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第１ 指定（介護予防）特定施設入居者生活介護事業に関する事項  
【基本方針】 
 ○指定特定施設入居者生活介護 
    この事業は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の世話、

機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合においても、その入居者がその施

設において、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にするものでなければなら

ない。 

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第37号。

以下「居宅サービス基準」という。）第174条） 

 ○指定介護予防特定施設入居者生活介護 
    この事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、その入居者がその施設において、自立した日常

生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は

向上を目指すものでなければならない。 

（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年３月14日厚生労働省令第35号。以下「介護予防サー

ビス基準」という。）第230条） 

 

１ 人員に関する基準（居宅サービス基準第 175条、介護予防サービス基準第 231条） 

（１） 生活相談員 

常勤換算方法で、利用者の数が 100又はその端数を増すごとに１人以上 

       生活相談員のうち１人以上は常勤でなければならない。 

    例）100人＝１人  100超～200人＝２人 

 

（２） 看護職員（看護師若しくは准看護師）及び介護職員 

ア 合計数 

    常勤換算方法で、要介護（１～５）である利用者の数及び要支援（１及び２）の利用者の数に 10 

分の３を乗じて得た数の合計数が３又はその端数を増すごとに１以上 

    具体的には、要介護者の利用者の数に、要支援の利用者１人を要介護者 0.3人と換算して合計し 

た利用者数を基に、３又はその端数を増すごとに１以上と算出する。 

 

イ 看護職員の数 

   ・総利用者数が 30を超えない施設にあっては、常勤換算方法で、１以上 

   ・総利用者数が 30を超える施設にあっては、常勤換算方法で、１に総利用者数が 30を超えて 50 

又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

    （例）常勤換算方法で 30人＝１以上、30人超～80人＝２以上、80人超～130人＝３以上 

         

  ウ 介護職員の数 

   常に１以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当 

たる介護職員が確保されていること。 

   ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、こ 

の限りでない。 
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  エ 常勤・非常勤について 

   看護職員及び介護職員のうちそれぞれ１人以上は、常勤の者でなければならない。 

   ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員の 

うちいずれか１人が常勤であれば足りるものとする。 

 

（３） 機能訓練指導員   １以上 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る者とし、当該施設における他の職務に従事することができる。この「訓練を行う能力を有する者」

とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、は

り師又はきゅう師の資格を有する者（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置

した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）とする。 

 

（４） 計画作成担当者   １以上（総利用者数が 100又はその端数を増すごとに１を標準とする。） 

計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画（介

護予防特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。 

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該施設における他の職務に従事することができる。 

 

《実地指導における不適正事例》 

○計画作成担当者が特定施設サービス計画の作成に関する業務に、専ら従事していない。 

計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に関する業務に専ら従事すること。ただし、利

用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設の他の職種に従事できる。 

（居宅サービス基準第175条第１～第７項） 

 

（５） 管理者（居宅サービス基準第 176条、介護予防サービス基準第 232条） 

施設ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 

ただし、管理上支障がない場合は、当該施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の 

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

（６） 病院及び診療所の療養病床転換による機能訓練指導員の配置に関する基準の緩和の経過措置 

（附則第 14 条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病床若しく

は老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を令和６年３月 31日までの間に転換し、指定特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指定

特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療機関併設型指定特定施設（介護老人保健施設、

介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。）においては、機

能訓練指導員は、当該医療機関併設型指定特定施設における理学療法士等によるサービス提供が、当

該併設医療機関及び医療機関併設型指定特定施設の入居者に対するサービス提供が適切に行われると

認められるときは、これを置かないことができる。 
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（７） 病院及び診療所の療養病床転換による生活指導員及び計画作成担当者の配置に関する基準の緩和

の経過措置（附則第 14 条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病床若しくは

老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病

床を令和６年３月 31日までの間に転換し、指定特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指定特定

施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療機関併設型指定特定施設においては、当該医療機関併

設型指定特定施設における生活相談員又は計画作成担当者の配置については、当該医療機関併設型指定

特定施設の入居者に対するサービス提供が適切に行われると認められる場合にあっては、実情に応じた

適当数でよいこと。 

 

