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第１節 計画策定の趣旨 

 

超高齢化・人口減少社会の到来により、大阪府においても高齢化が進展し、平成 27 年

国勢調査によれば、65 歳以上人口比率（高齢化率）は 26.1％、75 歳以上人口（後期高

齢者人口）比率は 11.8％と示されています。 

 

 特に、団塊の世代（昭和 22〜24 年生まれ）の人口構成比が大きい大阪府では、要介

護・支援認定者、認知症高齢者、単身あるいは夫婦のみの高齢世帯などが急増する「都

市型高齢化」の進展が見込まれており、団塊の世代が全員 75 歳以上となる「2025 年」

や、団塊ジュニア世代（昭和 46～49 年生まれ）が全員 65 歳以上となり介護需要のピー

クが見込まれている「2040 年」に向けて、介護保険制度に関する財政面と介護人材の確

保の両面での持続可能性が課題となっています。 

 

 こうした問題に対応し、介護保険制度の持続可能性を確保していくためには、地域ご

との人口動態や地域課題等を把握した上で、 

① 高齢者の自立支援や重度化防止等に関する取組みや介護給付の適正化に資する取組

みを支援していくこと、 

② 限りある医療や介護の資源の効率的・効果的な連携を通じ、住み慣れた地域での尊

厳ある暮らしの継続（Aging in Place）を可能とするための「地域包括ケアシステ

ム」を構築していくこと、 

③ 増加・多様化する介護ニーズを正確に推測した上で、必要となる施設整備、在宅サ

ービス、それらを支える介護人材等といったサービス基盤の安定的かつ計画的な整備

を図っていくこと 

などが求められています。 

 

今回、大阪府において策定する第７期である「大阪府高齢者計画 2018」は、第６期計

画（平成 27～29 年度）の理念や考え方を引き継ぎつつも、平成 30（2018）年から 2020

年の３年間に実施する取組みなどを定めるだけではなく、上記３つのポイントや平成 28

年 12 月にとりまとめた大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会報告書「大阪府に

おける介護施策の現状と課題、対応の方向性について」等を踏まえ、2025 年や 2040 年

に向けて、大阪府がこれから取り組んでいく介護保険施策の大きな方向性に関する「羅

針盤」となるように検討したものです。 

 

 折しも、平成 29 年 6 月に公布された「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律」（平成 29 年法律第 52 号。以下「平成 29 年介護保険法改

正」という。）では、市町村及び都道府県が地域課題を分析し、地域の実情に即して、高

齢者の自立支援や重度化防止の取組みに関する目標を計画に記載するとともに、目標に

対する実績評価及び評価結果の公表を行うこととされました。さらに、市町村や都道府

県の様々な取組みの達成状況を評価できるよう、国は、客観的な評価指標を設定した上

で、市町村・都道府県に対する財政的インセンティブ（高齢者の自立支援、重度化防止

等の取組みを支援するための「保険者機能強化推進交付金」）を付与することとされまし

た。 
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 特に、都道府県に対しては、管内の市町村の給付費や認定状況、その他の介護保険事

業に係るデータ分析等も踏まえつつ、地域課題を把握し当該市町村と共有するとともに、

その特徴や課題に応じた効果的な「保険者支援」を行っているかどうかを評価されるこ

ととなっています。 

 

 こうした観点等も踏まえつつ、大阪府においても、府内市町村における介護予防、重

度化防止等の取組みを一層推進する観点から、国の制度改正等も踏まえ、第７期計画か

ら「目標・指標」を設定することとしています。大阪府としては、この「目標・指標」

を含めた計画の定期的な進捗管理（ＰＤＣＡサイクル）を通じて、府内市町村における

介護保険事業に関する実態把握と地域課題の分析を推進し、地域の実情に応じた多様な

保険者支援策を検討・実施していきます。 

 

 また、複数の慢性疾患を抱える高齢患者の増大が見込まれる中、日常生活圏域で提供

される在宅医療を含む「慢性期医療と介護ニーズ」への対応のあり方については、本計

画や第７次大阪府医療計画などに基づき、医療と介護が相互に連携・補完しあう包括的

なケアの重要性を踏まえ、検討していきます。 

 

