
1

調査の概要

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
構築に係るアンケート集計結果（速報※）

令和元年度精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業

第２回 アドバイザー合同会議（R１.10.18） 資料１－１

都道府県調査 圏域調査 市町村調査

対象 都道府県
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る
保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置している圏域

市町村

対象数 ４７ ― １，７４１

有効回答数
（有効回答率）

４７
（１００％）

２５１
（－）

※３９都道府県から提出

１，１８３
（６７．９％）

※４１都道府県から提出

調査回答者 精神保健福祉主管課
圏域の協議の場の事務局

もしくは担当者
精神保健福祉主管課

調査方法 電子メールによる自記式調査票の配布・回収

調査期間
令和元年９月１３日

～令和元年１０月２日（水）
令和元年９月１７日（火）
～令和元年１０月２日（水）

令和元年９月１７日（火）
～令和元年１０月８日（火）

○令和元年１０月１１日時点の結果を集計したもの。今後、調査票を確認する等する過程で、数値が変わる可能性があることに留意。
○今回は、協議の場の設置状況に係る主な項目について集計したものであり、全体の集計結果については、ポータルサイ等で公表予定。

○詳細な分析（クロス集計等）についても、今後実施する予定であり、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築のための手引き」等におい
て、結果を活用する予定。



保健・医療を起点とした
基盤整備の検討

福祉を起点とした
基盤整備の検討

統合した
地域づくり
の検討

個別支援の検討
の軸

支援体制の整備
の軸

地域基盤の整備
の軸

・個別課題解決
・個別ケースから見える
地域課題の抽出

・個別課題解決
・個別ケースから見える

地域課題の抽出

「
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
」の
構
築
に
向
け
た
議
論
の
統
合

・保健・医療提供
体制の構築

・体制構築に向けた
課題抽出

・障害福祉サービスの
提供体制の構築

・体制構築に向けた
課題抽出

・保健・医療に係る資源等の
活用・開発

・地域の実情に応じた
施策・制度等の検討

・障害福祉サービスに
係る資源等の活用・開発

・地域の実情に応じた
施策・制度等の検討

＜会議体としての「協議の場」＞

「保健・医療・福祉関係者による協議の場」の機能と協議内容の構造の概念

〇「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構築するために最も重要なポイントは、「保健・医療から地域を考える
視点」と「障害福祉から地域を考える視点」の両視点の統合

〇都道府県と保健所及び市町村が責任を持ち、それぞれの保健・医療及び福祉を起点とした基盤整備の検討のうえに、両内
容を統合していくことが必要

〇協議の場では、「保健・医療から地域を考える視点」と「障害福祉から地域を考える視点」の両視点を持ったうえで、「個別支
援の検討」、「支援体制の整備」、「地域基盤の整備」の3つの軸に沿って、さまざまな機能を発揮することが求められる

※横軸は機能、縦軸は協議
の内容の構造を示す
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14件, 
50.0%

8件, 28.6%

6件, 21.4%

0件, 0.0% (n=28)

障害者総合支援法に基づく
協議会

精神障害者地域移行・地域
定着推進協議会

その他の協議会

無回答

2.9

52.9

32.4

5.9 2.9 2.9
0%

20%

40%

60%

0回 1回 2回 3回 4回 5回以上

(n=34)

34件, 
72.3%

13件, 
27.7%

0件, 0.0%
(n=47)

設置している

設置していない

無回答

Q12. 協議の場として活用している既存の協議会

Ⅰ 都道府県単位の協議の場の設置状況等について

都道府県 調査

Q10.今年度の協議の場の開催回数（今年度末までの開催予定）

Q11. 都道府県単位の協議の場の設置形態

Q9. 都道府県単位の保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置の有無

26件, 
76.5%

2件, 5.9%

6件, 17.6%

0件, 0.0% (n=34) 既存の会議体を協議の場と
して位置づけた

既存の会議体に、新たに部
会等を追加して対応した

新規に会議体を立ち上げた

無回答

既存の
会議体
活用

82.4％
（28件）
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保健（本庁所管課/ 精神保健福祉センター/ 保健所等） 34件