（８）人員基準欠如による減算 

看護職員又は介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準に該当しない場合 

看護職員又は介護職員の員数が、居宅サービス基準第 175条（介護予防サービスの場合は介護予 

防サービス基準第 231条）に定める員数を置いていない場合（看護、介護職員不足等）には、所定 

単位数に１００分の７０を乗じて得た単位数を用いて算定する。 

  この場合 

 

 

 

 

 

 

 

ア 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準

欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算する。 

イ 人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合には、当該月の翌々月から

人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算する。（ただし、翌月

の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。） 
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※用語 

 

「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の１週間の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が１週間に勤務すべき

時間数（32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業員の員数

を常勤の員数に換算する方法。 

なお、常勤の従業者の休暇や出張等の期間については、その期間が暦月で１月を超えるものでない限り、

常勤の従業者として勤務したものとして取り扱う。非常勤の従業者の休暇や出張等の期間については、サ

ービス提供に従事する時間とはいえないので、勤務延時間数には含めない。 

 

「勤務延時間数」 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービス提供のための準

備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とする。 

なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の

従事者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

 

「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数

（32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。同一の事業者によ

って当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差

し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時

間数に達していれば、常勤の要件を満たすものである。 

 

「専らその職務に従事する」 

原則として、サービス時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう。この場合のサ

ービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・

非常勤の別を問わない。 

 

「利用者の数」 

 利用者の数は前年度の平均値（ただし、新規に指定を受ける場合は推定数） 

 

「前年度の平均値」 

当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月 31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の全

利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小

数点第２位以下を切り上げるものとする。 
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生活相談員の資格要件について  
福岡県保健医療介護部介護保険課  

 生活相談員の資格要件については、平成 24年９月 1日以降、下記のとおりとする。  
１ 通所介護・短期入所生活介護（特別養護老人ホーム併設を除く。）   （１）社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者 

     ①社会福祉士 

     ②精神保健福祉士 

        ③社会福祉主事任用資格 

  （２）これと同等以上の能力を有すると認められる者 

         次のいずれかに該当する者 

        ①介護福祉士 

        ②介護支援専門員 

        ③社会福祉施設等（注）で３年以上勤務し又は勤務したことのある者    （注） ○社会福祉法第２条に定める社会福祉事業 

    ・生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設、更生施設その他

生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施

設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業  

    ・児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、

児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経

営する事業  

    ・老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する養護老人ホーム、特別養護

老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業 

    ・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（平成十七年法律第百

二十三号）に規定する障害者支援施設を経営する事業  

    ・売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）に規定する婦人保護施設を経営する事業  

    ・授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事

業  

    ・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する

金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業  

    ・児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助

事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育

支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育

事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを

経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業  

    ・母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に規定する母子家庭等日常生

活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法 に規定する母子福祉施設を経営する

事業  
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    ・老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事

業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サ

ービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、

老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業  

    ・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に規定する障害福祉サ

ービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定

する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業  

    ・身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する身体障害者生活訓

練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定す

る身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報

提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業  

    ・知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）に規定する知的障害者の更生相談

に応ずる事業  

    ・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その

他の施設を利用させる事業  

    ・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業  

    ・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法（平成九年法律第百二十三号）

に規定する介護老人保健施設を利用させる事業  

    ・隣保事業（隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその

他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うも

のをいう。）  

    ・福祉サービス利用援助事業（精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に

対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス（前項各号及び前各号の事業において

提供されるものに限る。以下この号において同じ。）の利用に関し相談に応じ、及び

助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービス

の利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切

な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。）  

    ・上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業  

              ○病院、診療所、指定特定施設、介護老人保健施設、指定居宅介護支援事業及び指定

介護予防支援事業 

 

 ２ 特定施設入居者生活介護    適任者を配置すること。 
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２ 設備に関する基準（居宅サービス基準第 177条、介護予防サービス基準第 233条） 

（１） 施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐

火建築物でなければならない。（原則） 

（２） 施設は、介護居室（特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。）、一時

介護室（一時的に利用者を移してサービスを行うための室をいう。以下同じ。）、浴室、便所、食堂及び

機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保さ

れている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合に

あっては機能訓練室を設けないことができる。 

 

