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具体的な取組み 目標 全計画期間における取組み・達成状況 
（１）必要な健康・医療サービスを受ける ①医療サービスの充実   

〇周産期緊急医療体制の整備・充実（地域保健課） 

極小未熟児など重症新生児や、母胎・胎児が危険な状態にある妊産婦を集中治療

施設を有する専門医療機関に緊急搬送し、適切な医療が受けられる体制を確保するた

めに、産科、新生児科の連携のもと、２４時間受入れ可能な病院の確保や患者の搬送

体制、情報システムの整備・充実を図るとともに新生児外科との連携強化に取り組みま

す。 

 ○極小未熟児など重症新生児や、母胎・胎児が危険な状態にある妊産婦を集中治療施設を有する専門医療機関に緊急搬

送し、適切な医療が受けられる体制を確保するために、産科、新生児科の連携のもと、２４時間受入れ可能な病院の確保や

患者の搬送体制、情報システムの運営を行った。 
〇 

〇医療機関や医療スタッフの理解を深めるための取組み（地域生活支援課） 

医療機関に望まれる障がい者への配慮等を記載した「障がい者配慮ガイドブック」等

を作成しており、さまざまな機会を通じて関係機関に周知等を図り、障がいのある方が身

近な地域で安心して医療を受けることができるよう普及・啓発に努めます。 

 

 ○医療機関の協力・連携により、脊髄損傷の合併症や脳性麻痺の二次障がい、脳性麻痺・金疾患の消化器・呼吸器合併症

等に対応するため、初期または専門的な診療の提供や患者紹介の円滑化を図ることを目的に「障がい者地域医療ネットワー

ク」を形成し、関連資料を府のホームページに掲載するとともに、医療と福祉の連携強化のためのシンポジウムや障がい者地

域医療ネットワーク推進事業実施連絡会研修会を開催し、障がい者医療の普及・啓発及び推進を行った。 

  【研修会開催実績】 

■医療と福祉の連携強化のためのシンポジウム 

    ・医療的ケアが必要な重心児者の在宅生活支援（平成 30年 6月 7日開催） 

    ・医療的ケアが必要な方の在宅支援システムの構築にむけて（令和元年 6月 15日開催） 

■障がい者地域医療ネットワーク推進事業実施連絡会研修会 

    ・平成 30年 9月 8日開催 

      午前「アテトーゼ型脳性まひの障がいのある方の体と生活を理解する」 

      午後「脊髄損傷とリハビリについて」 

    ・令和元年 9月 7日開催 

      午前「脳性まひによる障がいのある方の思いと生活を理解する」 

      午後「小児脊髄損傷とリハビリテーションについて」 

  【普及啓発実績】 

■平成 24年度に府内医療機関（9,621 機関）へ「障がい者配慮ガイドブック」等啓発ツールを配布し、ホームページ上に 

て啓発ツールを公開、啓発を行った。 

 

〇 

〇障害者総合支援法に基づく自立支援医療費に対する公費負担（指導監査課、地域

保健課、こころの健康総合センター） 

 障害者総合支援法に基づき、自立支援医療の認定を受けた障がい者等の支給対象

疾患の医療に要する費用に対し公費負担を行います。 

・自立支援医療（育成医療） 

・自立支援医療（更生医療） 

・自立支援医療（精神通院医療） 

 

《参考》 

平成２８年度実施状況 

＜育成医療＞ 

件数７，３６３件 

大阪府負担金（１/４負担） 

３７，６２７千円 

＜更生医療＞ 

件数１２８，１９８件 

大阪府負担金（１/４負担）４，５５４，１９６千円 

＜精神通院医療＞ 

件数 ９２，９３８件 

医療費支払額 

１３，２６４，２９４千円（うち国庫負担６，７８０，８３９千円） 

 

○障害者総合支援法に基づき、自立支援医療の認定を受けた障がい者等の支給対象疾患の医療に要する費用に対し、公費

負担を行った。 

【平成 30年度実績】 

 <育成医療>件数：5,320件、大阪府負担金（1/4負担）：41,128千円 

 <更生医療>件数：152,091件、大阪府負担金（1/4負担）：4,948,513千円 

 （精神通院医療）件数：99,760件、大阪府負担金（1/2負担）：7,147,220千円 

【令和元年度】 

 <育成医療>件数：4,606件、大阪府負担金（1/4負担）：34,614千円 

 <更生医療>件数：172,121件、大阪府負担金（1/4負担）：4,994,860千円 

 （精神通院医療）件数：96,055件、大阪府負担金（1/2負担）：7,407,325千円 

〇 

〇重度の障がい者に対する医療費等の公費負担（障がい福祉室、国民健康保険課） 

医療のセーフティネットの観点から、重度の障がい者が医療機関等の窓口で負担する

医療費等の一部を助成する市町村に対し、助成額の１／２を補助します。 

 