本計画の策定・推進等を通じて、府内保険者や関係事業者等とこれまで以上の連携を

図っていくことによって、「みんなで支え 地域で支える 高齢社会」を実現していきま

す。 
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第２節 計画の位置づけ 

 

第１項 老人福祉計画及び介護保険事業支援計画との一体的作成 

都道府県は、老人福祉法に基づき市町村域を越えた広域的な見地から老人福祉事業の

供給体制の確保に関する「老人福祉計画」を、また、介護保険法に基づき介護保険事業

にかかる保険給付の円滑な実施の支援に関する「介護保険事業支援計画」を定めること

とされています。 

 

上記各計画は、高齢者が安心して生活をおくることを確保するという共通の目的があ

り、相互に連携を図りながら施策を推進することが有効であること、及び、国基本指針

で一体的に作成することが求められていることにかんがみ、一体のものとして「大阪府

高齢者計画 2018」を作成しています。 

 

 

 

○老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号） 

（都道府県老人福祉計画） 

第 20 条の 9 第 1 項 都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる

広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画（以下「都道府県老人福祉計

画」という。）を定めるものとする。 

第 20 条の 9 第 5 項 都道府県老人福祉計画は、介護保険法第 118 条第１項 に規定する都道府県

介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない。 

 

○介護保険法（平成９年法律第 123 号） 

（都道府県介護保険事業支援計画） 

第 118 条第 1 項 都道府県は、基本指針に即して、3 年を１期とする介護保険事業にかかる保険

給付の円滑な実施の支援に関する計画（以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。）を

定めるものとする。 

第 118 条第 6 項 都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第 20 条の９第１項 に規定する都

道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。 

 

○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成 30 年厚生労働

省告示第 57 号） 

都道府県老人福祉計画は、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な

措置が講じられるよう、要介護者等に対する介護給付等対象サービス及び介護予防事業の提供のほ

か、地域住民等による自主的活動等として実施される介護予防の取組、認知症等の予防のためのサ

ービスの提供、独り暮らしの老人の生活の支援のためのサービスの提供等も含め、地域における老

人を対象とする福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画として作成されるもので

ある。 

このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県老人福祉計画と一体のものと

して作成されなければならない。 
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第２項 平成 29 年介護保険法改正を踏まえた対応（「目標・指標」の設定） 

高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを構築するとともに、制度の持続可能

性を維持するため、平成 29 年介護保険法改正では、市町村による高齢者の自立支援、重

度化防止等に関する取組みや、都道府県の保険者支援の取組みが強化されたところです。 

 

具体的には、 

①都道府県は、市町村による分析を支援するとともに、市町村の自立支援等施策の支援

のための事業を実施するよう努めること（介護保険法第 120 条の２） 

②都道府県の「介護保険事業支援計画」には、市町村による介護給付等に要する費用の

適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項及び

その目標を定めること（介護保険法第 118条第２項第２号及び第３号） 

③国は、都道府県による市町村の分析の支援及び市町村の自立支援等施策の支援のため

の事業の実施状況を踏まえ、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付

すること（介護保険法第 122 条の３） 

などが定められたところです。 

 

大阪府では、こうした法改正や国が設定する交付金算定にあたっての「保険者機能強

化推進交付金（都道府県分）に係る評価指標」等も踏まえつつ、地域の実情に応じた地

域包括ケアシステムを深化・推進するとともに、自立支援・重度化防止等、介護給付の

適正化に資する取組みを推進する観点から、本計画では、取り組むべき地域課題の解決

に向けた目標及び施策（「目標・指標」）を新たに設定し、関係者等と共有していきます。 

○介護保険法（平成９年法律第 123 号） 

（市町村介護保険事業計画） 

第 117 条（略） 

２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要

介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村

が取り組むべき施策に関する事項 

四 前号に掲げる事項の目標に関する事項 

 

（都道府県介護保険事業支援計画） 

第 118 条 （略） 

２ 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護

状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要す

る費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項 

三 前号に掲げる事項の目標に関する事項 

 