   介護居室は、次の基準を満たさなければならない。 

   イ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、２人とするこ

とができるものとする。 

   ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

   ハ 地階に設けてはならないこと。 

   ニ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

「利用者の処遇上必要と認められる場合」とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであって、

事業者の都合により一方的に２人部屋とすることはできない。なお、平成 18年改正時における既存の

指定特定施設における定員４人以下の介護居室については、個室とする規定を適用しない。 

 

（３） 病院及び診療所の療養病床転換による浴室、便所及び食堂に関する基準の緩和（附則第 16条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病床若しくは

老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病

床を令和６年３月 31日までの間に転換し、指定特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指定特定

施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療機関併設型指定特定施設においては、当該医療機関併

設型指定特定施設における浴室、便所及び食堂に関しては、当該医療機関併設型指定特定施設の入居者

に対するサービス提供が適切に行われると認められる場合にあっては、置かないことができるものとす

る。 

なお、機能訓練指導室については、他に適当な場所が確保されている場合に設けないことができるこ

ととされており、この場合には、併設医療機関の設備を利用する場合も含まれるものである。 
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３ 運営に関する基準 

（１） 内容及び手続の説明及び契約の締結等（居宅サービス基準第 178条､介護予防サービス基準第 234条） 

   ア 指定（介護予防）特定施設入居者生活介護事業者（以下「事業者」という。）は、サービスの提

供に当たっては、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対して、入居申込者のサービス選択に資す

ると認められる重要事項について、分かりやすい説明文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、同意を

得るとともに、入居及びサービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

イ 「入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」とは、運営規程の概要、従業者の勤

務の体制、介護居室、一時介護室、浴室、食堂及び機能訓練室の概要、要介護状態区分又は要支援状

態区分に応じて当該事業者が提供する標準的な介護サービスの内容、利用料の額及びその改定の方法

並びに事故発生時の対応等である。 

ウ 契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容及び利用料その他費用の額、契約解除の条件を

記載するものとする。 

この契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

エ 特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生活介護の契約について、別の契約書とする

ことなく、１つの契約書によることができる。 

《実地指導における不適正事例》 

○契約書に利用料等の記載がない。 

契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容及び利用料その他費用の額、契約解除の条

件を明確に記載すること。（居宅サービス基準第 178条） 

 ○重要事項説明書に提供するサービス及び利用料等の記載がない。 

重要事項説明書においては、提供する具体的なサービス及びその料金等を明確に記載すること。 

なお、特定施設のサービスと有料老人ホームのサービスを明確に区分すること。 

 

 

（２） 指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等（居宅サービス基準第 179条､介護予防サービス基準第

235条） 

ア 事業者は、正当な理由なく、入居者に対するサービスの提供を拒んではならない。 

イ 事業者は、入居者がサービスに代えて当該事業者以外の者が提供する介護サービスを利用すること

を妨げてはならない。 

ウ 入居申込者又は入居者（以下「入居者等」という。）が入院治療を要する者であること等、入居者

等に対して自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所

の紹介その他適切な措置を速やかに講じなければならない。 

エ サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなけれ

ばならない。 

  

（３） 受給資格等の確認（居宅サービス基準第 192 条において準用する第 11 条､介護予防サービス基準第

245条において準用する第 49条の５） 

ア 事業者は、サービスの提供を求められた場合は、利用者が提示する被保険者証によって、被保険者

資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。 

イ 利用者の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、これに配慮して、サービスを提

供するように努めなければならない。 
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（４） サービスの提供の記録（＊県、指定都市及び中核市が定める基準条例に従う。） 

ア 指定（介護予防）特定施設入居者生活介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以外の居宅サ

ービス、地域密着型サービス及び施設サービスについて保険給付を受けることができないことを踏ま

え、他の居宅サービス事業者等において、当該利用者が指定（介護予防）特定施設入居者生活介護を

受けていることを確認できるよう、事業者は、サービスの開始に際してはサービス開始年月日及び指

定特定施設の名称を、サービスの終了に際しては当該終了年月日を、利用者の被保険者証に記載しな

ければならない。 

イ サービスを提供した際には、サービスの提供日、サービスの内容、利用者の状況その他必要な事項

を記録しなければならない。 

   なお、当該記録は、５年間は保存しなければならない。 

 

