7.4% 848 0.6%

割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

変更件数 変更率 変更件数 変更率 

件数 5 1,927 14,085 20,061 28,136 26,420 36,186 126,820 -

割合 0.0% 1.5% 11.1% 15.8% 22.2% 20.8% 28.5% - 100.0%

件数 11 2,215 15,598 23,290 31,381 27,439 39,197 139,131 -

割合 0.0% 1.6% 11.2% 16.7% 22.6% 19.7% 28.2% - 100.0%

件数 6 2,132 14,830 22,350 31,003 27,537 42,327 140,185 -

割合 0.0% 1.5% 10.6% 15.9% 22.1% 19.6% 30.2% - 0.0%

支援

区分

H28.10

～H29.9
11,004 8.7% 819 0.6%

区分５ 区分６ 合計件数 割合
上位区分 下位区分

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

支援

区分

H26.10

～H27.9
13,649 9.7% 1,109 0.8%

支援

区分

H27.10

～H28.9
12,573 9.0% 1,176 0.8%
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（参考）二次判定の実績

４．精神障害

変更件数 変更率 変更件数 変更率

16 7 0 0 0 0 0 23 7 30.4% － －

3 1,954 311 20 0 0 0 2,288 331 14.5% 3 0.1%

0 56 27,483 2,988 105 6 0 30,638 3,099 10.1% 56 0.2%

0 0 111 16,525 1,293 36 1 17,966 1,330 7.4% 111 0.6%

0 0 3 85 7,633 507 16 8,244 523 6.3% 88 1.1%

0 0 0 0 27 2,248 175 2,450 175 7.1% 27 1.1%

0 0 2 3 5 28 1,907 1,945 － － 38 2.0%

19 2,017 27,910 19,621 9,063 2,825 2,099 63,554

0.0% 3.2% 43.9% 30.9% 14.3% 4.4% 3.3% 100.0%

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

非該当

　　　 　 二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

合計件数
5,465 8.6% 323 0.5%

割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

変更件数 変更率 変更件数 変更率 

件数 19 2,098 25,692 17,668 8,195 2,578 1,861 58,111 -

割合 0.0% 3.6% 44.2% 30.4% 14.1% 4.4% 3.2% - 100.0%

件数 29 2,205 24,605 17,385 7,960 2,478 1,627 56,289 -

割合 0.1% 3.9% 43.7% 30.9% 14.1% 4.4% 2.9% - 100.0%

件数 23 2,179 22,752 16,305 7,355 2,375 1,669 52,658 -

割合 0.0% 4.1% 43.2% 31.0% 14.0% 4.5% 3.2% - 0.0%

支援

区分

H28.10

～H29.9
5,682 9.8% 337 0.6%

区分５ 区分６ 合計件数 割合
上位区分 下位区分

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

支援

区分

H26.10

～H27.9
7,058 13.4% 338 0.6%

支援

区分

H27.10

～H28.9
6,562 11.7% 392 0.7%
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（参考）二次判定の実績

５．難病

変更件数 変更率 変更件数 変更率

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0.0% － －

0 108 24 2 0 0 0 134 26 19.4% 0 0.0%

0 4 462 45 2 1 0 514 48 9.3% 4 0.8%

0 0 7 912 77 4 0 1,000 81 8.1% 7 0.7%

0 0 0 2 659 48 0 709 48 6.8% 2 0.3%

0 0 0 0 3 533 41 577 41 7.1% 3 0.5%

0 0 0 0 0 4 1,364 1,368 － － 4 0.3%

3 112 493 961 741 590 1,405 4,305

0.1% 2.6% 11.5% 22.3% 17.2% 13.7% 32.6% 100.0%

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

非該当

　　　 　 二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

合計件数
244 5.7% 20 0.5%

割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

変更件数 変更率 変更件数 変更率 

件数 1 106 475 753 534 432 958 3,259 -

割合 0.0% 3.3% 14.6% 23.1% 16.4% 13.3% 29.4% - 100.0%

件数 3 101 435 702 465 387 933 3,026 -

割合 0.1% 3.3% 14.4% 23.2% 15.4% 12.8% 30.8% - 100.0%

件数 0 70 320 563 317 246 534 2,050 -

割合 0.0% 3.4% 15.6% 27.5% 15.5% 12.0% 26.0% - 0.0%

支援

区分

H28.10

～H29.9
210 6.4% 19 0.6%

区分５ 区分６ 合計件数 割合
上位区分 下位区分

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

支援

区分

H26.10

～H27.9
171 8.3% 21 1.0%

支援

区分

H27.10

～H28.9
221 7.3% 28 0.9%



都道府県ごとの判定実績のバラつき
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全体（身体障害・知的障害・精神障害・難病）

上位区分変更率

○ 都道府県ごとに判定実績にバラつきがある状況が見て取れる。

支援平均
6.8％

支援平均
6.8％

支援平均
6.8％



都道府県ごとの判定実績のバラつき
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身体障害 知的障害 精神障害 難病

障害種別 上位区分変更率

支援平均
3.9％

支援平均
7.4％

支援平均
8.6％

支援平均
5.7％



都道府県ごとの判定実績のバラつき
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障害種別 上位区分変更率

支援平均
3.9％

支援平均
7.4％

支援平均
8.6％

支援平均
5.7％

身体障害 知的障害 精神障害 難病



都道府県ごとの判定実績のバラつき
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障害種別 上位区分変更率