医療（医療機関/ 訪問看護ステーション/ 医師会/ 精神科医療機関団体/ 看護協会など） 32件

福祉（相談支援事業所/ 基幹相談支援センターなど） 33件

高齢者・介護保険（地域包括支援センター/ 居宅介護支援事業所/ 介護保険サービス事業所など） 9件

住まい（居住支援法人/ 不動産関係者/ 居住支援協議会関係者/ 地方住宅供給公社など） 6件

就労（ハローワーク/ 就労系福祉サービス事業所/ 企業など） 9件

市町村職員 27件

NPO 法人 6件

当事者 14件

家族 17件

その他 16件

無回答 0件

100.0

94.1

97.1

26.5

17.6

26.5

79.4

17.6

41.2

50.0

47.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
(n=34)

都道府県 調査

Q13. 都道府県単位での協議の場に参画している関係者

Ⅰ 都道府県単位の協議の場の設置状況等について
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普及啓発に係る事項 14件

精神障害者の家族支援に係る事項 10件

精神障害者の住まいの確保支援に係る事項 11件

ピアサポートの活用に係る事項 20件

アウトリーチ支援に係る事項 4件

措置入院者（緊急措置入院者）の退院後の医療継続等に対す
る支援について 9件

精神障害者の地域移行支援に係る職員等に対する研修（人材
育成）に係る事項 22件

入院中の精神障害者の地域移行に係る事項 27件

医療、保健、障害福祉、介護、住まい、社会参加、就労支援等、
当該地域における地域包括ケアシステムの構築の評価に係る事項 13件

身体疾患を有する精神障害者の医療について 0件

精神障害者の社会参加（就労含む）について 4件

精神医療について 2件

第５期障害福祉計画に係る事項 19件

その他 4件

無回答 0件

41.2

29.4

32.4

58.8

11.8

26.5

64.7

79.4

38.2

0.0

11.8

5.9

55.9

11.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
(n=34)

Q21. 都道府県単位の協議の場における協議内容

Ⅰ 都道府県単位の協議の場の設置状況等について

都道府県 調査
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地域アセスメントの実施 12件
地域アセスメントの共有 17件
地域課題の抽出 28件
地域ビジョンの設定 9件
目標設定 9件
個別支援に資する協議及び地域支援体制構築の検討 6件
目標達成に向けたロードマップ作成 2件
成果の評価と改善 11件
無回答 4件

35.3

50.0

82.4

26.5

26.5

17.6

5.9

32.4

11.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
(n=34)

Q22. 都道府県単位の協議の場における取組

Q23. 「地域アセスメント」で使用しているデータ

保健所統計資料等、地域の精神保健福祉活動に係る資料 8件
精神保健福祉資料 9件
ReMHRAD 7件
関係者へのヒアリング 6件
その他 2件
無回答 0件

66.7

75.0

58.3

50.0

16.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
(n=12)

Ⅰ 都道府県単位の協議の場の設置状況等について

都道府県 調査
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普及啓発に係る事項 27件

精神障害者の家族支援に係る事項 25件

精神障害者の住まいの確保支援に係る事項 12件

ピアサポートの活用に係る事項 36件

アウトリーチ支援に係る事項 15件

措置入院者（緊急措置入院者）の退院後の医療継続等に対する支援について 35件

精神障害者の地域移行支援に係る職員等に対する研修（人材育成）に係る事項 40件

入院中の精神障害者の地域移行に係る事項 38件

医療、保健、障害福祉、介護、住まい、社会参加、就労支援等、当該地域における地域
包括ケアシステムの構築の評価に係る事項 8件

身体疾患を有する精神障害者の医療について 10件

精神障害者の社会参加（就労含む）について 8件

精神医療について 15件

第５期障害福祉計画に係る事項 12件

その他 2件

無回答 1件

57.4

53.2

25.5

76.6

31.9

74.5

85.1

80.9

17.0

21.3

17.0

31.9

25.5

4.3

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
(n=47)

