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精神保健医療福祉の改革ビジョン（概要）  

精神保健福祉対策本部  

平 成16 年 9 月   

精神保健福祉対策本部中間報告に基づき設置された3検討会の結論を踏まえ、精  

神保健医療福祉の改革ビジョンを提示する。今後、地方公共団体、関係審議会等の  

意見を聴きながら、平成17年における精神保健福祉法の改正をはじめとする施策  

群の実施につなげる。  

1 精神保健医療福祉改革の基本的考え方  

（1）基本方針   

O 「入院医療中心から地域生活中心へ」というその基本的な方策を推し進め  

ていくため、国民各層の意識の変革や、立ち後れた精神保健医療福祉体系の  

再編と基盤強化を今後10年間で進める。  

○ 全体的に見れば入院患者全体の動態と同様の動きをしている「受入条件が   

整えば退院可能な者（約7万人）」については、精神病床の機能分化・地域   

生活支援体制の強化等、立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化   

を全体的に進めることにより、併せて10年後の解消を図る。  

＜受入条件が整えば退院可能な者の動態＞  

1年以内の入院期間の者が約2万人（約3割）、1年以上の入院期間の者が約   

5万人（約7割）であり、全てが長期入院の看ではない。  

・ 平成11年と14年の患者調査で動態をみると、7万人の約半数が3年間で退   

院しており、残りの半数が継続して入院しているが、さらに、その3年間に約6．3   

万人が新たに入院し、うち約3．4万人が14年時点まで継続して入院していること   

から、結果として、平成14年時点では、ほぼ横ばいの約7万人となっている。  
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（2）達成目標  

概ね10年後における国民意識の変革、精神保健医療福祉体系の再編の達成   

水準として、次を目標とする。  

（む 国民意識の変革の達成目標   

（目 標）  

○ 精神疾患は生活習慣病と同じく誰もがかかりうる病気であることにつ  

いての認知度を90％以上とする。  

（考え方）  

○ 精神疾患を正しく理解し、態度を変え行動するという変化が起きる   

よう、精神疾患を自分自身の問題として考える者の増加を促す。  

② 精神保健医療福祉体系の再編の達成目標   

（目 標）  

○ 各都道府県の平均残存率（1年未満群）を24％以下とする。  

○ 各都道府県の退院率（1年以上群）を29％以上とする。  

※ この目標の達成により、10年間で約7万床相当の病床数の減少が促される。  

（考え方）  

○ 新規に入院する患者については、入院中の処遇の改善や患者のQOL   

（生活の質）の向上を図りつつ、できる限り1年以内に速やかに退院で   

きるよう、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の整備を促す。  

○ 既に1年以上入院している患者については、本人の病状や意向に応じ   

て、医療（社会復帰リハビリテーション等）と地域生活支援体制の協働   

の下、段階的、計画的に地域生活への移行を促す。  
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（3）国、都道府県、市町村における計画的な取り組み  

○ 国においては、今後10年間を5年ごとの第一期と第二期に区分し、第一期   

における改革の成果を評価しつつ、第二期における具体的な施策群を定める。  

この場合、精神障害、身体障害、知的障害それぞれの特性を踏まえつつも、   

3障害に共通した問題については障害の枠を超えた体制整備を行うものとする。  

また、下記のように都道府県単位で定められた計画を基に、国としての全   

国レベルでの計画等を定め、計画的にサービス供給体制を整備する仕組みを   

導入する。  

○ 都道府県単位で（2）の達成目標を実現するため、地域実態を正確に把握   

し、行政と地域の専門家や当事者等が意見交換を行いつつ、医療と保健・福   

祉が連動した計画的な取り組みを進める。  

○ 医療分野では、都道府県ごとに、医療計画において（2）の達成目標を反   

映した精神病床に係る基準病床数を算定するとともに、その実現のための当   

該都道府県での具体的方策について数値目標を明示した計画の策定を促す。  

○ 保健・福祉分野では、精神障害者のニーズ等の実態を把握した上でサービ   

ス供給目標等を市町村が策定し、これに基づき、都道府県等が計画的に社会   

復帰施設を含め供給体制を整備する仕組みを導入する。  
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2 改革の基本的方向と国の重点施策群  

（1）国民意識の変革  

① 精神疾患に関する国民意識の現状  

② 施策の基本的方向   

○ 精神疾患に関する基本的な情報の提供を通じた主体的な理解を促進   

○ 精神疾患の正しい理解に基づく態度の変容や適切な行動を促進   

○ 訴求対象者に応じて地域単位の活動とメディアを通じた活動を推進  

③ 当面（改革第一期）の重点施策群   

O 「こころのバリアフリー宣言」が、国民的な運動となるよう地方公共団  

体や各界各層に広く呼びかけ、必要な協力を行う。  

○ 毎年10月未の精神保健福祉週間等を中心として、政府公報や公共広告、   

マスメディアの特集等、集中的に知識を広く情報発信するような取組を進   

める。  

○ 検討会でとりまとめた主体別の取組を総合的に進めるため、障害に関す   

る正しい知識の普及啓発に係る都道府県等の取り組みを支援する。  

○ 地域単位での政策決定の場への当事者の参画の推進を図る。  
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（2）精神医療体系の再編  

