
　　1　地域生活移行についての成果目標に対する進捗状況

イ　施設入所者削減数の詳細（成果目標②関係）

【参考２】平成28年度末現在の施設入所者の状況

区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

25名 123名 563名 1,069名 2,078名

ア　地域生活移行者に関する詳細（成果目標①関係） (0.6%) (3.2%) (14.6%) (27.7%) (53.8%)

＜現状＞

＜評価と分析＞

＜今後の取組方針（案）＞

目　標　値

平成２５年度末から平成２９年度末までの地域生活移行者数１，１１７人とする。

【参考１】地域生活移行者数の推移

９６人（進捗率：8.6%）
※詳細は（ア）参照

進捗状況（28年度末までの実績）

（設定方法）
国の基本指針に即して、①第3期計画未達成分(734人)＋②平成25年度末未達成数を除く平成
25年度施設入所者数の12%(383人)＝1,117人

平成２９年度末までの施設入所者削減数を１５８人とする。
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○地域移行が進まない要因として、本県は、人口10万人当たりの施設入所者数が、平成27年3月末時点において、全国平均の103.3
人に対し、52.3人と、元々施設入所者が少ない状況にある中、これまでの第1期から第3期計画を通じて、地域移行が可能な方の多く
が既に移行を果たされ、現在、施設に入所している方は、高齢化・障害の重度化が進んだ方が多いことが考えられる。

○また、家族の高齢化などの家庭の事情により、地域生活への移行が困難な方の割合が高いことが推測される。

○今後は、入所者のニーズを把握した上で、高齢化・障害の重度化が進んだ方であっても、地域での継続した生活が可能となるよう
に、地域における支援体制の更なる強化を図っていく必要がある。

施設入所者削減数
（①－②） H25年度末現在① H28年度末現在②

施設入所者数

１０３人 3,962人

施設入所者数
（県内69か所）

3,859人

※県内69か所の障害者支援施設における県内で支給決定を受けた入所者の合計

26年度

27年度

人　数

合　計

他施設
（障害）
②

割　合 3.3% 0.5%

2

1.4%

　第４期愛知県障害福祉計画の進捗状況について　　（※速報値のため、今後数値に変更がある場合あり）

3,859人

区分１

障害支援区分別の内訳（割合）

6

100%

32 42

地　　域　　移　　行　　①

1

0

66 18220

145

45

100%100%

平均年齢

51.6歳

9

他施設
（高齢）
③

36.3%

入院
④

死亡
⑤

退所者
合計

(①～⑤計)

割　合 5.5%

1

17.9% 12.4%

18人　数 26

0%

11.0%

19.3% 18.6% 44.1%0%

0 64828 27

60 109 190 521

194

30.9% 100%

28 37 60

○障害のある方が身近な地域で安心して生活できるよう、グループホーム新設に係る整備費の助成や本県独自の建築基準法緩和
策等のグループホーム整備促進支援により、住まいの場を確保していく。

○「障害者福祉減税基金」を活用した民間法人による重症心身障害者施設等を拠点として、短期入所や日中支援サービスを行い、
在宅支援の充実を図る。また、福祉的短期入所事業所における医療的ケアが必要な方の受入体制の強化に対して助成を行うことに
より、重症心身障害児者の地域生活を支援する。

○圏域ごとに配置した地域アドバイザーを活用し、地域における相談支援体制の整備・充実を図るとともに、障害のある方の重度化、
高齢化を見据え、障害児者の生活を地域全体で支える体制の要となる地域生活支援拠点等について、設置主体である市町村と連
携し、整備を進めていく。

○地域における障害のある方への理解の促進が重要となるので、平成27年12月に制定した「愛知県障害者差別解消推進条例」に基
づき、引き続き、周知・啓発活動に取り組んでいく。

○昨年6月の障害者総合支援法の改正により、入所施設などを利用している方が一人暮らしへの移行を希望した場合に、定期的な
巡回訪問などにより、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行う「自立生活援助サービス」が、来年度新設されることを踏まえ、こう
した新しいサービスも活用して、障害のある方が望む地域生活への移行を支援していく。

1 66

11.5% 12.7%

96

20.9% 36.5% 100%18.4%割　合割　合 3.1% 0.6% 14.2% 0.4% 0.2%

（設定方法）
国の基本指針に即して、平成25年度末現在の施設入所者数(3,962人)の4%=158人

成果
目標
②

１０３人（進捗率65.2%）
※詳細は（イ）参照

(0.1%)

人　数 16 3

1名1名

（１）　福祉施設入所者の地域生活への移行

＜成果目標と進捗状況＞

成果
目標
①

成果
目標
①

0.5% 24.7%23.1% 4.9%17.6%

28年度
人　数 8 2 16 0

割　合 4.1% 1.0% 8.2%

地域生活
移行者合計

○地域生活移行者数は、平成20年度をピークに年々減少傾向であり、平成28年度実績は26名と過去最少となった。
　なお、平成28年度の退所先として「他施設（障害）」が多い理由としては、コロニー養楽荘の廃止に伴う、他の障害者支援施設への
移行によるものである。