Ⅱ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた取組について

Q34. 都道府県における今年度の実施（予定）内容

都道府県 調査
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84.2

0.0

34.2

0.0 2.6
0%

20%

40%

60%

80%

100%

保健所 精神保健
福祉センター

その他 不明 無回答

(n=38)

17.0

0.0

10.6
6.4 8.5 8.5

46.8

2.1
0%

20%

40%

60%

0% 1-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-99% 100% 無回答

(n=47)

Ⅳ 圏域ごとの協議の場の設置について

Q1. 障害保健福祉圏域の協議の場の設置状況 Q2. 都道府県における協議の場の設置圏域割合

22件, 
46.8%

3件, 6.4%

11件, 
23.4%

2件, 4.3%
9件, 19.1%

0件, 0.0% (n=47)

全ての圏域で設置済み

今年度中に設置予定

令和2年度末までに設置予定

未設置かつ未確定

その他

無回答

Q3. 障害保健福祉圏域における協議の場の事務局（複数回答）

32件 0件 13件 0件 1件

8件 0件 5件 3件 4件 4件 22件 1件

協議の場を設置している障害保健福祉圏域がある
都道府県

83.0％（38都道府県）

都道府県 調査

協議の場設置済み障害保健福祉圏域数

各都道府県 障害保健福祉圏域数

（注）
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Q6. 圏域での協議の場として活用している既存の協議会

Ⅰ 圏域における協議の場の設置状況等について

圏域 調査

Q5. 圏域での協議の場の設置形態

69.7%10.0%

16.7%

3.6%
(n=251) 既存の会議体を協議の場と

して位置づけた

既存の会議体に、新たに部
会等を追加して対応した

新規に会議体を立ち上げた

無回答

26.0%

38.5%

33.5%

2.0% (n=200)

障害者総合支援法に基づく
協議会

精神障害者地域移行・地域
定着推進協議会

その他の協議会

無回答

既存の
会議体
活用

79.7％
（200件）

Q4. 今年度の協議の場の開催回数（今年度末までの開催予定）

4.4

37.5

24.3

13.1
6.8

14.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0回 1回 2回 3回 4回 5回以上

(n=251)
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Ⅰ 圏域における協議の場の設置状況等について

圏域 調査

Q７. 圏域単位での協議の場に参画している関係者

％

N=２５１

7.6

34.3

27.1

16.7

15.5

86.9

39

11.6

23.9

91.2

90.4

90.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答

その他

家族

当事者

NPO 法人

市町村職員

就労（ハローワーク/ 就労系福祉サービス事業所/ 企業など）

住まい（居住支援法人/ 不動産関係者/ 居住支援協議会関係者/ 地方住宅供給公社など）

高齢者・介護保険（地域包括支援センター/ 居宅介護支援事業所/ 介護保険サービス事業

所など）

福祉（相談支援事業所/ 基幹相談支援センターなど）

医療（医療機関/ 訪問看護ステーション/ 医師会/ 精神科医療機関団体/ 看護協会など）

保健（本庁所管課/ 精神保健福祉センター/ 保健所/ 保健センター等）
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Ⅰ 圏域における協議の場の設置状況等について

圏域 調査

Q２７. 圏域単位での協議の場における協議内容

％

N=２５１

7.6 

10.4 

12.4 

15.5 

17.9 

4.0 

12.7 

66.5 

48.6 

27.9 

9.2 

39.0 

16.7 

24.7 

41.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

無回答

その他

第５期障害福祉計画に係る事項

精神医療について

精神障害者の社会参加（就労含む）について

身体疾患を有する精神障害者の医療について

医療、保健、障害福祉、介護、住まい、社会参加、就労支援等、当該地域における地域包括ケアシステ

ムの構築の評価に係る事項

入院中の精神障害者の地域移行に係る事項

精神障害者の地域移行支援に係る職員等に対する研修（人材育成）に係る事項

措置入院者（緊急措置入院者）の退院後の医療継続等に対する支援について

アウトリーチ支援に係る事項

ピアサポートの活用に係る事項

精神障害者の住まいの確保支援に係る事項

精神障害者の家族支援に係る事項

普及啓発に係る事項
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Ⅰ 市町村における協議の場の設置状況等について