（５） 利用料等の受領（居宅サービス基準第 182条､介護予防サービス基準第 238条） 

   ア 事業者は、法定代理受領サービスとして提供されるサービスを提供した際には、利用者から、利用 

料の一部として、居宅介護（介護予防）サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護（介 

護予防）サービス費の額を控除して得た額の支払を受けなければならない。 

   イ 法定代理受領サービスでないサービスを提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の 

額と、法定代理受領サービスであるサービスに係る費用の額との間に不合理な差額があってはな 

らない。 

  ウ 事業者は、上記の支払を受ける額のほか、次の費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

   (ｱ) 利用者の選択により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

   (ｲ) おむつ代 

   (ｳ) (ｱ)、(ｲ)の項目以外にサービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常 

必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

     このサービスの提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、そのサービスの内容及び費用につ 

いて説明し、利用者の同意を得なければならない。   

《実地指導における不適正事例》 

○利用者から徴収することができない費用を徴収していた。 

  利用者から別途徴収することができる費用は、日常生活費の他は、利用者の個別の希望による

費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものに限られる。 

  ・福祉用具（車いす、徘徊感知器、介護用マットその他の介護用福祉用具）の貸与・購入費用

を利用者から別途徴収していた。 

・利用者が医療機関に入院しているにもかかわらず、入院中も介護報酬の請求を行っていた。 

・食事介助のヘルパー費用、介護に手間を要する・専門のリハビリテーション要員が不在であ

る等の理由で、かかる介護に要する費用を別途利用者から徴収していた。 

上記のような、介護の提供に当たって必要な費用を利用者から別途徴収することはできない。 

（居宅サービス基準第182条第3項及び平12.3.30老企52号） 
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○ 特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用につい

て（平成 12年３月 30日老企第 52号｡最終改正:平成 27年３月 27日老企発 0327第１号）(抄) 

  事業者が､介護保険の給付対象となる(介護予防)特定施設入居者生活介護に要する費用とは

別に介護サービスに係る費用(居宅サービス基準第 182 条第３項第１号、指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年３月 14日厚生労働省令第 34号。