身体障害 知的障害 精神障害 難病

支援平均
3.9％

支援平均
7.4％

支援平均
8.6％

支援平均
5.7％
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障害者総合支援法対象疾病（難病等）の見直しについて
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○ 平成25年４月より、難病等が障害者総合支援法の対象となり、「難病患者等居宅生活支援

事業」の対象疾病と同じ範囲(130疾病)としていた。

【障害者総合支援法における難病の定義 第４条抜粋】

治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が

厚生労働大臣が定める程度である者。

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律および児童福祉法の一部改正法（平成27年１月

１日施行）が成立したことに伴う指定難病の検討等を踏まえ、障害者総合支援法の対象とな

る難病等の範囲を検討するため、「障害者総合支援法対象疾病検討会」（H26.8.27設置）にお

いて、疾病の要件や対象疾病の検討を行うこととしている。

＜検討の経過＞

✔ 平成27年１月～ 第１次対象疾病 130疾病 ⇒ 151疾病に拡大

✔ 平成27年７月～ 第２次対象疾病 151疾病 ⇒ 332疾病に拡大

✔ 平成29年４月～ 第３次対象疾病 332疾病 ⇒ 358疾病に拡大

○ その後の指定難病の検討状況等を踏まえ、平成30年２月20日に開催した第６回障害者総

合支援法対象疾病検討会において、第４次拡大分の対象疾病の検討を行い、358疾病から

359疾病に拡大する方針が取りまとめられた。



障害者総合支援法の対象疾病の要件
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指定難病（医療費助成の対象となる難病）の基準を踏まえつつ、障害者総合支援法

の対象となる難病等の要件は以下の通りとされている。

指定難病の要件 障害者総合支援法における取扱い

① 発病の機構が明らかでない 要件としない

② 治療方法が確立していない 要件とする

③ 患者数が人口の0.1％程度に達しない 要件としない

④ 長期の療養を必要とするもの 要件とする

⑤ 診断に関し客観的な指標による一定
の基準が定まっていること

要件とする

※他の施策体系が樹立している疾病を除く。
※疾病の「重症度」は勘案しない。



第６回障害者総合支援法対象疾病検討会のとりまとめ
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○ 平成30年４月施行分として指定難病の検討対象とされた６１疾病のうち、障害者総合支援法の
対象となる疾病について検討。

○ 今回の対象疾病（第４次分）として、３５８疾病から３５９疾病に拡大（１疾病）する方針をとりまと
め。

［新たに対象とする疾病の内訳］

① 平成３０年４月施行予定として新たに指定難病となった１疾病
・特発性多中心性キャッスルマン病

② 障害者総合支援法独自の対象疾病として新たに２疾病
→ 該当なし

（障害者総合支援法独自の対象疾病の検討）
ⅰ指定難病の検討において、障害者総合支援法の対象疾病の要件以外である「発病の機構が明らかでない（他の
施策体系が樹立している疾病を含む）」 「患者数が人口の0.1％程度に達しない」ことの要件を満たすことが明ら
かでないとされた疾病を検討対象。（９疾病）

ⅱ障害者総合支援法の対象疾病の要件である３つの要件及び他の施策体系が樹立しているかについて、確認。

・他の施策体系が樹立している疾病 ８疾病
・制度開始当初の障害者総合支援法の１３０の対象疾病に含まれる疾病 １疾病

［その他］
① 名称を変更する疾病について

・＜旧＞全身型若年性特発性関節炎 ⇒ ＜新＞若年性特発性関節炎

・＜旧＞有馬症候群 ⇒ ＜新＞ジュベール症候群関連疾患
・＜旧＞先天性気管狭窄症 ⇒ ＜新＞先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症

② 指定難病の検討状況等を踏まえ、今後、新たに研究結果がそろった疾病については、検討を行う予定。
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目 次

Ⅰ 障害支援区分導入の経緯

Ⅱ 制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ 障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ その他留意事項
① 障害支援区分の審査判定実績

② 障害者総合支援法対象疾病（難病等）の見直
しについて

③ 要介護認定との相違点



申
請

主治医意見書

認定調査

コンピュータ
による
一次判定

介護認定審
査会による
二次判定

（参考）要介護認定について

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする
状態（要介護状態）になった場合等に、介護サービスを受けること
ができる。

この要介護状態等にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を
行うのが要介護認定である。

障害支援区分認定と要介護認定

68

○ 障害支援区分は、介護保険制度における要介護認定と認定の流れ
が酷似しているが、認定の考え方は大きく異なる。

○ 両者の違いを良く理解し、それぞれの制度の考え方を区別した上で
認定を行うことが必要である。

要介護認定の流れ（略図）



「障害支援区分」と「要介護度」の主な考え方の違い
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障害支援区分 要介護度

区分 非該当、区分１～６
非該当、要支援１～２、
要介護１～５

区分が示
すもの

必要とされる標準的な支援の
総合的な度合

介護の手間（介護の時間）の
総量

認定調査
の考え方

「できたりできなかったりする
場合」は、「できない状況」に基
づき評価

「できたりできなかったりする
場合」は、「より頻回な状況」に
基づき評価

普段過ごしている環境ではな
く「自宅・単身」を想定して評価

生活環境や本人の置かれて
いる状態等も含めて評価

審査会の
考え方

対象者に必要とされる支援の
度合いが一次判定結果に相
当するか検討

通常に比べ介護の手間がより
「かかる」「かからない」か検討