（都道府県の支援） 

第 120 条の２ 都道府県は、第 117 条第５項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるも

のとする。 
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第３項 目標設定等、計画の進行管理にあたってのＰＤＣＡサイクルの推進 

計画の進行管理にあたっては、定期的に第２項の「目標・指標」の達成状況に関する

調査、分析及び評価などを把握していくことが実効性の観点から重要です。「目標・指

標」の達成状況等に関しては、毎年度、大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会に対し報

告を行っていくとともに、府内市町村や地域住民等に向け公表していきます。 

 大阪府は、達成状況等を踏まえながら、毎年度、府や府内市町村が抱える地域課題や

実情に応じて、必要な施策を見直していきます。 

さらに、国の「保険者機能強化推進交付金（都道府県分）に係る評価指標」について

は適宜改善を図るとされていることや、府内の地域課題や実情、府内市町村のニーズ等

を踏まえ、必要に応じ、計画期間中であっても「目標・指標」の追加・修正等を検討し

ていきます。 

 

第４項 第４期大阪府介護給付適正化計画との一体的作成 

介護保険給付の適正化に向けては、これまで３期にわたり、大阪府が「介護給付適正

化計画」を策定し、府と府内市町村が一体となって適正化に向けた戦略的な取組みを推

進してきました。 

 

平成 29 年介護保険法改正では、介護保険法第 117 条第２項第３号及び第４号の規定に

より市町村介護保険事業計画には介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取

り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めるものとされ、介護保険法第 118 条第

２項第２号及び第３号の規定により都道府県介護保険事業支援計画には介護給付等に要

する費用の適正化に関する取組みへの支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関す

る事項及びその目標を定めることとされたところです。 

 

こうした法改正や「介護給付適正化の計画策定に関する指針について」（平成 29 年 7

２ 都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支

援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付

等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行う

よう努めるものとする。 

 

第 122 条の３ 国は、前２条に定めるもののほか、市町村によるその被保険者の地域における自

立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化

の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるとこ

ろにより、市町村に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。 

２ 国は、都道府県による第 120 条の２第１項の規定による支援及び同条第２項の規定による事

業に係る取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内に

おいて、交付金を交付する。 
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月 7 日老介発 0707 第 1 号）を踏まえ、大阪府においては、「大阪府高齢者計画 2018」と

「第４期大阪府介護給付適正化計画」とは一体的に作成することにより、定期的な進捗

管理を図りながら介護給付の適正化を推進していきます（第３章第２節参照）。 

 

第５項 大阪府医療計画との関係 

団塊の世代が全員 75 歳以上となる 2025 年に向け、医療需要の増加が見込まれる中、

患者に応じた質の高い医療を効率的に提供する体制（病床の機能分化及び連携等）を確

保していくことが求められています。介護保険事業支援計画についても、「地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（平成

26 年法律第 83 号）を踏まえ、第 7 次大阪府医療計画との整合を図りながら、必要と見

込まれる在宅医療・介護施設等の提供体制の整備に努めていく必要があります。 

 

このため、「大阪府高齢者計画 2018」の作成にあたっては、医療計画、市町村介護保

険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の一体的な作成を図る観点から、医療・

介護担当者等の関係者による「協議の場」を開催すること等を通じてより緊密な連携に

努めながら、これらの計画の計画期間に応じた、整合的な整備目標・見込み量を推計し

ています。 

 

併せて、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、医療及び介護の関係者が相互に

連携を進められるよう、人材育成、多職種連携の推進等にも努めていきます。 

 
第６項 市町村老人福祉計画及び介護保険事業計画と大阪府高齢者計画との関係 

府では、過去の計画策定と同様に、市町村計画策定に際しての留意点をまとめた「第

７期市町村高齢者計画策定指針」を示し、市町村計画と大阪府計画の整合を図っていま

す。 

 

また、平成 29 年介護保険法改正では、市町村の保険者機能を強化する一環として、保

険者による、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた様々な取組みの達成状況を評価

できるよう、客観的な指標を設定した上で、市町村に対する財政的インセンティブ（「保

険者機能強化推進交付金（市町村分）」）を付与することとされました。 

 