○平成28年度末現在の施設入所者の状況としては、平均年齢が51.6歳、　障害支援区分5・6の割合が全体の81.5％と、高齢化や障
害の重度化がみられる。

○施設入所者数について、新規入所者数が172名となり、退所者数の194名より少なかったため、平成28年度実績は22名減少となっ
ている。

0% 0% 13.4% 22.2% 14.4% 19.1%

26 430

自宅 アパート GH・CH 福祉
ホーム

その他

0

0%

2

1.1%
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（２）入院中の精神障害者の地域生活への移行 【目標③について　～長期在院者数（入院1年以上）の推移～】

ア　成果目標と進捗状況

【目標①、②について　～入院後３か月、入院後１年の退院率の推移～】

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

人数 8,395 8,106 7,973 7,655 7,439 7,374 7,391 7,166

H24＝100 109.7 105.9 104.2 100.0 97.2 96.3 96.6 93.6

人数 207,342 203,825 199,813 197,082 191,881 186,196 175,081

H24＝100 105.2 103.4 101.4 100.0 97.4 94.5 88.8

＜現状＞

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 ＜今後の取組方針＞
愛知県 88.9% 89.4% 90.4% 89.7% 90.0% 89.7% 92.1% 91.4%

全国 87.5% 87.8% 87.6% 87.3% 88.4% 88.3% 97.0%

愛知県 60.7% 64.1% 65.0% 61.1% 64.1% 61.3% 63.0% 63.0%

全国 58.1% 59.0% 58.1% 58.0% 59.1% 56.9% 59.0%

進捗状況
（Ｈ２８実績）

63.0%

91.4%

6.4%

区分

目　　　標

①平成29年度における入院後3か月経過時点の退院率

②平成29年度における入院後1年経過時点の退院率

③平成29年6月末時点の長期在院者数の平成24年
　6月末時点からの減少率

目標値

64%

91%

18%

区分

○目標①：入院後3か月後退院率の平成28年度実績（63.0％）は、計画策定年度（平成26年度）の61.3％から1.7ポイント上昇してお
り、計画最終年度の成果目標（64％）との差は1ポイントに縮小した。
○目標②：入院後1年時後退院率の平成28年度実績（91.4％）は、計画策定年度（平成26年度）の89.7％から1.7ポイント上昇し、計
画最終年度の成果目標（91％）を0.4ポイント上回っている。
○目標③：平成28年6月末時点の長期在院者数（7,166人）の減少率は6.4％であり、計画策定年（平成26年）6月末時点の長期在院
者（7,374人）の減少率（3.7％）から2.7ポイント上昇し、計画最終年度の成果目標（減少率18％）との差は11.6ポイントに縮小した。

（データ出典：精神保健福祉資料（630調査）。 H27は国公表暫定値、H28は県集計暫定値）

（データ出典：精神保健福祉資料（630調査）。 H27国数値は国公表暫定値、H27、H28県数値は県集計暫定値）

○病院主体の従来の退院支援の取組みは、早期退院率の向上･維持のために重要であり、今後も継続が必要である。
○他方、既存の長期在院者に対しては、従来とは異なる新たな取り組みが必要であることを、データは示唆している。
○平成27年度に県が実施した「入院中の精神障害者の福祉ニーズ調査」によれば、福祉サービスを利用することで、早期の退院が
望まれる長期在院者が、県内には約860人存在すると推定されており（別紙・参考２）、こうした人たちに、福祉的な支援が十分及ぶよ
う、医療と福祉の連携を今以上に強化することが必要である。
○具体的には、以下の内容を柱に取り組みを行うこととする。
　①入院が長期化している患者の属性分析を進め、その状態像に応じた効果的な支援策を検討する。
　②医療と福祉双方の関係者を対象とする合同研修会を開催する。
　③医療と福祉の連携の要となる、保健所・地域アドバイザー・基幹相談支援センター等から構成される「コア機関チーム」を圏域単
位で育成し、市町村や地域自立支援協議会と地域移行支援に係る協働を進める。
　④退院の受け皿として、「グループホーム整備促進制度」によるグループホームの整備を進める。

＜評価と分析＞

愛知県

全国

入院1年後
退院率

入院3か月
後退院率

○早期退院の促進に係る成果目標（目標①及び目標②）については、ほぼ目標値どおりに推移しており、計画最終年度における目
標値の達成が十分に見込まれる。
○長期在院者の減少に係る成果目標（目標③）については、全国ベースと比較しても進捗が低調であり、現状では計画最終年度に
おける目標値の達成は難しいものと思われる。
　　これは早期退院の促進によって、新たな長期在院者（ニューロングステイ）の発生は減少しているものの、既存の長期在院者の退
院が進んでいないことによるものと考えられる（別紙・参考１）。
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愛知県（H24年度＝100）

