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６．障害者総合支援法の概要 

障害者総合支援法に基づく障がい者支援の概要 

平成２５年度に施行され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（障害者

総合支援法）は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等、障がいのある方

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法を改正した制度です。 

障害福祉サービスや自立支援給付の内容、介護給付費等の支給決定、障害支援区分の認定、指定障

害福祉サービスの事業者の指定、地域生活支援事業、障害福祉計画の作成等について定めています。 

 対 象 者  

●身体障害者手帳所持者 

●療育手帳所持者 

●精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証所持者 

●厚生労働省指定の難病（巻末資料参照）の証明書（診断書又は指定難病受給者証等）所持者 

 自己負担割合  

 原則１割 

 利用者負担のしくみ  

居宅介護（ホームヘルプ）、短期入所（ショートステイ）や施設入所など障害福祉サービスの利用に

応じて、その費用の１割の負担と施設での食費･光熱水費等の実費が必要となりますが、低所得者の方

には、負担が大きくならないよう、利用するサービスに応じて負担を軽減する仕組みがあります。 

※所得に応じて1か月あたりの支払いの限度額を設定します。 

区 分 収入状況等 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得１ 市民税 

非課税世帯 

サービスを利用する本人又は障害児の保護者

の年収が８０万円以下 
０円 

低所得２ その他 ０円 

一般１ 市民税 

課税世帯 

市民税所得割額が１６万円未満（障害児及び 

２０歳未満の施設入所者は２８万円） 

※入所施設利用者（２０歳以上）及びグルー

プホーム利用者を除く。 

９，３００円 

※18 歳未満の居宅・

通所利用者は 4,600 円 

一般２ その他 ３７，２００円 

 ●障害福祉サービスから介護保険サービスに移行した方の利用負担軽減制度について 

６５歳になるまでに５年以上、特定の障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護・生活介護・

短期入所）を利用されていた方で一定要件を満たす場合、介護保険移行後に利用した特定の介護保

険サービス（訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅

介護）の利用者負担額（高額介護サービス等の対象となる場合は支給後の利用者負担額）が償還さ

れます。 
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 事業体系  

 障害福祉サービスは、個々の障がいのある方の障害支援区分や勘案事項（社会活動や介護者、居住

等の状況等）をふまえ、個別に支給決定が行われる「介護給付」、「訓練等給付」等の「自立支援給付」

と、都道府県、市町村によって柔軟に実施されるコミュニケーション支援、ガイドヘルプ（移動支援）

地域活動支援センター等の「地域生活支援事業」に大別され、構成されています。 
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 福祉サービスの概要  

介
護
給
付 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
自宅で、入浴、排せつ、食事および家事支援の介護等を行う 

重度訪問介護 
重度の障がいのある方で常に介護を要する人に、自宅で入浴、排せつ、

食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う 

同行援護 
移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援、移動の

援護等を行う 

行動援護 
自己判断能力に制限がある人が行動する際、危険を回避するために必要

な支援、外出支援を行う 

重度障害者等包括支援 介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う 

短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合など、短期間、夜間も含め施設で、入浴、

排せつ、食事の介護等を行う 

療養介護 
医療と常時介護を要する人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看

護、介護及び日常生活支援を行う 

生活介護 
常に介護を要する人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとと

もに、創作的活動又は生産活動の機会提供を行う 

施設入所支援 施設へ入所し、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う 

訓 

練 

等 

給 
付 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生

活能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行う 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及

び能力の向上のために必要な訓練を行う 

共同生活援助 

（グループホーム） 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助 

自立生活援助 
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や

必要な情報の提供、関係機関との連絡調整等を行う 

就労定着支援 
一般企業等へ就労した人に、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継

続を図るために必要な連絡調整や指導・助言等を行う 
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 サービス利用までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護等給付 訓練等給付 

障がい福祉課職員との面談と申請書の提出 

（本人の心身の状況や生活状況などについて聞き取りします。） 

障がい福祉課より受給者証が送付される 

事業者と契約 

サービス利用開始 

サービスの更新手続き 

サービスの利用を継続する場合、1 年おきに更新手続きが必要となります。 

障がい福祉課より更新案内を送付しますので、申請書の提出をお願いいたします。 

障がい福祉課に相談 

 (事前にお電話にて相談をいだただけると、よりスムーズに手続きを進めることができます。) 