《参考》 

平成２８年度実施状況 

対象者数６０，９０６人 

大阪府補助額（１／２補助） 

４，９３４，１７９千円 

○医療のセーフティネットの観点から、重度の障がい者が医療機関等の窓口で負担する医療費等の一部を助成する市町村に

対し、助成額の１／２を補助した。 

 【平成 30年度実績】 

  <対象者数>113,015名 

  <大阪府補助額（1/2補助）>7,257,179千円 

 【令和元年度実績】 

  <対象者数>149,804名 

  <大阪府補助額（1/2補助）>9,552,931千円 

※福祉医療費助成制度の再構築に伴い、平成30年度より老人医療から重度障がい者医療への重度障がい者の移行を開

始。 

 

〇 

〇小児慢性特定疾病医療費助成制度（地域保健課） 

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭

の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成されます。 

 

《参考》 

平成２８年度実施状況 

承認延べ件数６，７３５件 

１，１５４，１７３千円 

○小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、小児慢性特定疾病に係る医療費の自己負担分の一部を助成した。 

【令和元年度実績】 

  承認件数 ３，２９３件 

  助成額 １，０９６，１９７千円 

 

〇 

〇難病患者に対する医療費援助（地域保健課） 

難病に対する適正医療の普及を推進するため、指定された疾病について、医療費援

助による負担軽減を行います。 

《参考》 

平成２８年度実施状況 

交付件数 

指定難病分             特定難病分 

７２，２５１件             １３０件 

○難病患者について、難病に係る医療費の自己負担分の一部を助成した。 

  【令和元年度実績】 

   ・指定難病分 

     交付件数 ４５，９９７件        助成額 ８，７６８，５１３千円 

   ・特定疾患分 

〇 



第 4次大阪府障がい者計画（後期計画） 具体的な取組み・達成状況   生活場面Ⅳ「心や体、命を大切にする」 

２８ 

 

１１,５０５,１５１千円         ２５，８０５千円      交付件数 １０７件           助成額 １９，９３３千円 

○発達障がいにかかる専門的な医療機関の確保（再掲）（地域生活支援課） 

発達障がいの確定診断が可能な医療機関の拡充を図るため、小児科医、精神科医

を対象とした養成研修を実施してきましたが、なお診療待ち時間が長い状況であるた

め、専門医師を養成し、医療機関の確保に努めます。  

また、発達障がいの診断等にかかる専門医療機関に関する情報をホームページでご

覧いただけるようになりました。今後は正確な情報提供に努めていきます。 

さらに、二次医療圏毎に１か所程度、圏域の医療機関の研修や診療支援の機能を備

える医療機関を確保し、圏域における医療機関同士の連携を図ります。また、府が作成

する支援ツールの活用等を通じて、ネットワーク登録医療機関における医療と福祉の連

携の強化を図ります。 

 

目標値（平成３２年度） 

ネットワーク登録医療機関での診察待ち時間の短縮を図る 

○大阪母子医療センター及び大阪精神医療センターに委託して小児科医師や精神科医師について、発達障がいの診断がで

きる専門医師養成とともに、令和元年度からは地域のかかりつけ医向けに、かかりつけ医等発達障がい対応力向上研修を実

施。 

○２次医療圏毎に圏域の医療機関の研修や診療支援の機能のある医療機関を拠点医療機関として指定。 

（豊能：大阪大学医学部附属病院、三島：大阪医科大学附属病院、北河内：大阪精神医療センター、中河内：八尾市 

立病院、南河内：近畿大学病院、泉州：大阪母子医療センター） 

○医療機関ネットワークの登録医療機関での初診待機期間は約 7から８週間で推移し、ほぼ横ばい状態。特定の医療機関で

初診待機期間が長期化する傾向が見られる 

△ 

○医療連携の推進(健康づくり課)  

二次医療圏毎に、脳血管疾患、心血管疾患、糖尿病の患者にかかる医療連携の状

況を、地域で診療に携わる医療従事者間で共有する会議を開催し、地域の実情に応じ

て、連携体制の充実を図ります。 

 

 ○二次医療圏毎に、脳血管疾患、心血管疾患、糖尿病にかかる地域医療連携のための連携会議を開催し、地域の実情に応

じて医療従事者向け研修会や府民啓発等の事業を実施している。 

 【連携会議の開催回数・事業の実施回数】 

  平成 30年度 連携会議 19回、事業  ４回 22回 

  令和元年度 連携会議  １９回、事業 ５回 24回 

  令和２年度  調整中 

 