全 国（H24年度＝100）

基準年

目標値＝82
（H24年度を基準に
18％の減少）

88.9% 89.4% 90.4% 89.7% 90.0% 89.7%
92.1% 91.4%

87.5% 87.8% 87.6% 87.3%
88.4% 88.3%

97.0%

60.7%

64.1% 65.0%

61.1%

64.1%

61.3%
63.0% 63.0%

58.1% 59.0% 58.1% 58.0%
59.1%

56.9%
59.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

愛知県入院1年後

全国入院1年後

愛知県入院3か月後

全国入院3か月後

目標値＝91％

目標値＝64％

①入院3か月後退院率

②入院１年後退院率
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【参考１】 長期在院者総数、ニューロングステイ、長期在院者の退院数の推移

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
愛知県 8,395 8,106 7,973 7,655 7,439 7,374 7,016
全国 207,342 203,825 199,813 197,082 191,881 186,196 175,081
愛知県 1,788 1,680 1,632 1,608 1,584 1,584 1,236
全国 47,208 48,348 49,908 50,472 45,048 47,124 43,512
愛知県 1,968 1,692 1,884 1,632 1,536 1,572 1,644
全国 47,808 48,696 49,212 45,828 45,588 45,576 45,012

回答実数
補正後
推計値

回答実数
補正後
推計値

回答実数
補正後
推計値

回答実数
補正後
推計値

60 86 69 99 57 81 140 200
85 121 120 171 97 139 233 333
102 146 86 123 111 159 205 293
85 121 70 100 88 126 167 239
332 474 345 493 353 504 745 1,064
272 389 276 394 296 423 605 864

区　分

入院期間

①6か月～1年未満
②1年～3年未満
③3年～10年未満

【参考２】 平成27年度実施　「入院中の精神障害者の福祉サービスに対するニーズ調査」結果抜粋
　　　　～早期退院のために福祉サービス利用のニーズを有する者（又は利用中・申込中の者）の数～

福祉サービスの種類

（障害福祉）
地域移行支援

（高齢福祉）
ケアマネージメント

グループホーム
左記のうちの

いずれか1つ以上

※調査対象は名古屋市内を含む県内の全精神科病院（53病院）。
※回答率は病床数ベースで70％。表中「補正後推計値」は、回答実数に7分の10を乗じて補正した数値。

①長期在院者総数

②ニューロングステイ数
　（入院1年以上新規到達者数）

③長期在院者（入院1年以上）
　の退院数

データ出典：精神保健福祉資料（630調査）　　①は実数、②③は推計値。
①＝当該年度6月30日現在の入院継続1年以上の者の数
②＝前年6月の新規入院患者中、当該年度の6月1日に入院継続していた者の数×12
③＝当該年度の6月退院者中、在院期間1年以上の者の数×12

④10年以上
①～④計

内入院1年以上

8,395 
8,106 7,973 

7,655 
7,439 7,374 

7,016 

1,788 1,680 1,632 1,608 1,584 1,584 
1,236 
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長期在院者総数を減らすには、このように

長期在院者の退院数が、ニューロングス

テイ数を恒常的に上回ることが必要。
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＜今後の取組方針（案）＞

○引き続き、障害保健福祉圏域ごとに設置している地域アド
バイザーと連携し、障害保健福祉圏域会議や市町村自立支
援協議会などを通じて各市町村における取組状況を把握しな
がら、各市町村における整備が進むよう働きかけていく。

○平成28年度末現在で名古屋市、豊橋市が面的整備で各1
か所整備している。

○地域生活支援拠点等の整備予定年度については、平成29
年度整備予定が22市町村、整備形態については、面的整備
が38市町村となっている。

○整備単位については、市町村域での整備が25市町である
のに対し、圏域での整備が11市町となっている。一部の市町
村では、近隣市町との連携による圏域単位での整備を検討し
ている。

○地域生活支援拠点等の整備については、地域での課題に
応じて、どのような機能を付加して、どのように整備していくの
かなど、個々の状況に応じて進めていく必要がある。
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○