サービス担当者会議を開催の上、サービス等利用計画の作成 

※相談支援専門員が作成します。 

サービス等利用計画案の作成 

※相談支援専門員が作成します（希望する相談支援事業所がない場合、障がい福祉課で調整します） 

障害支援区分の認定(※ 18 歳以上の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

※ 区分認定までは 2 か月程度かかります。 

医師意見書 

一次判定（コンピュータ判定） 

認定調査 

二次判定（市町村審査会における審査） 

障害支援区分の認定（非該当・区分１～６） 
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 障害支援区分の認定  

障害支援区分とは、障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合い

を示す６段階の区分です。全国統一基準の認定調査と医師意見書からなるアセスメントに基づき、市

町村に設置される審査会において、区分を審査判定します。その審査判定結果（二次判定）に基づき

市町村において障害支援区分を認定します。 

この障害支援区分は、「社会活動や介護者、居住等の状況」、「サービスの利用意向」とともに、介護

給付費等のサービスの支給決定をするための勘案事項となります。 

なお、障がい児は障害支援区分の認定は行いませんが、障がいの種類や程度の把握のために別途調

査を行います。 

 利用者負担の上限額管理事務について  

ひと月あたりの利用者負担額が、設定された負担上限月額を超過することが予測される場合には、

サービスを提供する事業所が利用者負担額の上限額管理を行う仕組みがあります。 

【上限額管理対象者の例】 

●複数の障害福祉サービス事業所からサービスを利用する場合 

●同一世帯に複数の障がい児がいて、同一の保護者がサービスの支給決定を受けている場合 

※障害者総合支援法と児童福祉法の各サービスをまたがっての上限管理はできません。この場合、

各サービスについて必要に応じて上限管理を行った後、高額償還給付の申請が必要です。 

 必要書類  

●申請書 （障がい福祉課に備え付けてあります） 

●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、厚生労働省指定

の難病（巻末資料参照）に罹患していることがわかる証明書（診断書又は指定難病受給者証等） 

●マイナンバーを確認できる書類（巻末資料参照） 

●身元を確認できる書類（巻末資料参照） 

 窓  口  

問い合せ…障がい福祉課 自立支援係 電話 525-3746 FAX 533-5263 

申請窓口…障がい福祉課（支所での受付はできません） 
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７．児童福祉法の概要 

児童福祉法に基づく障がい児支援の概要 

平成２４年度に児童福祉法が改正され、障がい児及びその家族が、身近な地域で必要な支援を受け

られるよう、障がい種別に分かれていた障がい児施設が、通所による支援（障害児通所支援）と入所

による支援（障害児入所支援）に体系化されました。また、地域支援を強化するため、保育所等訪問

支援や障害児相談支援等があります。 

 対 象 者  

●身体障害者手帳を所持するこども（１８歳未満） 

●療育手帳を所持するこども（１８歳未満） 

●精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証を所持するこども（１８歳未満） 

●厚生労働省指定の難病（巻末資料参照）に罹患している証明書（診断書又は指定難病受給者証等）

を所持するこども（１８歳未満）   

●発達障がいのあるこども（１８歳未満） 

 福祉サービスの概要  

児童福祉法に基づくサービスを紹介します。 

 障害児通所支援  

サービス名 サービスの概要 

児童発達支援 
未就学の障がい児を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識

や技能の習得、集団生活への対応訓練などを行います。 

放課後等デイサービス 
学校に通う障がい児を対象に、放課後等に生活能力向上のための訓練や

地域交流の機会の提供などを行います。 

医療型児童発達支援 
肢体不自由児を対象に医療管理の下で、理学療法等の発達支援を行いま

す。 

保育所等訪問支援 

専門的な支援の技術を持った訪問支援員が、保育所等を訪問し、集団生

活への適応のための支援や、訪問先施設のスタッフに支援方法の指導を

行います。 

 障害児相談支援  

サービス名 サービスの概要 

障害児相談支援 

障害児通所支援を利用する障がい児に対し、相談支援専門員が利用者の

希望や状況をふまえた、生活全体を網羅した計画である、障害児支援利

用計画案を作成します。また、定期的に利用状況などを確認するモニタ

リングを行います。 
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 相談－支給決定－サービス利用までの流れ  

福祉サービスを利用するためには、障がい福祉課で申請し、サービスの支給決定、受給者証の交付

を受ける必要があります。利用者の状況を把握するための面接調査（アセスメント）の結果やサービ

ス利用の意向等を勘案し、必要なサービスや支給量が決定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①福祉サービスを希望する場合は、障がい福祉課や委託相談支援事業所、障害児相談支援事業所に相