〇 

〇精神科病院入院患者の療養環境の向上（こころの健康総合センター） 

精神科病院入院患者の適正な医療及び保護の確保を図るため、精神科病院実地

指導や措置入院患者等の実地審査、精神医療審査会の充実に努めます。 

また、人権に配慮した医療提供体制を構築すること等により療養環境の向上を図るた

め、精神科医療機関療養環境検討協議会において、参画団体等から収集した情報等

を検証し、各病院における取組みや実践例についての情報提供及び共有化を図りま

す。 

 ○精神科病院に対する実地指導の実施 

■平成 30年 6月 30日現在、府内(大阪市、堺市、枚方市、高槻市及び八尾市を除く)の精神科病院(精神科病床を有す

る病院)は、39病院、13,314病床となっている。これらの病院に対して、入院患者の人権に配慮した適正な精神医療及

び保護を確保するため、関係法令の遵守及び適正な医療及び保護の状況を調査し、必要な指導を行った。 

■実地指導病院 39病院（大阪市、堺市、枚方市、高槻市及び八尾市を除く） 

■平成 31年度は、病院病床数に変更なく、39病院に実地指導を行っている。令和 2年度は、寝屋川市、吹田市に事務

移譲され、担当病院病床数が減少する予定である。 

○措置入院患者等の実地審査の実施 

精神科病院に入院している措置入院患者及び医療保護入院患者等に適正な医療の提供及び保護が行われるよう当該患

者の病状及び処遇に関する審査を実施した。 

 平成 30年度 

  実施病院 39病院（大阪市、堺市、枚方市、高槻市及び八尾市を除く） 

  審査件数  43件 

 平成 31年度 

  実施病院 38病院（大阪市、堺市、枚方市、高槻市及び八尾市を除く） 

  審査件数 54件 

○精神医療審査会の実施 

精神科病院から提出される医療保護入院届及び措置・医療保護入院者定期病状報告書等の審査、入院患者等からの退

院及び処遇改善請求の審査を行った。 

  入院届審査件数        H30： 9,653件、H31： 9,910件 

  定期病状報告審査件数   H30： 4,571件、H31：4,591件 

  退院請求審査件数      H30：199件（受理件数：312件  取り下げ・退院終了：113件） 

                                     H31：261件（受理件数：389件  取り下げ・退院終了：128件） 

  処遇改善請求審査件数     H30： 81件（受理件数：111件  取り下げ・退院終了： 30件） 

                    H31：85件（受理件数：135件  取り下げ・退院終了： 50件） 

○療養環境の向上等 

精神科病院療養環境検討協議会における検討を尊重し、人権尊重を基本とした医療の提供と処遇の向上に努めるととも

に、大阪府こころの健康総合センターや保健所を通じて情報の提供に努めた。 

 

〇 

〇精神疾患の早期治療の推進（地域保健課） 

各保健所において、精神科嘱託医師による相談（こころの健康相談事業）を実施する

とともに、電話相談に応じ、精神科受診等に必要な情報提供や助言を行います。 

 また、夜間・休日において、精神疾患の急性憎悪等により治療が必要な場合に対応

するため、精神科救急医療体制整備事業として、救急病院を確保し、適切な医療を提

供します。 

 