○
○

○
○

○
○
○

5

○

1

○

2
○

1

○

2

○
○

○

4
○
○

○
○

1

○
○

○

○

7
○

○
○

1
○

○
○

3

○

2

○
○

2

市町村域 圏域 その他 未定 １か所 ２か所以上 未定 単独型

3

○

2

○

○

1

○
○

○

2

○

2
○ ○

○
○
○
○
○

2

6
○

東三河北部圏域

東三河南部圏域

田原市

東栄町
豊根村

豊橋市
豊川市
蒲郡市

西尾市
知立市
高浜市

新城市
設楽町

岡崎市
幸田町

碧南市
刈谷市
安城市

尾張中部圏域

尾張東部圏域

尾張西部圏域

尾張北部圏域

小牧市

一宮市
稲沢市

春日井市
犬山市

瀬戸市
尾張旭市
豊明市
日進市
長久手市
東郷町

清須市
北名古屋市
豊山町

○

○
○
○
○阿久比町

東浦町
南知多町

岩倉市
大口町
扶桑町

半田市
常滑市

江南市

知多半島圏域

西三河北部圏域

西三河南部東圏域

西三河南部西圏域

美浜町
武豊町

豊田市
みよし市

東海市
大府市
知多市

2
○
○

○

１９

○

1

6
○
○

○

1

1
○

○
○
○
○
○

○

○
○
○

1

１２

○

○
○

1

4
○
○

○

2

○

1

○

2
○
○

○

２３

1

○
○

○

3
○
○
○

2

○

○

２
○
○

1

1 6

1
○

1

２

１
○

1

3

○
○
○

○
○
○
○

1

8
○
○

○
○

２　整備単位 ３　整備か所数

未定

４　整備形態

1

29年度 30～32年度 未定

１　整備予定年度

○

3
○
○
○

1

GH併設型 面的整備 ＜現状と課題＞

○国の基本指針において、障害のある人の高齢化・障害の重度化や「親亡き後」を見据え、居住支援機能と地域支援機能の一体
的な整備を推進するため、各地域内で、地域生活支援の機能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設に付加した拠点の整
備を図ることとされている（拠点を設けず、地域において機能を分担する「面的整備型」も含む。）。

○地域生活支援としては、①地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、②一人暮らし、グループホームへの入所等の体
験の機会及び場の提供、③ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受け入れ体制の確保、④人材の確保・養
成・連携等による専門性の確保、⑤コーディネーターの配置等による地域の体制づくりの５つの機能が求められている。

○本県では、国の基本指針に即して、平成２９年度までに各市町村又は各障害保健福祉圏域において、地域生活支援拠点等を少
なくとも１つ整備することを成果目標の１つとして設定している。

（３）地域生活支援拠点等の整備（第４期計画からの新規目標）

　ア　各市町村における検討状況（平成29年3月31日現在【市町村回答の集計】）

（参考）地域生活支援拠点等とは

名古屋市（南区）、豊橋市において各１か所整備（面的整備）（その他市町村では未整備）
※詳細はアのとおり。

平成２９年度末までに各市町村又は各障害保健福祉圏域において、地域生活支援拠点等
を少なくとも１つ整備する。

（設定方法）
国の基本指針に即して設定。

蟹江町
飛島村

圏域・市町村名
28年度

海部圏域

津島市
愛西市
弥富市
あま市
大治町

　＜成果目標と進捗状況＞

成果目標

進捗状況
（28年度末までの実績)

○

- 4 -



＜成果目標と進捗状況＞

＜現状＞

　ア　利用した障害福祉サービス別の一般就労移行者数

施設総数

第4期 28 1,137

○サービス管理責任者研修などの各種研修や事業者指定に当たっての指導、事業所開設後の指導・監
査を通じて、就労移行支援事業者等の質的確保を図るとともに、施設整備費補助金による就労移行支援
事業所整備費の助成を通じて、量的確保を図っていく。

○障害者雇用に対する企業等の理解を得るため、事業主を対象としたセミナーや障害者就職面接会の開
催などにより、一層の雇用促進に向けた働きかけを行っていく。

○平成29年度に新設した本県独自の「中小企業応援障害者雇用奨励金制度」により、初めて障害のある
方を雇用する中小企業に対して奨励金を支給し、障害のある方を雇用する際の企業負担の軽減を図り、
企業側の受入体制の支援を行っていく。

○就労移行や就労定着に必要となるトライアル雇用やジョブコーチ等の就労支援策が積極的に活用され
るよう産業労働部、愛知労働局及び愛知障害者職業センター等関係機関との連携を強化し、障害のある
方やその家族に対し、適切な情報提供を図っていく。

○平成30年4月1日から一部施行となる改正障害者総合支援法において、事業所・家族等の連絡調整等
の支援を行う「就労定着支援」が障害福祉サービスとして新設されることから、こうした新しいサービスも活
用して、福祉施設から一般就労への移行を進めていく。

※平成28年度就労移行率＝平成28年度における一般就労移行者数/平成29年4月1日現在の利用者数

○一般就労への移行者数が増加した要因として、以下の事項が推測される。
　①就労関係事業所の増加
　②法定雇用率の引き上げ（1.8%⇒2.0%）や障害者雇用が義務付けられた事業主の範囲の変更
　　（従業員数56人⇒50人）
　③平成30年4月から法定雇用率の算定基礎に精神障害のある方が加えられることよる民間企業の障害
　　 者雇用に対する意識の向上

○今後、更に一般就労への移行を進めるため、就労移行支援事業等の質的・量的確保を図るとともに、離
職を防ぐための就労定着支援の推進が必要である。

＜評価と分析＞

就労継続支援
生活介護 合計

3割以上 3割～2割

【参考２】就労関係事業所の指定状況の推移（各年４月１日現在の指定状況）

※ 就労開始後１カ月以内に退職した方は、一般就労移行者に含まない。
※ 施設総数は、調査対象事業所数（平成29年3月31日現在）

　イ　就労移行支援事業所における就労移行率の達成状況

  （４）福祉施設から一般就労への移行

成果
目標
②

成果
目標
①

９４８人（進捗率：80.5％）
※詳細は（ア）参照

（B型）

28年度実績（進捗率）

計画
期間

成果
目標
③

自立訓練

（設定方法）
国の基本指針に即して設定。

（A型）

４．８割（進捗率：96.0%）
※詳細は（ウ）のとおり

平成２９年度末における就労移行率３割以上を達成する就労移行支援事業所を全体
の５割以上とする

（機能）

0割2割～1割 1割～0割

666人

目　標　値

平成２９年度末における年間一般就労移行者数を１，１７８人とする

一般就労移行者数

（設定方法）
国の基本指針に即して、平成24年度末における年間一般就労移行者数(589人）の2
倍とする

平成２９年度末における就労移行支援事業利用者数を２，３７４人とする

（設定方法）
国の基本指針に即して、平成25年度末における就労移行支援事業利用者数(1,484
人)の1.6倍とする

一般就労移行者数

2人

年度

就労移行支援

１４５か所
※（　）内は全体比

７０か所
(48.3%)