第７期の市町村計画策定に当たっては、こうした「目標・指標」の設定のあり方など

が論点になることが予想されたため、市町村計画の作成等に向けた意見交換を行うため

の「市町村計画策定検討会」を設け、相互に議論を深める機会を設けるほか、国の社会

保障審議会介護保険部会等の議論を踏まえつつ、高齢者の自立支援、重度化防止等の取

組みを支援するための交付金に関する評価指標の取扱いに関する考え方を整理するなど

の保険者支援に努めてきました。 

 

今後、市町村では、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本

的な指針（平成 30 年厚生労働省告示第 57 号）等に基づき、「目標・指標」を含む第 7 期

市町村計画を策定した上で、自ら評価、必要な見直しを行うＰＤＣＡサイクルを推進し
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ていくことが求められています。大阪府としても、保険者支援を行う広域自治体として、

市町村の計画についての進捗状況等についても実態把握等に努めながら、市町村の意向

等も踏まえた保険者支援の取組みを推進していきます。 
 
 

【主な関係計画等の位置づけ】 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※以下、介護保険制度に関する事項については、保険者である「くすのき広域連合」を「市町村」に含みます。 

 
 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律【医療介護総合確保法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「協議の場」により整合 

大阪府高齢者計画 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《介護保険事業支援計画【介護保険法】》 

・介護サービス量見込み 

・施設の入所定員総数 

・人材の確保等市町村に対する支援 

《老人福祉計画【老人福祉法】》 

・介護保険外施設の入所定員総数 

・老人福祉事業の供給体制の確保計画等 

 

大阪府医療計画（地域医療構想）【医療法】 

《第 4 期大阪府介護給付適正化計画》 

・主要 8 事業（後掲）の円滑な実施 

・大阪府独自の介護給付適正化の取組み 

 

整合 

市町村介護保険事業計画 

（市町村老人福祉計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市

町

村

計

画

策

定

指

針

に

よ

り

整 

合 

《介護保険事業計画》 

・介護サービス量見込み 

・施設の入所定員総数 

《老人福祉計画》 

・介護保険外施設の入所

定員総数 等 

 一体的に作成 
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第３節 計画の基本理念 

 

 大阪府では、介護保険法及び老人福祉法の基本的理念を踏まえ、第１章第１節「計画

策定の趣旨」に基づき、以下の基本理念に立脚して施策を展開します。 
 
第１項 人権の尊重 

「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を踏まえ、同和問題や障がい者、在日外国人、

ハンセン病回復者、性的マイノリティ等に係る人権上の諸問題を十分考慮し、全ての高

齢者の人権を尊重するという視点が重要です。 
特に、障がいの有無や程度、心身の状況、人生経験、社会環境等、高齢者一人ひとり

の多様な状況に応じ、個性を尊重し、高齢者が主体的に、必要な時に必要な所で、必要

な情報や支援を利用できるよう、施策のあらゆる場面において、きめ細かな取組みを推

進します。 
 
また、個人情報の収集及び提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律、特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律、大阪府個人情報保護条例、国の「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29 年
4 月）を踏まえ、市町村と関係機関（者）間の個人情報を収集・提供する場合のルール
を策定するよう取り組みます。 
 
第２項 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

介護保険制度は、高齢者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包

括的に提供される「地域包括ケアシステム」を構築することを目指し、高齢者への支援、

介護予防、要介護状態等の軽減、重度化の防止を理念としています。 
 
この理念を実現するための取組みとして、自立支援・介護予防に関する地域全体への

普及啓発、介護予防に資する住民主体の通いの場の充実、リハビリテーション専門職種

等との連携、口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、自立支援型ケアマネジメン

トや多職種連携による地域ケア会議の推進及び地域包括支援センターの機能強化等、地

域の実情に応じた市町村の取組みを支援します。 
 

第３項 高齢者の自立と尊厳を支える体制の整備・施策の推進 

真に支援が必要とする利用者に対し的確な支援を行うことは、地域包括ケアシステム

を深化・推進するとともに、介護保険制度の持続可能性を維持し、制度への信頼を高め

る意味においても極めて重要です。 
 
高齢者が要介護状態等になっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことを可能と

する「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立することが重要であることを踏まえ、
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可能な限り住み慣れた地域において、継続して日常生活を営むことができるよう、高齢