《参考》 

平成２８年度実施状況 

大阪府精神科救急医療情報センター対応件数  

２,５６４件 

夜間・休日精神科身体合併症支援システム利用件数  ２３６件 

○こころの健康相談事業  

 各保健所において精神科嘱託医師による相談や訪問を実施し、早期の受療支援を行った。 

  ・平成 30年度 相談 30,409人、訪問指導 3,226人 

 ・平成 31年度 相談 28,046人、訪問指導 3,234人 

○精神科救急医療体制整備事業 

夜間・休日において精神科疾患もしくは症状の急発または急変に対応するため、医療相談窓口を設置し、府民の夜間・休

日の医療相談体制の充実をはかり、治療が必要な場合に対応するため､救急病院を確保し、適切な医療を提供した。 

 おおさか精神科救急ダイヤル 

  ・平成 30年度 16,187件 

  ・平成 31年度 17,457件 

 大阪府精神科救急医療情報センター対応件数  

  ・平成 30年度 2,547件 

  ・平成 31年度 2,695件 

 夜間・休日精神科身体合併症支援システム利用件数   

〇 
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  ・平成 30年度 277件 

  ・平成 31年度 250件  

〇大阪難病医療情報センターの運営（地域保健課） 

大阪難病医療情報センターについて、難病の医療に関する情報の収集・発信機能を

強化し、保健所難病対策事業への支援、大阪難病医療ネットワーク事業等大阪府内の

医療機関の連携を推進することにより、地域での在宅難病患者に関する総合的な支援

体制の確保を図ります。 

・難病医療に関する電話、面接相談 

・コミュニケーション機器の貸し出し、調整 

・遺伝相談、就労相談 

・患者家族対象の医療療養相談会の開催 

・難病に関する情報発信（調査・研究） 

・地域ネットワーク強化に向けた研修（会議）の開催 

・神経難病医療ネットワークの運営 

・保健所への支援（情報の収集と提供、講演やカンファレンスなどでの助言、関係機関

への同伴訪問） 

目標値 

地域のネットワーク強化に向けた研修（会議）：年１回以上 

○難病患者・家族や関係機関を対象に難病医療に関する電話、面接相談、就労相談などの患者支援を行った。 

○また、難病に関する普及・啓発や地域の医療ネットワーク強化のため、新たに「大阪難病医療ネットワーク」のホームページを

新たに立ち上げた 

・難病医療に関する相談支援 

（相談件数：メール 1,874件、訪問・電話・来所等 3,003件 計 4,877件） 

・コミュニケーション支援 

（コミュニケーション支援セミナ― 開催 参加者数：61名、その他コミュニケーション機器の貸し出し等） 

・地域のネットワーク強化、人材育成のための、関係機関対象研修の開催（開催数：2回 参加者数：119名) 
〇 

〇在宅難病患者に対する訪問指導の実施（地域保健課） 

医療費助成の新規申請や更新申請時の機会に患者の状況について把握し、また、

患者の病状やニーズに応じて、支援の必要性の高い難病患者への、電話、面接、訪問

等による支援を実施します。 

目標値 

新規申請患者への保健師支援において、初回支援基準票に従った訪

問の実施 

○指定難病の医療費助成に係る新規・更新申請時に個別面談などを実施し、患者の状況や支援ニーズを把握したうえで、支

援の必要性の高い難病患者には、個別訪問等を実施した。また、新規申請患者への保健師の支援については、初回支援

基準票に沿った訪問を実施した。 〇 

〇保健所における難病事業の充実（地域保健課） 

現在の難病患者を取り巻く社会情勢を踏まえて、患者個別に実施している電話、面

接、訪問といった支援だけでなく、疾患に関する理解と、日常生活の質の向上につなが

るように、難病患者及び家族を対象とした難病講演会や学習会、患者交流会といった集

団支援を行っていきます。 

また、地域の状況に合わせた医療・保健・介護・福祉のネットワーク構築に向けて、関

係機関対象の研修会等の実施を行っていきます。これらの事業を通して、地域の療養

体制整備を図ります。 

目標値 

難病講演会の開催：各府保健所年 1回以上 

関係機関対象の会議や研修の開催：各府保健所年１回以上 

○府所管各保健所において、難病患者・家族に向けた難病講演会、及び医療・保健・介護・福祉のネットワーク構築に向けた

関係機関による会議や研修会を毎年 1回以上行った。 

〇 

〇ハンセン病回復者のニーズに応じた医療・福祉サービスの提供（地域保健課） 

地域で暮らすハンセン病回復者が求める福祉サービスの提供が可能となるよう、定期

訪問や電話相談によりニーズを把握し、ハンセン病回復者支援コーディネーターや市町

村、関係機関等と連携を図りながら、必要な支援に努めます。 

また、ハンセン病後遺症に対し適切な医療・介護を提供できるよう、関係機関と連携

し、研修等を通じて啓発を行います。 

 ○地域で暮らすハンセン病回復者への定期訪問や電話相談により、個別相談事例に応じてニーズを把握し、ハンセン病回復

者の求める福祉サービスの提供が可能となるように、ハンセン病回復者支援コーディネーターや市町村、関係機関などと連

携を図りながら、必要な支援に努めた。 

○ハンセン病後遺症に対し、適切な医療・介護を提供できるよう、関係機関と連携し、研修等を通じて啓発を行った。 
〇 

〇障がい者（児）歯科診療の充実（健康づくり課） 

障がい者（児）が、身近な地域で、障がいの特性に応じた歯科診療を安心して受けら

れるよう、障がい者（児）歯科診療施設の地域的偏在の解消に努めます。 

 ○一般歯科診療所では対応の困難な障がい者（児）の診療を行う障がい者歯科診療センターを運営している。 

場所：一般社団法人大阪府歯科医師会附属歯科診療所（大阪市天王寺区） 

開設日時：毎週火曜日、木曜日、土曜日の午後２時から午後４時 

患者数： 

    平成３０年度  延べ 3,170人 

    令和元年度  延べ 3,178人 

    令和２年度   事業実施中 

○二次医療圏ごとに障がい者（児）歯科診療を実施する医療機関を確保し、障がい者が日常生活圏内においても歯科保健医

療サービスを受けられるように、障がい者歯科診療を実施している医療機関等に対して人件費補助を行っている。 

 補助施設数  

  平成３０年度  ８施設 

  令和元年度  ８施設 

  令和２年度   事業実施中 

〇 

（１）必要な健康・医療サービスを受ける ②医療依存度の高い重症心身障がい児者等への支援の充実   

〇医療依存度の高い重症心身障がい児者等の在宅生活を支える体制整備の推進（地

域生活支援課） 

医療依存度の高い重症心身障がい児者等を取り巻くさまざまな課題の解決のため

に、保健・医療・福祉・教育等関係機関の円滑な連携体制のもと、地域生活の維持・継

続のための地域ケアシステムの強化と福祉サービス等の充実強化に取り組みます。 

市町村における地域ケアシステムや自立支援協議会等における医療依存度の高い

重症心身障がい児者等の協議の場の設置の支援や、専門人材の育成を行うとともに、

市町村域でのケアシステムにおいて抽出された課題を中心に、支援が十分ではない事

例についての課題整理と解決方法を検討する場として、府域での協議の場の設置を行

います。 

目標値（平成３０年度） 

・保健・医療・福祉・教育等の関係機関が参画し、医療依存度の高い重症

心身障がい児者等に関する協議の場を全ての市町村において設置 

・保健・医療・福祉・教育等の関係機関が参画し、医療的ケア児等に関す

る保健所圏域等での協議の場を充実 

・市町村域で抽出された課題を中心に、支援が十分ではない事例につい

ての課題整理と解決方法を検討する場として、府域での協議の場を設置 

 