１６か所
(11.0%)

１４か所
(9.7%)

事業所数

１,７０２人（進捗率：71.7%）
※平成29年3月中の実利用者数

（生活）

一般就労移行者数

83人

一般就労移行者数

167人

一般就労移行者数
合計

948人

一般就労移行者数

＜今後の取組方針（案）＞

○成果目標①の一般就労移行者数については、年々増加傾向にあり、平成28年度実績は過去最多
の948人となっている。

○一般就労移行者のうち、その約7割に当たる666人が就労移行支援事業利用者であり、就労移行
支援事業の利用者数の増加や就労移行率の向上が、一般就労への移行を推進していく上で、必要
不可欠である。

○成果目標②の就労移行支援事業の利用者数は、増加傾向にはあるものの進捗が若干遅れてお
り、その要因としては、就労移行支援事業所数が最近増えていないことが挙げられるが、28年度
は25か所増加している。

○成果目標③の就労移行率3割達成する就労移行支援事業所の割合は、全体の約4.8割となってお
り、目標の近似値となっているが、一方で就労移行率0割の事業も全体の約2.5割おり、両極化し
ている。

21人

一般就労移行者数

9人

【参考１】各年度における一般就労への移行実績の推移

８か所
(5.5%)

３７か所
(25.5%)

126 169 165 161
308

425
589

717
849 877 948

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

一般就労移行者数

111 108 116 121 125 150
91

128
171

222 232 242264
297

330
359

409
460

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

H24 H25 H26 H27 H28 H29

就労移行 就労継続(Ａ型) 就労継続(Ｂ型)
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２　障害福祉サービス見込量に対する利用状況

   　　○ 第４期計画策定に当たり、様々なニーズに対応したサービスを提供できる体制づくりを着実に進めるため、各年度における必要なサービス見込量を算定した。

　　　 ○ サービス見込量の算定に当たっては、算定時点での利用者数を基礎として、地域移行者数や新規のサービス利用が見込まれる人数を勘定し、各市町村ごとに算出されたサービス見込量を積み上げたものを県全体の見込量としている。

　　　 ○ サービス見込量には、旧体系施設が提供するサービス量は含まない。

見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率 見込量 利用実績等 率

訪問系サービス※ 181,887 188,090 103.4% 195,117 203,498 104.3% 210,057 218,801 104.2% 238,175 253,753 106.5% 259,696 292,239 112.5% 279,287 331,215 118.6% 350,032 360,907 103.1% 384,666 395,811 102.9% 420,927 426,912 101.4% 454,674 432,620 95.1% 500,170 468,616 93.7% 129.8%

※居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援

生活介護 21,479 19,140 89.1% 60,176 44,154 73.4% 93,915 67,320 71.7% 101,463 112,816 111.2% 128,044 138,292 108.0% 182,069 201,432 110.6% 233,419 253,528 108.6% 244,686 265,782 108.6% 257,496 297,484 115.5% 261,763 285,340 109.0% 271,500 287,122 105.8% 113.3%

自立訓練（機能訓練） 440 257 58.4% 3,080 132 4.3% 4,345 1,122 25.8% 1,613 1,012 62.7% 1,946 1,012 52.0% 2,421 880 36.3% 1,501 880 58.6% 1,551 880 56.7% 1,604 880 54.9% 1,291 770 59.6% 1,332 880 66.1% 100.0%

自立訓練（生活訓練） 793 748 94.3% 5,280 1,848 35.0% 9,214 3,586 38.9% 2,310 3,784 163.8% 3,318 3,234 97.5% 5,509 4,906 89.1% 3,844 4,928 128.2% 4,004 5,302 132.4% 4,296 7,832 182.3% 5,004 7,128 142.4% 5,670 6,534 115.2% 132.6%

就労移行支援事業 2,061 1,760 85.4% 13,501 8,558 63.4% 21,512 14,102 65.6% 15,863 17,314 109.1% 18,615 18,084 97.1% 23,194 24,618 106.1% 26,106 31,570 120.9% 29,956 33,198 110.8% 34,480 35,948 104.3% 30,275 36,168 119.5% 34,326 48,268 140.6% 152.9%

就労継続支援事業Ａ型 1,060 1,430 134.9% 4,706 2,596 55.2% 7,298 7,348 100.7% 6,183 9,438 152.6% 8,198 20,548 250.6% 11,859 31,944 269.4% 27,672 51,348 185.6% 31,547 71,522 226.7% 35,838 93,324 260.4% 84,491 97,724 115.7% 95,076 102,102 107.4% 198.8%