者の意思及び自己決定を最大限尊重する視点に立った体制の整備やきめ細かな施策の推

進を図ります。 
 
第４項 地域包括ケアシステムの深化・推進における協働の重要性 

「地域包括ケアシステム」の深化・推進のためには、医療・介護の連携体制の整備、

日常生活支援体制の整備、高齢者の住まいの安定的な確保など、地域の実情に応じた体

制整備が不可欠です。 
 
大阪府では、これまでの取組みの成果を踏まえ、医療・介護連携や日常生活支援体制

の整備、高齢者の住まいの安定的な確保等に向け、市町村と連携を図りつつ、事業実施

主体をはじめとする多様な関係者との協働を図ることにより、地域の実情に応じた特色

ある高齢者施策を推進します。 
  
第５項 中長期的な視点に立った施設整備と在宅サービスの在り方と円滑なサービス提

供を支える介護人材の確保の必要性 

全国的には、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年が大きな節目となりますが、団塊

の世代が多い大阪府では、要介護認定率は 2035 年、介護需要は 2040 年に向けて更に高

まっていくことが予測されていることから、介護離職ゼロの実現も一層求められていま

す。さらに、府内の市町村においてもそれぞれ独自の地域課題が存在します。 

 

こうした地域特性等を踏まえながら、2025 年以降をも視野に入れた施設整備及び在宅

サービス等のサービス基盤の在り方を検討していくことが重要になりますが、市町村だ

けでなく、大阪府も一体となって広域的な見地から助言・支援等を行っていく必要があ

ります。 

 

 また、増加の一途をたどる要介護高齢者などを地域で支えるための仕組みである「地

域共生社会」を構築していくためには、その基盤となる介護・福祉人材を量・質ともに

安定的に確保していくことが課題となっています。このため、大阪府社会福祉審議会介

護・福祉人材確保等検討専門部会の審議を経て、平成 29 年 11 月に取りまとめた「大阪

府介護・福祉人材確保戦略」に基づき、大阪の実態に即した取組みを着実に実施してい

くとともに、その進捗状況を定期的に点検しながら、必要な人材の確保に向けた取組み

を着実に推進します。 

 
第６項 災害時における福祉サービスの継続と関係機関の連携 

南海トラフ巨大地震の発生等に備え、関係者と連携を図りながら、他の地方公共団体

等からの応援派遣等も活用し、サービスの提供継続に必要な体制を確立する方策を検討

することが重要です。 
また、介護サービス事業者に対しても、災害時における対応に関するマニュアルの整

備など、災害対策を進めるように取り組むことが重要です。 
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第４節 計画期間 

 

 本計画は、すべての団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を見据え、平成 30

（2018）年度から 2020 年度までの３年間を計画期間とします。また、2020 年度中に見

直しを行い、次期計画は、2021 年度から 2023 年度までの３年間の計画として策定しま

す。なお、市町村計画についても同一の期間となります。 

 

なお、「第４期大阪府介護給付適正化計画」の計画期間については、国基本指針及び国

適正化指針において、第７期介護保険事業支援計画に定める事項とされていることから、

2018（平成 30）年度から 2020 年度までの３年間を計画期間とします。 

 

また、医療と介護の連携を図るため、平成 30（2018）年度から 2023 年度までの６年

間を計画期間とする大阪府医療計画においても、2020 年度に中間評価を行う予定にして

います。 

 

 さらに、計画の進行管理にあたっては、定期的に「目標・指標」の達成状況に関する

調査、分析及び評価などを把握していく必要があることから、毎年度、必要な確認やフ

ォローアップを行っていきます。 

 
【計画期間】 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

2025 

年度 

2026 

年度 

2027 

年度 

2028 

年度 

2029 

年度 

            
第 10 期計画 

          