○保健・医療・福祉・教育等の関係機関が参画し、医療依存度の高い重症心身障がい児者等に関する協議の場を全ての市

町村において設置するよう努めた。 

 【具体的な取組み】 

 ・未設置の市町村に対し訪問ヒアリングを行い、既設置市町村の 

  事例等について情報提供を行うとともに、当該未設置市町村 

  における設置に向けた課題を抽出し、課題解決に向けた助言 

  を行った。 

 ・既設置市町村の会議開催状況について照会し、とりまとめた 

  ものを全市町村へフィードバックした。 

 【取組みによる成果】 

 ・令和元年度までに設置済：34市町 

〇 
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 ・令和２年度設置予定：4市村 

 ・未定：5市町 

○市町村域で抽出された課題を中心に、支援が十分ではない事例についての課題整理と解決方法を検討する場として、府域

での協議の場を設置した（令和元年度から大阪府障がい者自立支援協議会の部会に位置づけ）。 

○また、政令市を含む府内に在住し、重症心身障がい児者への支援に関わっている、または関わる予定がある訪問看護師等

を対象に、国の研修テキスト「在宅重症心身障害児者支援者育成研修テキスト」を活用し、研修を実施した。 

○さらに、地域で安心して医療的ケア児等が暮らしていけるよう、多様化する障がい児者のニーズを的確に把握し、きめ細やか

で適切な支援につなぐため、医療的ケア児等コーディネーター養成研修・医療的ケア児等支援者養成研修を令和元年度よ

り実施した。 

 【研修修了者数】  

  医療的ケア児等コーディネーター養成研修 33名 

  医療的ケア児等支援者養成研修 128名 

 

〇保健所における専門的母子保健事業の実施（地域保健課） 

保健所において、慢性疾患児・身体障がい児や医療的ケア児とその家族に対して、

保健師等専門職による訪問指導や療育相談等の個別支援、学習会や交流会等の集

団支援を実施します。 

また、医療的ケア児に関わる地域医療機関や訪問看護事業所をはじめとする医療・

保健・福祉・教育・療育等の関係機関とのネットワークを構築し、地域での在宅療養支援

体制の整備を図ります。 

 ○府保健所を拠点として、医療依存度の高い重症心身障がい児やその家族等に対して、訪問指導、専門相談、交流会等を実

施し、障がいの受容や生活の質の向上を図った。 

○医療依存度の高い重症心身障がい児・家族等が地域で安心して生活し、生活の質の向上が図られるように、在宅生活を支

援する医療機関・地域の関係機関等のネットワーク連携会議を開催した。 

○また、災害発生に備えての準備についてチラシを作成し、医療依存度の高い重症心身障がい児・家族等への周知を行った。 

 

〇 

〇医療型短期入所の整備促進（地域生活支援課） 

医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活を支え、家族のレスパイトを実

現するために、医療機関の空床を活用した短期入所事業の整備促進に取り組みます。 

 

目標値（平成３２年度） 

各二次医療圏域における医療型短期入所事業の実施：８圏域 

 

○府内６圏域（大阪市、豊能、三島、北河内、南河内、泉州）において医療型短期入所事業を実施し、新規病院の開拓や実

施病院の確保に努めた。また、未実施の堺圏域、中河内圏域について、政令市や病院等と調整を行った。 

 【具体的取組】 

  ・新規開拓 

   １５医療機関へ説明・訪問等 

  ・未実施の堺圏域については、堺市を訪問ヒアリングし、新規 

   病院の開拓にかかるノウハウを提供するとともに、実施に向 

   けた課題を抽出し、助言を行った。 

  ・未実施の中河内圏域については、事業に関心をもっている 

   圏域内の病院に対して、複数回積極的にアプローチし、 

   事業の詳細やメリット等を説明するとともに、事業実施の 

   前提となる事業所指定にかかる具体的な手続きへの案内 

   など、より具体的な取組みを行った。 

  【取組みの成果】 

  実施圏域・病院 

   <政令市以外圏域>  

    平成 30年度：5圏域 9病院⇒令和 2年度：5圏域 10病院 

   <政令市圏域> 

    平成 30年度：1圏域 6病院⇒令和２年度：1圏域 6病院 

  延べ利用日数 平成 30年度：3,937日 

            令和元年度：4,304日 

 