就労継続支援事業Ｂ型 4,317 4,840 112.1% 22,645 21,450 94.7% 45,280 34,320 75.8% 44,302 48,246 108.9% 59,177 60,214 101.8% 84,444 91,696 108.6% 89,639 117,502 131.1% 94,638 136,004 143.7% 99,383 153,890 154.8% 126,599 170,280 134.5% 136,632 194,172 142.1% 165.2%

短期入所 7,938 8,346 105.1% 8,699 8,775 100.9% 9,467 9,106 96.2% 10,719 9,930 92.6% 11,645 11,303 97.1% 12,720 12,265 96.4% 12,526 13,722 109.5% 13,462 15,051 111.8% 14,480 15,811 109.2% 17,150 16,534 96.4% 18,374 17,868 97.2% 130.2%

療養介護 56 49 87.5% 58 54 93.1% 62 49 79.0% 65 50 76.9% 69 51 73.9% 74 53 71.6% 451 469 104.0% 454 451 99.3% 516 558 108.1% 497 485 97.6% 539 535 99.3% 114.1%

グループホーム・ケアホーム 1,240 1,261 101.7% 1,512 1,460 96.6% 1,820 1,698 93.3% 2,019 1,914 94.8% 2,408 2,266 94.1% 2,875 2,574 89.5% 2,821 3,089 109.5% 3,242 3,461 106.8% 3,675 3,653 99.4% 3,965 4,308 108.7% 4,382 4,591 104.8% 148.6%

施設入所支援 250 80 32.0% 1,348 460 34.1% 2,036 836 41.1% 2,039 1,904 93.4% 2,618 2,327 88.9% 3,981 3,429 86.1% 4,297 4,497 104.7% 4,235 4,218 99.6% 4,181 4,150 99.3% 4,174 4,485 107.5% 4,114 4,329 105.2% 96.3%

計画相談支援 4,584 2,983 65.1% 6,062 4,678 77.2% 7,559 6,506 86.1% 5,775 7,092 122.8% 6,452 7,258 112.5% 243.3%

 ＜現状と課題＞  ＜今後の取組方針（案）＞

○第3期計画の初年度である平成24年度と比較すると、「施設入所支援」を除いて各サービスともサービス利用実績等は着実に伸びて
おり、また、概ね第4期計画で見込んだサービス量を上回るか、その近似値となっている。

○一般就労への移行を支援する「生活介護」、「就労移行支援」、「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」については、平成24年
度と比較すると、利用実績等が比較的伸びている。とりわけ、「就労継続支援A型」は、事業所数の大幅な増加により、平成24年度から
約2倍の大幅な伸びとなっている。

○安心できる住まいの場となる「グループホーム」については、見込量の近似値となっているが、地域生活への移行に向けて、今後も
グループホームの一層の整備を進めていく必要がある。

○引き続き、事業者の新規参入を促しサービスの量の確保を図るとともに、これまで福祉事業の経験がない事業者の新規参入も多い
ことが推測されることから、事業者に対する指導等を適切に実施することにより、適正な事業実施とサービスの質の確保を図る必要があ
る。

○別紙の「各圏域別の障害福祉サービス見込量と実績」のとおり、圏域ごとに提供しているサービス等が異なるため、各障害保健福祉圏域会議において、サービ
ス利用実績等の検証を行い、地域特性や課題を踏まえた今後の取り組みを検討するなど、市町村と連携して必要なサービス量の提供体制の確保を図る。

○グループホームの整備については、従来の新設等に対する助成以外に、既存の戸建て住宅を活用した整備の推進や支援コーディネーターによるサポート、県
営住宅の活用などに取組み、着実に整備を推進していく。また、他のサービスを含め、サービス管理責任者研修や事業者への説明会等を通じて、事業者の量
的・質的確保を図る。

○事業者の適正な事業実施とサービスの質を確保するため、引き続き障害福祉サービス事業者の指定に当たっての指導を的確に行うとともに、事業所に対する
指導・監査を入所施設については2年に1回、その他の事業所においては6年に1回実施し、適切な運営体制の確保を図るとともに、当該事業者が提供するサー
ビスの質を、公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価する第三者評価制度の積極的な受審を促し、事業運営における問題点を把握させ、
サービスの質の向上を図る。

○サービスを利用する障害のある方等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるよう、昨年6月の障害者総合支援法の一部改正で創設された「障害
福祉サービス等情報公表制度」の事業者への周知を図るとともに、より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を利活用できるよう、普及啓発に向けた取
組を検討・実施していく。

（単位：人／月）

（単位：人日／月）

利用実績等の伸率
(H28年度/H24年度)

第　　　　　　３　　　　　　期

平成20年度 平成28年度区分 平成18年度 平成19年度

第　　　　　１　　　　　期

※利用実績等は各年度末の３月実績（又は提供量（定員数×22日））をもとに算出（詳細は、別紙「各圏域別の障害福祉サービス見込量と実績」のとおり。）

平成23年度平成21年度

（単位：時間／月）

第　　　　　　２　　　　　　期 第４期

平成22年度 平成26年度平成24年度 平成25年度 平成27年度
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見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