① 精神医療の現状  

② 施策の基本的方向   

ア 精神病床に係る基準病床数の算定式の見直し   

イ 精神病床の機能分化と地域医療体制の整備   

り 入院形態ごとの適切な処遇の確保と精神医療の透明性の向上  

③ 当面（改革第一期）の重点施策群（主なもの）   

○ 都道府県ごとに設定される各目標値を反映する新たな算定式を平成17  

年度から導入する。  

○ 入院患者の早期退院を促進し地域の目標値を達成するため、急性期、社   

会復帰リハ、重度療養等の機能分化を促進し、患者の病状等に応じた適切  

な医療を各病院の病棟・病室（ユニット）単位で柔軟に実施できる体制を、  

平成18年度には実現することを目指す。  

○ 急性期、社会復帰リハ、重度療養等の機能別の人員配置、標準的な治療  

計画等について、厚生労働科学研究等により検討した上で、その成果を踏  

まえ、中央社会保険医療協議会で結論を得る。  

○ 精神科救急について、現行の一般救急システムと同様に、輪番制など二  

次医療圏単位での既存体制に加えて、中核的なセンター機能を持つ救急医  

療施設の整備を進める。  

○ 精神症状が持続的に不安定な障害者（例えばGAF30点以下程度を目安）  

に対して、24時間連絡体制の下、多職種による訪問サービス、短期入所   

（院）、症状悪化時における受入確保等のサービスを包括的に提供する事  

業の具体像を明確化する。  

○ 措置入院を受け入れる病院について、 病棟の看護職員配置を3：1以上に  

する等の医療体制の改善を、地域ごとの事情に応じて段階的に進める。  

○ 都道府県の実地指導において処遇の改善命令を行ったにも関わらず適切  

な改善がなされない場合に、その内容等を公開する仕組みを導入する。  
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（3）地域生活支援体系の再編  

（か 地域生活支援体制の現状  

② 施策の基本的方向   

ア ライフステージに応じた住1生活・活動等の支援体系の再編   

イ 重層的な相談支援体制の確立   

り 市町村を中心とした計画的なサービス提供体制の整備  

③ 当面（改革第一期）の重点施策群（主なもの）   

○ 今後の障害者本人を支える新たな地域生活支援体系として、重層的な相  

談支援体制を中心に、住・生活・活動の総合的な支援体系を整備する。  

○ 相談支援体制については、市町村による相談支援体制を基礎に、障害保   

健福祉圏域、都道府県の3層構造の体制を標準として、各主体の機能の強   

化や事業者の制度的位置付けを図る。  

○ 障害者の単身入居を推進するため、緊急時の連絡先や身元保証を求める住   

居提供者等のニーズに対応する体制を障害保健福祉圏域ごとに確保する。  

○ 精神障害者の雇用を促進するとともに、既存の授産施設等を継続的就労、   

就労移行支援、自立訓練、憩いの場と機能面から再編する。  

○ 社会復帰施設ごとの努力・実績が反映されない現行の施設単位の支払   

方式から、努力・実績を反映する個人単位の支払方式に見直す。  

○ 市町村等が、ケアマネジメントを活用し総合的な「自立生活支援計画」   

を策定した上で、給付決定等がなされる仕組みとする。  

（市町村等への必要な支援措置が必要不可欠）  

○ 相談支援の質の向上を図るとともに、社会的な合意を得るため、障害程   

度等について一定の目安となる尺度を明確にする。また、精神障害者保健   

福祉手帳の信頼性向上のため写真を貼付する。  
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（4）精神保健医療福祉施策の基盤強化  

（D 人材・財源配分の現状  

② 今後の基本的方向   

○ 病床や施設機能の再編状況等に応じた人材の確保、再教育・再配置   

○ 既存の精神保健福祉施策における医療・福祉双方の重点化・効率化   

○ 必要となる支援の内容やその費用を明示し、新規財源確保につき社会的  

合意を獲得  

③ 当面の検討事項   

○ 都道府県単位の計画策定や病床機能分化の進捗状況を踏まえつつ、必要  

な人員の将来見通し等を行い、その育成・再教育等の方策を検討する。  

○ 障害程度等の尺度の明確化や障害程度等の違いに応じたサービスメニュ   

ーの整理、標準的なケアモデルの開発等を通じて、国民が納得し得るよう   

な障害程度別の必要な費用額について検討する。  

○ 費用が急増している通院公費負担について、医療提供の実態、利用者の   

症状や経済状況、地域間格差等について分析を進め、必要な対応について   

検討し早急に結論を得る。  

○ 入院者数（対人口）に大きな地域間格差が生じている措置入院について、   

これを受け入れる病院の医療体制の見直し等による影響を見極め、格差の   

解消策について検討し早急に結論を得る。  

○ 社会復帰施設や居宅支援事業について、利用目的・利用率等の利用実態   

や、利用者の症状や経済状況等の分析を進め、入所施設利用者と地域で暮   

らす者とのバランスや受けたサービス量とのバランスも考慮しつつ、必要   

な対応について検討し早急に結論を得る。  
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