談し、心身の状況、介護者の状況、生活の場所や居住環境、サービスの利用意向などをお伝えくだ

さい。 

②相談の結果、サービス利用の手続きをすることが決まったら、指定された申請書などを提出。 

③申請書などを提出した後、面接調査（アセスメント）を行います。通所支援を申請しようとする場

合、障害児支援利用計画案を作成・提出します。障害児支援利用計画案は、相談支援事業者により、

生活に対する意向、サービスの種類・内容等を考慮して作成されます。 

④支給決定は、面接調査の結果、心身の状況、介護者の状況、生活の場所や居住環境、サービスの利

用意向を勘案して行います。 

通常、支給決定まではおおよそ２週間程度かかります。 

 

 

 

 

① 相 談 

③ 面接調査（アセスメント） 

《通所支援のみ》 

障害児支援利用計画案の作成・提出 

② 申請書等の提出 

サービス提供事業者 

との契約・サービス利用 

④ 支給決定・受給者証の交付 

支給決定は、 

◎面接調査の結果 

◎心身の状況 

◎介護者の状況 

◎生活の場所、居住環境 

◎サービスの利用意向

等を勘案して行います。 

相談先 

◎障がい福祉課 

◎委託相談支援事業所 

 （こじか KIDS サポート） 

◎障害児相談支援事業者 

――――――――――― 

担当者に伝えること 

◎心身の状況 

◎介護者の状況 

◎生活の場所、居住環境 

◎サービスの利用意向など 

障害児支援利用計画案は、 

相談支援事業者により 

◎生活に対する意向 

◎サービスの種類・内容等

を考慮して作成されます。 
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 利用者負担のしくみ    

福祉サービスの自己負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等

に配慮した負担（応能負担）となっています。 

通所支援に伴う光熱水費等の実費や食費については、実費負担があります。自己負担、実費負担と

もに所得の少ない人の負担が大きくならないよう、軽減措置が設けられています。 

また、負担額には上限額が設定されており、上限額以上の額を負担することはありません。 

なお、負担額が上限に達しない場合は、サービス提供に要した費用の１割負担となります。 

区 分 収入状況等 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得１ 市民税 

非課税世帯 

障がい児の保護者の年収が８０万円以下 ０円 

低所得２ その他 ０円 

一般１ 市民税 

課税世帯 

所得割２８万円未満 
通所 ４，６００円 

入所 ９，３００円 

一般２ その他 ３７，２００円 

※所得を判断する際の「世帯」の範囲 

障がい児の利用者については、原則として保護者が属する住民基本台帳の世帯。親が単身赴任等

で別世帯である場合も含みます。 

※市町村民税所得割額の算定に当たっては、「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄附金税額控除」

による税額控除前の市町村民税所得割額で判定を行うこととします。 

利用者負担の上限額管理事務について 

ひと月あたりの利用者負担額が、設定された負担上限月額を超過することが予測される場合には、

サービスを提供する事業所が利用者負担額の上限額管理を行う仕組みがあります 

≪上限額管理対象者の例≫ 

●複数の障害福祉サービス事業所からサービスを利用する場合 

●同一世帯に複数の障がい児がいて、同一の保護者がサービスの支給決定を受けている場合 

※国の制度変更により、利用者負担の月額上限額の軽減措置等により変更となる場合があります。 

幼児教育・保育の無償化について 

障がい児通所支援にかかる利用者負担額について、所得や保護者の就労の有無に関係なく、３歳に

なって初めての４月１日から就学までの３年間無償になります。（医療費や実費負担している食費等に

ついては利用者にご負担いただきます） 

 ※対象となるサービス：児童発達支援/医療型児童発達支援/保育所等訪問支援 

 

就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について 

年収約３６０万円未満相当の世帯については年齢を問わず兄、姉がいる場合、それ以外の世帯につ

いては兄、姉が就学前で障害児通所支援を利用している、または保育所・幼稚園等に通っている場合

障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。 

※対象となるサービス：児童発達支援/医療型児童発達支援/保育所等訪問支援 

 

 窓 口  

問い合せ…障がい福祉課 自立支援係 電話 525-3746 FAX 533-5263 

申請窓口…障がい福祉課（支所での受付はできません） 