△ 

〇たん吸引等の業務を行うことができる介護職員等の養成（生活基盤推進課） 

介護職員等に対するたん吸引等に係る制度を適切に運用し、障がい福祉分野におい

て医療的ケアに従事する人材の養成や確保を図ります。 

目標値（平成３２年度） 

新たに喀痰吸引等を実施する事業所：１８０事業所 

※１０事業所×６圏域×３年間（平成３０年度～平成３２年度） 

○集団指導等を通じ制度周知を図るとともに、研修事業者への立入検査や研修を行い、たん吸引等を実施する介護職員等の

確保を図った。 

 【平成 30年度実績】 

  喀痰吸引等を実施する登録事業者（所） 

   554→530（-24）                       

  認定特定行為業務従事者              

   7346→8662（+1316）                   

 【平成 31年度実績】 

  喀痰吸引等を実施する登録事業者（所） 

   530→581（+51） 

  認定特定行為業務従事者 

   8662→9853（+1191） 

× 

（１）必要な健康・医療サービスを受ける ③二次障がいへの対応   

〇障がい者地域医療ネットワークの推進（地域生活支援課） 

脳性まひにおける二次障がいや脊髄損傷の合併症等のある方など障がい者が身近

な地域で安心して医療が受けられるよう、障がい者地域医療ネットワークを推進するとと

もに、医療機関従事者に対する研修会等を実施することで普及・啓発に努めます。 

 

 （平成 30年度） 

 医療と福祉の連携強化のためのシンポジウムや障がい者地域医療ネットワーク推進事業実施連絡会研修会を開催し、障がい者医療の普及・

啓発及び推進を行った。 

 【開催実績】 

  ■医療と福祉の連携強化のためのシンポジウム 

   ・医療的ケアが必要な重心児者の在宅生活支援（平成 30年 6月 7日開催） 

   ・医療的ケアが必要な方の在宅支援システムの構築にむけて（令和元年 6月 15日開催） 

  ■障がい者地域医療ネットワーク推進事業実施連絡会研修会 

〇 
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   ・平成 30年 9月 8日開催 

     午前「アテトーゼ型脳性まひの障がいのある方の体と生活を理解する」 

     午後「脊髄損傷とリハビリについて」 

   ・令和元年 9月 7日開催 

     午前「脳性まひによる障がいのある方の思いと生活を理解する」 

     午後「小児脊髄損傷とリハビリテーションについて」 

（２）（医学・社会的）リハビリテーションを受ける   

〇大阪府内地域リハビリテーションの推進（地域生活支援課） 

身近な地域で質の高いリハビリテーションを受けることができるよう、大阪府障がい者

自立相談支援センターを中心に、保健、福祉、労働などリハビリテーションに携わる関係

機関で情報交換などを行い、連携強化を図るとともに地域リハビリテーションに関する情

報について広報に努めます。 

 ○大阪障がい者地域リハビリテーション連絡会議（大阪府障がい者自立相談支援センター主催）の開催・府内の身体障がい者

の保健、医療、福祉、教育、労働などのリハビリテーションに携わる機関が情報の交換と研修を行い、障がい者に対する援助

方策の充実並びに連携の強化を図り、地域リハビリテーションを推進した。 

 【実績】 

  〔連絡会議準備会議〕 

  平成 30年 11月 16日、令和元年１０月１８日に開催。 

  〔連絡会議〕 

  平成 31年 3月 6日に開催。 

   テーマ：リハビリテーション（生活・就労に向けて）―次の活動の場 へつなぐために必要なこと、取り組んでいること― 

   内容（講演）：八尾はぁとふる病院 当院就労支援チームの活動について(パネルディスカッション) 「自立センターでの日

常生活や就労のリハビリテーションについて」 

  令和２年１月３１日に開催。 

   テーマ：障害年金制度について 

   内容（講演）：障がい者の暮らしを支える障害年金制度 

〇 

〇障がい者医療等の推進による自立支援（地域生活支援課） 

大阪府内の障がい者医療・リハビリテーションの拠点として、医療部門（急性期・総合

医療センター）、訓練部門（大阪府立障がい者自立センター）、相談支援部門（大阪府

障がい者自立相談支援センター）が連携し、治療の当初から医療リハビリテーション及び

地域生活への移行に向けた生活リハビリテーションまでのトータルなリハビリテーションを

実施するとともに、市町村とも連携して障がい者の地域移行及び地域生活を支援しま

す。 

 ○「障がい者医療・リハビリテーションセンター」を運営しにおいて、医療部門と福祉部門が連携し、障がい者が早期に地域移行

が図れ、地域生活が継続できるためのリハビリテーションの推進を図った。 

 ≪医療部門≫ 

 〔急性期・総合医療センター〕 

  急性期から回復期に至る一貫したリハビリテーションや障がい者医療を実施した。 

 ≪福祉部門≫ 

 〔障がい者自立センター〕 

  医療機関による医療リハビリテーションを終えられた障がい者や、地域で生活する障がい者等の社会生活力を高めるための

自立訓練を実施した。 

 〔障がい者自立相談支援センター〕 

  障がい者の自立を支援するため、障がい特性に応じた総合的かつ専門的な支援を実施した。 

 