市町村 調査

Q4.・Q27 市町村単位での協議の場の設置の有無 Q6. 市町村での協議の場の設置形態

67.2%12.8%

6.2%

13.8%

(n=406) 既存の会議体を協議の場と
して位置づけた

既存の会議体に、新たに部
会等を追加して対応した

新規に会議体を立ち上げた

無回答

34.3%

1.9%
26.3%

31.9%

4.6%
0.8% 0.2% (n=1183)

設置済（共同設置含む）
今年度中に設置予定
令和2 年度末までに設置予定
未設置かつ未確定
その他
設置時期無回答
設置の有無無回答

Q５. 今年度の協議の場の開催回数（今年度末までの開催予定）

％

17.7 19.0 
17.2 

10.6 
7.4 

28.1 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上
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Q８. 市町村単位での協議の場に参画している関係者

Ⅰ 市町村における協議の場の設置状況等について

市町村 調査

N=４０６

％

16.5

42.6

27.8

22.4

15.5

70.9

39.2

8.9

33.7

79.6

69.5

72.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

無回答

その他

家族

当事者

NPO 法人

市町村職員

就労（ハローワーク/ 就労系福祉サービス事業所/ 企業など）

住まい（居住支援法人/ 不動産関係者/ 居住支援協議会関係者/ 地方住宅供給公社な

ど）

高齢者・介護保険（地域包括支援センター/ 居宅介護支援事業所/ 介護保険サービス事業

所など）

福祉（相談支援事業所/ 基幹相談支援センターなど）

医療（医療機関/ 訪問看護ステーション/ 医師会/ 精神科医療機関団体/ 看護協会など）

保健（本庁所管課/ 精神保健福祉センター/ 保健所/ 保健センター等）
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Q16. 市町村単位での協議の場において協議している内容

普及啓発に係る事項

精神障害者の家族支援に係る事項

精神障害者の住まいの確保支援に係る事項

ピアサポートの活用に係る事項

アウトリーチ支援に係る事項

措置入院者（緊急措置入院者）の退院後の医療継続等に対する支援について

精神障害者の地域移行支援に係る職員等に対する研修（人材育成）に係る事項

入院中の精神障害者の地域移行に係る事項

医療、保健、障害福祉、介護、住まい、社会参加、就労支援等、当該地域における
地域包括ケアシステムの構築の評価に係る事項

身体疾患を有する精神障害者の医療について

精神障害者の社会参加（就労含む）について

精神医療について

第５期障害福祉計画に係る事項

その他

無回答

31.5

28.8

25.6

16.0

11.1

11.6

16.3

42.6

17.2

4.7

27.8

8.6

29.8

11.8

18.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%
(n=406)

Ⅰ 市町村における協議の場の設置状況等について

市町村 調査
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Ⅰ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築のための手引き」 及び「ReMHRAD 」について

各 調査

48.1 

88.4 

97.9 

50.6 

9.6 

0.0 

1.3 

2.0 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村（１１８３）

圏域（２５１）

都道府県（４７）

手引きの認知割合

知っている 知らない 無回答

31.1

54.5

76.1

43.9

35.1

17.4

23.6

7.7

6.5

1.4

2.7

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村（１１８３）

圏域（２５１）

都道府県（４７）

手引きの活用について

読んで活用している 読んだが活用していない 読んでいない 無回答

16.3

1.4

61.8

60.7

64.6

10

3.2

68.5

60.2

66.5

2.1

10.6

74.5

76.6

78.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

無回答

その他

実施主体ごとの事例（都道府県、政令

市、保健所設置市、市町村）

協議の場の実施・運営方法

各事業等の具体的な実施方法や事例

手引きに盛り込んで欲しい内容

都道府県（４７） 圏域（２５１） 市町村（１１８３） ％

（回答数）

（回答数）

（回答数）

28.4 

79.7 

93.6 

65.6 

17.1 

2.1 

6.0 

3.2 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村（１１８３）

圏域（２５１）

都道府県（４７）

ReMHRADの認知割合

知っている 知らない 無回答
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