         
第 9 期計画 

   

          

      
第 8 期計画 

      

   第 7 期計画       

   大阪府 

高齢者計画 

2018 

         

第 6 期計画 

         

大阪府 

高齢者計画 

2015 

            

            

         

       

       

             
 

           

2025

大阪府医療計画(2020 年度中間評価) 

(同時策定) 
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第５節 高齢者福祉圏の設定 

 

高齢者福祉圏は、福祉サービス及び保健医療サービスの連携を図る観点から、大阪府

医療計画に定める二次医療圏（一般的な保健医療サービスが完結的に提供される地域的

単位）及び大阪府地域医療介護総合確保計画（基金事業）に定める医療介護総合確保区

域と一致させることとし、大阪府では以下の一覧のとおり８圏域とします。 
 
高齢者福祉圏においては、原則として圏内で支援が完結することを目指し、介護保険

施設等の適正配置等に努めます。 
 
また、府と圏内の市町村で構成する圏域調整会議において、介護保険施設等の整備状

況やサービスの必要量等を踏まえ施設等の整備計画に関する調整を行います。また、必

要に応じて圏域間での調整を行います。 
 
【高齢者福祉圏の一覧】 

圏 名 市  町  村 

大 阪 市 高 齢 者 福 祉 圏 大阪市 

豊 能 高 齢 者 福 祉 圏 豊中市、池田市、吹田市、箕面市、豊能町、能勢町 

三 島 高 齢 者 福 祉 圏 高槻市、茨木市、摂津市、島本町 

北 河 内 高 齢 者 福 祉 圏 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 

中 河 内 高 齢 者 福 祉 圏 八尾市、柏原市、東大阪市 

南 河 内 高 齢 者 福 祉 圏 
富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、 

太子町、河南町、千早赤阪村 

堺 市 高 齢 者 福 祉 圏 堺市 

泉 州 高 齢 者 福 祉 圏 
岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、 

阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町 
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能勢町  

豊能町  

池
田
市 

箕面市  

豊中市  

吹田市  

茨木市  

高槻市  

島
本
町 

枚方市  

摂津市  
交野市  寝屋川市  

守口市  

門真市  四條畷市  

大東市  

東大阪市  

八尾市  

柏原市  

堺 市  

藤井寺市  

羽曳野市  

松原市  

 

大
阪
狭
山
市 

富
田
林
市 

太子町  

河南町  

千早赤阪村  

河内長野市  

高石市  

泉大津市  

忠岡町  

和泉市  

岸和田市  
貝塚市  

熊取町  
泉佐野市  

泉南市  

田尻町  

阪南市  

岬 町  

大 阪 市  

豊能高齢者福祉圏  

堺市高齢者福祉圏  

大阪市高齢者福祉圏  

泉州高齢者福祉圏  

三島高齢者福祉圏  

南河内高齢者福祉圏  

中河内高齢者福祉圏  

北河内高齢者福祉圏  

 

【高齢者福祉圏図】 
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第６節 計画の策定・推進体制 

 

第１項 策定体制 

この計画は、平成 28 年 12 月にとりまとめた大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専

門部会報告書「大阪府における介護施策の現状と課題、対応の方向性について『（以下

「専門部会報告書」という。）』」における検討結果や、平成 29 年 11 月にとりまとめた大

阪府社会福祉審議会介護・福祉人材確保等検討専門部会報告「大阪府介護・福祉人材確

保戦略」等も踏まえながら、府関係部局で構成する「大阪府高齢者保健福祉施策推進会

議」で検討を行い、さらに、福祉、医療、保健等の専門家や学識経験者などで構成する

「大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会」における審議を経て作成しています。 

 

また、保険者との意見交換や勉強会を兼ねて、府内８圏域・13 市町で構成する「市町

村計画策定検討会」を設置し、計画策定に当たっての課題等を協議しました。 

 