〇 

〇高次脳機能障がい者への支援（地域生活支援課） 

大阪急性期・総合医療センターにおける高次脳機能障がいの診断及びリハビリテーシ

ョンを引き続き行います。 

また、医療機関、福祉事業所等に対する研修を通じ、「使たらええで帳～高次脳機能

障がいファイル～」の普及を進め、医療・介護に関わる支援者がそれぞれの役割を適切

に果たし、医療機関退院後においても当事者の生活能力等の維持・向上に向けた取組

みが円滑に進むよう支援します。 

目標値（平成３２年度まで） 

「使たらええで帳～高次脳機能障がいファイル～」を活用した研修会の

実施                           1回以上/年 

○地域支援者養成研修、こころのセンター研修、医療機関等職員研修会において「使たらええで帳～高次脳機能障がいファイ

ル～」(高次脳機能障がいの方が必要なサポートを受けられるよう、発症からの経過や障がいの状態などを記録するツール)

を活用し、高次脳機能障がいへの支援を実施。  

 【研修会開催実績】 

  平成３０年度 年４回  令和元年度  年４回 

〇 

（３）悩みについて相談する   

○障がい特性に応じた専門的な相談支援機能の充実（地域生活支援課） 

大阪府障がい者自立相談支援センターにおいて、相談支援従事者研修や市町村研

修・関係機関向け研修等の人材育成を通じて市町村における相談支援の充実を図りま

す。 

現状において、支援困難な発達障がいを伴う知的障がい者に対し、個々の障がいや

行動の特性に即したアセスメントを行い、当事者及び家族の地域での生活の安定につな

がるよう、市町村や支援機関等に対して具体的な助言及び支援を行います。 

なお、いまだ支援方法が確立されていない高次脳機能障がいにおいては、個別事例

に係る支援ノウハウの蓄積が必要であり、市町村等と共に支援方法を検討し、地域の福

祉事業所等が行っている先進的な支援事例等を収集・蓄積することにより、専門相談機

関として適切な助言を行います。 

目標値（平成３２年度まで） 

・発達障がいを伴う知的障がい者支援のための研修会を開催 

１回以上/年 

・高次脳機能障がいに関する地域の先進的な支援手法等を集めた事例

集の作成及び配布 

○大阪府障がい者自立相談支援センターにおいて、市町村における相談支援の充実を図るため、相談支援専門員や市町村職員を対象とし

た研修の実施や、市町村に対する専門的技術的援助及び助言など支援を行った。また、支援困難な発達障がいを伴う知的障がい者支援

のための研修会を開催した。（H30年度：年１回、参加者 99名、R元年度：年１回、参加者 60名、令和 2年度：令和 2年 11月に実施予

定） 

○府内の高次脳機能障がいの支援実態を具体的に把握するため、府内障がい福祉サービス事業所アンケートと、事業所ヒアリングを実施。調

査結果から、高次脳機能障がいに関する地域の先進的な支援手法等を集めた「高次脳機能障がいのある方への支援事例集」案を作成。

令和２年度末の部会において審議・成案化予定。 

〇 

〇保健所における相談支援機能の充実（地域保健課） 

保健所においては、医療的相談・障がい受容の相談・こころの健康の相談・思春期の

相談・ひきこもりの相談・長期入院者の退院支援などの専門的相談に対応できるよう相

談機能の充実を図ります。医療・保健・福祉の連携システムの構築を進めます。 

《参考》 

大阪府保健所におけるこころの健康相談支援状況 

平成２８年度  

相談実数  ４，０７９件  

相談延べ数 ２８，２４６件 

訪問実数   １，２７０件 

訪問延べ数  ３，７７４件                （大阪府１２保健所） 

(令和元年度) 

○各保健所においては、こころの不調やこころの病（うつ病、依存症、不安障がい、統合失調症等）に関する幅広い相談を実施。 

○福祉に関する相談については担当窓口を紹介する等、状況に応じて必要な支援を実施。 

○難病医療費助成の新規申請や更新申請時の機会に面接実施。患者の病状やニーズに応じて訪問や関係機関への連絡等対応。 

○患者、家族を対象とした専門家等による講演会の開催：各府保健所において年 1回以上実施。 

〇 
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〇こころの健康相談の実施（こころの健康総合センター） 

大阪府こころの健康総合センターにおいて、依存症・発達障がい・自死遺族の専門相

談を充実し、府民のより専門的な相談のニーズに応えるとともに市町村や保健所の相談

を支援します。 

①依存症相談 

依存症者を適切な治療につなげるとともに、本人の回復を促進するために、本人、家

族、相談対応者等への支援体制を充実強化します。 

・依存症相談事業の実施 

府民及び関係機関職員に対して、専門医等による相談及びコンサルテーションを

所内で実施するとともに、保健所等の依頼に応じて、出かけるコンサルテーションを実

施します。 

・家族教室の実施、拡充 

薬物依存症者の家族を対象とした家族サポートプログラムを実施します。 

②発達障がい専門相談 

成人における確定診断を行うことができる医療機関は十分とは言えないため、関係機

関からの紹介に基づいて、成人の方を対象に、広汎性発達障がいの相談・専門医師に

よる見立て・コンサルテーションを実施します。 

③自死遺族相談 

大切な方を自死で亡くされた方を対象に、自死遺族相談を実施します。また、自死遺

族相談の対応力向上のため、相談担当者を対象に事例検討会、自死遺族相談従事者

養成研修を実施します。 

 