総利用時間数 6,420 6,712 104.5% 33.7% 4,708 4,304 91.4% 55.3% 13,331 13,686 102.7% 36.7% 16,141 17,017 105.4% 12.5% 20,345 17,578 86.4% 14.5% 18,885 17,404 92.2% 15.4% 10,433 12,546 120.3% 8.0%

居宅介護 5,550 5,971 107.6% 32.4% 2,861 2,730 95.4% 38.0% 9,433 9,826 104.2% 30.6% 13,610 14,782 108.6% 12.5% 15,803 14,482 91.6% 13.7% 13,767 13.1% 7,510 8,940 119% 2.8%

重度訪問介護 355 224 63.1% 100% 1,640 1,320 80.5% 89.0% 3,154 2,696 85.5% 64.1% 1,099 895 81.4% 23.9% 3,224 1,692 52.5% 20.4% 1,185 42.8% 1,614 2,503 155.1% 29.8%

同行援護 203 267 131.5% 30.3% 42 69 164.3% 61.4% 533 735 137.9% 20.1% 632 788 125% 6.8% 700 849 121.3% 6.2% 237 6.2% 1,267 1,093 86.3% 1.7%

行動援護 129 251 194.6% 3.7% 165 185 112.1% 55.6% 238 430 180.7% 38.6% 800 552 69.0% 1.2% 613 556 90.7% 23.7% 1,133 1.3% 41 10 24.4% 100%

重度障害者等
包括支援

183 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0

生活介護 10,027 9,869 98.4% 33.4% 5,569 5,742 103.1% 27.4% 14,086 13,461 95.6% 31.0% 20,074 21,105 105.1% 20.0% 25,863 25,286 97.8% 14.7% 22,748 22,122 97.2% 10.4% 14,530 15,188 104.5% 15.4%

自立訓練
(機能訓練)

101 57 56.4% 100% 51 23 45.1% 100% 100 4 4.0% 100% 64 0 100% 154 62 40.3% 100% 137 24 17.5% 100% 36 12 33.3% 100%

自立訓練
(生活訓練)

120 177 147.5% 100% 110 71 64.5% 100% 315 255 81.0% 59.5% 307 331 107.8% 70.8% 398 256 64.3% 100% 312 392 125.6% 28.2% 150 66 44.0% 100%

就労移行支援 1,952 660 33.8% 40.9% 403 366 90.8% 84.1% 2,836 1,978 69.7% 44.3% 2,790 1,878 67.3% 22.9% 2,585 1,901 73.5% 53.2% 2,536 1,994 78.6% 21.1% 1,710 2,306 134.9% 32.9%

就労継続支援
(Ａ型)

4,430 6,755 152.5% 30.9% 2,192 2,609 119.0% 60.7% 3,475 5,116 147.2% 34.5% 8,281 8,257 99.7% 21.6% 8,788 13,459 153.2% 12.9% 3,765 4,471 118.8% 31.8% 3,340 4,107 123.0% 34.8%

就労継続支援
(Ｂ型)

8,489 9,763 115.0% 13.8% 2,172 2,093 96.4% 52.6% 6,844 6,167 90.1% 24.0% 9,682 9,930 102.6% 15.0% 12,492 15,205 121.7% 11.2% 12,941 14,618 113.0% 4.8% 7,890 7,960 100.9% 18.0%

短期入所 936 959 102.5% 25.2% 439 451 102.7% 41.9% 701 594 84.7% 70.8% 1,771 1,109 62.6% 20.3% 1,496 1,358 90.8% 20.3% 1,176 1,191 101.3% 9.1% 1,481 1,122 75.8% 21.9%

療養介護 22 23 104.5% 100% 13 19 146% 100% 16 13 81.3% 100% 36 43 119.4% 63.4% 50 48 96.0% 76.8% 37 38 102.7% 100% 28 27 96.4% 100%

グループホーム 217 202 93.1% 32.6% 54 56 103.7% 85.9% 207 196 94.7% 37.6% 309 354 114.6% 33.5% 340 357 105.0% 24.4% 413 388 93.9% 9.3% 140 162 115.7% 27.8%

施設入所支援 215 228 106.0% 41.6% 103 106 102.9% 72.7% 180 178 98.9% 69.5% 298 297 99.7% 51.2% 432 452 104.6% 27.4% 257 241 93.8% 40.2% 249 242 97.2% 33.1%

４）相談支援 計画相談支援 249 397 159.4% 10.4% 107 133 124.3% 20.8% 309 277 89.6% 13.1% 269 639 237.5% 45.3% 331 426 128.7% 10.3% 606 542 89.4% 2.5% 201 224 111.4% 7.3%

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

圏域外の
利用割合
(年間)