さらに、「保健医療計画及び介護保険事業（支援）計画における医療と介護の体制整備

に係る調整会議」（医療・介護連携に関する「協議の場」）を設定し、大阪府医療計画及

び市町村介護保険事業計画との整合性を図りました。 

 
併せて、パブリックコメントを実施し、府民から寄せられた意見も踏まえて計画を策

定しました。 
 
第２項 府の推進体制 

 府関係部局で構成する「大阪府高齢者保健福祉施策推進会議」の開催等を通じて、関

係部局が緊密な連携を図りながら本計画を推進します。 
 

 また、福祉、医療、保健等の専門家や学識経験者等で構成する「大阪府高齢者保健福

祉計画推進審議会」を運営し、計画の進捗状況について点検・評価を行い、その内容に

ついて府ホームページ等を通じて公表します。 

 

 とりわけ、平成 29 年介護保険法改正により、都道府県が管内の地域課題を把握して、

市町村を具体的に支援していくことが求められるようになったこと等も踏まえ、市町村

の計画の進捗状況や市町村の意見等を踏まえながら、不断に府の保険者支援の施策の見

直し等にも努めていきます。 

 
第３項 市町村・関係機関、地域住民等との連携 

 本計画や市町村計画の着実な推進に向けて、「市町村担当課長会議」の開催等を通じて、

市町村と高齢者福祉施策に関する協議・検討や意見交換を行います。 
 また、府、市町村、関係機関・団体が適切に役割分担しながら緊密な連携を図り、地

域住民等の理解と協力のもとに本計画を推進します。 
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第４項 府の役割及び市町村への支援・助言 

高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、介護保険制度の

持続可能性を維持するため、平成 29 年介護保険法改正では、市町村における高齢者の自

立支援・重度化防止に向けた取組みを国において的確に評価するとともに、国が市町村

に対し財政的インセンティブ（「保険者機能強化推進交付金（市町村分）」）を付与するこ

とにより、保険者機能の強化を図っていく仕組みの制度化がなされました。 
 
一方で、市町村の人員やノウハウにも課題や地域差があることや、市町村の枠を超え

た調整が必要である場合もあること等から、介護保険制度上は、従来から、都道府県に

よる保険者支援が位置づけられてきたところです。さらに、今回の法改正では、都道府

県は、市町村の地域課題を把握し、いかなる保険者支援の取組みを行っているかを国に

おいて的確に評価するとともに、国が都道府県に対しても財政的インセンティブ（「保険

者機能強化推進交付金（都道府県分）」）を付与することにより、都道府県による保険者

支援機能の強化を図っていく仕組みの制度化もなされたところです。 
 
本計画は、市町村計画の推進を支援するための計画であることから、この計画に掲げ

る大阪府の施策を通じて市町村の高齢者福祉事業及び介護保険事業の円滑な実施を支援

するとともに、様々な機会を通じて、市町村計画が円滑に推進されるよう、支援・助言

に努めていくほか、必要な施策等を検討していきます。 
 
また、市町村においても、関係部局間の連携を図り、高齢者に関する施策を総合的に

展開するための体制を整備し、地域住民や関係機関等の理解と協力のもとに計画を推進

するとともに、審議会等を運営し、専門家や被保険者の代表等の意見を聴きながら、毎

年計画の進捗状況について点検・評価を行い、適宜公表することが必要です。 
 
府では圏域ごとや府内全体の計画進捗状況を取りまとめ、市町村に提供するなど、市

町村計画の進捗状況に係る点検・評価についても支援します。 
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第７節 関係計画等との関係 

 
 
本計画の策定に当たっては、「第７次大阪府医療計画」、「大阪府地域福祉支援計画」、

「大阪府高齢者居住安定確保計画」、「大阪府賃貸住宅供給促進計画」、「第４次大阪府障

がい者計画（後期計画）」、「第５期大阪府障がい福祉計画」、「第３期大阪府医療費適正化

計画」、「第３次大阪府健康増進計画」、「第２次大阪府歯科口腔保健計画」、「住まうビジ

ョン・大阪」、「大阪府高齢者・障がい者住宅計画」、「大阪府介護・福祉人材確保戦略」、

「大阪府人権施策推進基本方針」等、福祉、医療、保健はもとより幅広い分野における

各種計画等との連携を図っています。 