 ○大阪府こころの健康総合センター等において、依存症・発達障がい・自死遺族の専門相談等を実施した。 

 【平成 30年度～令和元年度の相談実績】 

  ■大阪府こころの健康総合センター 

   ①依存症相談  延件数 1865件 

    ・薬物依存症家族サポートプログラム 

      参加延人数 101名 

    ・ギャンブル等依存症家族サポートプログラム 

      参加延人数 138名 

   ②発達障がい相談  延件数 52件 

   ③自死遺族相談  延件数 263件 

  ■ひきこもり地域支援センター 

   ①電話相談（府民向け）   延件数 486件 

   ②電話相談（関係機関向け） 延件数 800件 

   ③訪問支援（関係機関向け） 延件数 216件 

〇 

〇ピアカウンセリングの普及（地域生活支援課）[再掲] 

市町村障がい者相談支援事業として位置づけられているピアカウンセリングの普及を

図ります。 

目標値（平成３２年度） 

市町村障がい者相談支援事業におけるピアカウンセリング実施市町村数 

４３（すべての市町村） 

 

○市町村においてピアカウンセリングが実施されるよう、障がい者相談員研修等の機会を通じて普及を図った。 

■ピアカウンセリング実施市町村数 

 ・平成 30年度 29市町で実施 

 ・令和元年度 29市町で実施 

 

△ 

〇小児慢性特定疾病児童等ピアカウンセリングの実施（地域保健課） 

小児慢性特定疾病児等及び保護者等に対して、電話・面接・派遣によるピアカウンセ

リング等の実施や同じ疾患を持つ方々に交流の場の情報を提供するピアサポート等を行

います。 

 

 ○小児慢性特性疾病児とその保護者に対し、難病等を持った子育て経験者が個別に相談に応じ、悩みを共感（ピアカウンセリングの実施）する

ことで、疾患に関する不安の解消、軽減を図っている。 

 【NPO法人大阪難病連に委託】 

  来所・電話等での相談 延 503件（R1) 

〇 

〇身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者相談員活動の充実（地域生活支援課） 

研修を通じて障がい者相談員の専門的な相談対応能力の一層の向上と、障がい者

相談員間の情報交換を図り、地域の社会資源の一つとして、地域の実情に応じた活動

を推進します。 

 

目標値（平成３２年度まで） 

身体障がい者相談員研修 

知的障がい者相談員研修 

精神障がい者相談員研修 

各年１回実施 

 

○障がい者相談員向けの研修を実施し、専門的な相談対応能力の向上を図った。 

 【研修開催実績】 

  ■身体障がい者相談員研修 

   平成 30年度 ４地区で開催、参加者数 38名 

   令和元年度 ４地区で開催、参加者数 40名 

  ■知的障がい者相談員研修 

   平成 30年度 参加者数 37名 

   令和元年度 参加者数 28名 

  ■精神障がい者相談員研修 

   平成 30年度 参加者数 20名 

   令和元年度 新型コロナウィルス感染症対策のため中止 

 なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大に配慮しなががら、研修実施に向け検討。 

 

〇 

○相談支援専門員の養成（地域生活支援課） 

多様化する障がい児者のニーズを把握し、きめ細やかで適切な支援につなぐ役割を

担う相談支援専門員の養成を図るとともに、支援に必要な知識の習得や調整能力等の

スキル向上に努めます。 

また、医療的ケア児の支援等障がい児者の福祉に係る新たな課題や制度の動向を

踏まえ、専門人材としての相談支援専門員の養成とさらなる資質の向上を図ります。 

 

目標値（平成３２年度） 

相談支援専門員の養成・確保 

大阪府内で活動する相談支援専門員数２，５００人 

○相談支援専門員の育成とさらなる資質の向上のため、相談支援従事者初任者研修を実施した。 

 【相談支援従事者初任者研修修了者数】 

  平成 30年度 809名  令和元年度 779名 

 【大阪府内で活動する相談支援専門員数】 

  1,949名（平成 31年 4月 1現在） 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら、相談支援従事者初任者研修を実施し、550名程度を養成する予定。 

○地域で安心して医療的ケア児等が暮らしていけるよう、多様化する障がい児者のニーズを的確に把握し、きめ細やかで適切な支援につなぐ

ため、医療的ケア児等コーディネーター養成研修・医療的ケア児等支援者養成研修を令和元年度より実施した。 

 【研修修了者数】  

  医療的ケア児等コーディネーター養成研修 33名 

  医療的ケア児等支援者養成研修 128名 

 

△ 

〇：目標等に対して概ね 8割以上達成 

△：目標等に対して 6～8割程度達成 

×：目標等に対して概ね 6割未満達成 
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