見込量①
29年3月
利用実績

②
②/①

29年3月末
定員

29年3月末
定員×22日
③（提供量）

③/見込量①

総利用時間数 7,520 8,881 118.1% 12.4% 16,380 14,623 89.3% 7.7% 1,435 1,307 91.1% 5.2% 19,572 21,993 112.4% 13.4% 135,170 136,051 100.7% 365,000 332,565 91.1% 3.6% 500,170 468,616 93.7%

居宅介護 6,484 7,037 108.5% 1.5% 10,158 9,833 96.8% 6.9% 1,311 1,267 96.6% 5.1% 14,900 16,238 109.0% 2.0% 104,873 145,388 3.5% 250,261

重度訪問介護 130 843 648.5% 100% 5,454 4,056 74.4% 10.0% 31 0 3,508 4,409 125.7% 60.1% 19,823 151,400 4.3% 171,223

同行援護 355 499 140.6% 10.4% 517 525 101.5% 6.1% 31 0 891 1,136 127.5% 2.0% 6,198 14,762 1.0% 20,960

行動援護 551 502 91.1% 28.4% 257 209 81.3% 5.1% 31 40 129.0% 7.0% 273 211 77.3% 0% 4,079 16,494 0.3% 20,573

重度障害者等
包括支援

0 0 0 0 31 0 0 0 0 373 0% 373

生活介護 11,519 11,912 103.4% 27.7% 24,919 24,657 99.9% 24.5% 3,375 3,016 89.4% 42.5% 34,550 33,512 97.0% 6.5% 187,260 185,870 99.3% 84,240 87,046 103.3% 18.1% 271,500 272,916 100.5% 13,051 287,122 105.8%

自立訓練
(機能訓練)

43 0 100% 75 27 36.0% 100% 22 0 139 17 12.2% 100% 922 226 24.5% 410 521 127.1% 5.3% 1,332 747 56.1% 40 880 66.1%

自立訓練
(生活訓練)

332 355 106.9% 13.1% 158 489 309.5% 87.4% 88 26 29.5% 2.0% 790 394 49.9% 37.3% 3,080 2,812 91.3% 2,590 3,182 122.9% 9.4% 5,670 5,994 105.7% 297 6,534 115.2%

就労移行支援 1,923 2,035 105.8% 21.8% 3,177 3,027 95.3% 14.4% 381 290 76.1% 7.0% 4,353 3,359 77.2% 4.7% 24,646 19,794 80.3% 9,680 9,630 99.5% 4.8% 34,326 29,424 85.7% 2,194 48,268 140.6%

就労継続支援
(Ａ型)

5,576 5,015 89.9% 19.0% 8,333 8,440 101.3% 8.0% 634 622 98.1% 25.6% 5,312 5,872 110.5% 5.2% 54,126 64,723 119.6% 40,950 43,193 105.5% 6.2% 95,076 107,916 113.5% 4,641 102,102 107.4%

就労継続支援
(Ｂ型)

10,366 11,483 110.8% 8.9% 11,975 14,640 122.3% 12.6% 1,516 1,447 95.4% 23.6% 12,915 17,576 136.1% 2.1% 97,282 110,882 114.0% 39,350 41,142 104.6% 10.1% 136,632 152,024 111.3% 8,826 194,172 142.1%

短期入所 852 777 91.2% 42.8% 1,201 1,410 117.4% 22.8% 205 255 124.4% 34.9% 1,936 1,588 82.0% 7.9% 12,194 10,814 88.7% 6,180 7,054 114.1% 16.1% 18,374 17,868 97.2%

療養介護 28 29 103.6% 65.5% 42 42 100.0% 86.3% 7 9 128.6% 100% 40 43 107.5% 60.2% 319 334 104.7% 220 201 91.4% 45.8% 539 535 99.3%

グループホーム 108 119 110.2% 44.1% 357 363 101.7% 21.1% 60 66 110.0% 30.8% 457 443 96.9% 5.2% 2,662 2,706 101.7% 1,720 1,689 98.2% 15.5% 4,382 4,395 100.3% 4,591 104.8%

施設入所支援 231 228 98.7% 50.3% 359 339 94.4% 49.8% 84 81 96.4% 62.4% 561 579 103.2% 14.2% 2,969 2,971 100.1% 1,145 1,144 99.9% 48.0% 4,114 4,115 100.0% 4,329 105.2%

４）相談支援 計画相談支援 537 445 82.9% 4.4% 430 514 119.5% 7.9% 105 119 113.3% 7.3% 1,038 1,138 109.6% 1.7% 4,182 4,854 116.1% 2,270 2,404 105.9% 3.8% 6,452 7,258 112.5%

※東海市（知多半島圏域）、名古屋市（名古屋圏域）については、訪問系サービスの見込量を一括で算出 →6ページのH28「利用実績等」に利用

西三河南部西 東三河北部

１）訪問系サービス

２）日中活動系
サービス

３）居住系サービス

西三河南部東

西三河北部

名古屋圏域 愛知県　合計

（参考）各圏域別の障害福祉サービス見込量と実績

海部 尾張中部 尾張東部 尾張北部 知多半島

１）訪問系サービス

２）日中活動系
サービス

３）居住系サービス

尾張西部

東三河南部 計（名古屋圏域除く）
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