以下「地域密着型サービス基準」という。）第 117 条第３項第１号及び介護予防サービス基準

第 238条第３項第１号)を受領できる場合は､次の（１）及び（２）に限られるものである｡ 

   これらの費用については､全額が利用者の負担となるものであり､あらかじめ､利用者又はそ

の家族に対して､当該サービスの内容､費用及び人員配置状況について十分に説明を行い､利用

者の同意を得ることが必要である｡ 

 （１） 人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料 

   要介護者及び要支援者（以下「要介護者等」という。）の人数に応じて看護･介護職員の人数

が次の①又は②のいずれかの要件を満たす場合に､人員配置が手厚い場合の介護サービス利用

料（以下「上乗せ介護サービス利用料」という。）を受領できるものとする｡ 

   上乗せ介護サービス利用料については、看護･介護職員の配置に必要となる費用から適切に

算出された額とする｡ 

① 要介護者等が 30人以上の場合 

看護･介護職員の人数が常勤換算方法で､「要介護者の数(前年度の平均値)」及び「要支

援者の数(前年度の平均値)に 0.5を乗じて得た数」の合計数が、2.5又はその端数を増す

ごとに１人以上であること｡ 

② 要介護者等が 30人未満の場合 

看護･介護職員の人数が､上記居宅サービス基準等に基づき算出された人数に２人を加

えた人数以上であること｡ 

 （２） 個別的な選択による介護サービス利用料 

   あらかじめ特定施設入居者生活介護として包括的かつ標準的に行うものとして定めた介護

サービスとは別に､利用者の特別な希望により行われる個別的な介護サービスについては､そ

の利用料を受領できるものとする。ただし､当該介護サービス利用料を受領する介護サービス

は､本来特定施設入居者生活介護として包括的に行うべき介護サービスとは明らかに異なり､

次の①から③までのように個別性の強いものに限定される必要がある｡ 

   なお､看護･介護職員が当該サービスを行った場合は､居宅サービス基準等上の看護･介護職

員の人数の算定において､当該看護･介護職員の勤務時間から当該サービスに要した時間を控

除して算定(常勤換算)することとなる｡ 

① 個別的な外出介助 

   利用者の特別な希望により､個別に行われる買い物､旅行等の外出介助(当該特定施設の

行事､機能訓練､健康管理の一環として行われるものは除く｡)及び当該特定施設が定めた

協力医療機関等以外の通院又は入退院の際の介助等に要する費用 

② 個別的な買い物等の代行 

利用者の特別な希望により､当該特定施設において通常想定している範囲の店舗以外の

店舗に係る買い物等の代行に要する費用 

③  標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助 

      利用者の特別な希望により､当該特定施設が定めた標準的な入浴回数を超えた回数（当

該特定施設が定めた標準的な入浴回数が１週間に３回である場合には４回以上｡ただし､

居宅サービス基準第 185 条第２項等の規定により１週間に２回以上の入浴が必要であり､

これを下回る回数を標準的な回数とすることはできない｡）の入浴の介助に要する費用 
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（６） 取扱方針 

ア 指定特定施設入居者生活介護（居宅サービス基準第 183条） 

(ｱ) 事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身

の状況を踏まえ、日常生活に必要な援助を妥当適切に行うこと。 

(ｲ) サービスは、特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう配慮して行うこと。 

(ｳ) 従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められた

ときは、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(ｴ) 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

(ｵ) 事業者は、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録すること。 

(ｶ) 事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（以下「身体的拘束適正化検討委員会」と

いう。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知

徹底を図ること。 

ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

(ｷ) 上記(ｶ)イの身体的拘束適正化検討委員会は、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、看護職員、

介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、

専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。 

なお、身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。 

また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策と

して、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 

施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、

施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的と

したものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、

イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、

結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

(ｸ) 指定特定施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込む

こととする。 

イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 
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ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

(ｹ) 介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的拘束

等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定特定施設における指針

に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定特定施設が指針に基づいた研修プログラム

を作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適

正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内での

研修で差し支えない。 

(ｺ) 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。 

 

《実地指導における不適正事例》 

○身体拘束廃止に向けた具体的な取組み策が講じられていない。 

  身体拘束については、緊急やむを得ない場合が発生した際の対応等について、管理者及び各職

種の従業者で構成する委員会など設置し、将来に亘って身体拘束をしないための研修等に取り組

むこと。（居宅サービス基準第183条第4項及び第5項関係） 

 

イ 指定介護予防特定施設入居者生活介護（介護予防サービス基準第 246条） 

(ｱ) 一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができる

よう支援することを目的として行われるものであることに留意しつつ行うこと。 

(ｲ) 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であることから、サ

ービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、様々

な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。 

(ｳ) サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、かえって

利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘を

踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のでき

る能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないように配慮すること。 

(ｴ) 提供された介護予防サービスについては、介護予防特定施設サービス計画に定める目標達成の度

合いや利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図らなければなら

ない。 

(ｵ) 身体的拘束等の禁止（介護予防サービス基準第 239条） 

  アの(ｴ)、(ｵ)、(ｶ)と同じ 

 

（７） サービス計画の作成 

ア 指定特定施設入居者生活介護（居宅サービス基準第 184条）    

(ｱ) 管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画の作成業務を担当させること。 

(ｲ) 計画作成担当者は、サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その

有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用

者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければな

らない。 

(ｳ) 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づ

き、他の従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、その目標を達成するための具体的な

サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作
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成しなければならない。 

(ｴ) 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又

はその家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

  なお、当該計画は、５年間は保存しなければならない（変更した計画についても同じ。）。 

(ｵ) 計画作成担当者は、作成した特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

(ｶ) 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の従業者との連絡を継続的に行う

ことにより、特定施設サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者についての解決すべき課

題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うこと。 

(ｷ) （ｲ）～（ｵ）の規定は特定施設サービス計画の変更について準用する。 

(ｸ) 特定施設サービス計画は、利用者に対するサービスが総合的に行われるよう、介護給付の対象とな

らない介護サービスに関する事項をも含め作成する。 

  なお、当該計画の作成及び実施に当たっては、利用者の希望を十分勘案するものとする。 

  (ｹ) 指定特定施設入居者生活介護事業所におけるサービスを短期間提供する場合で、居宅サービス計画    

    に基づきサービスを提供している指定特定施設入居者生活介護事業者については、当該居宅サービス   

    を作成している指定居宅介護支援事業者から特定施設サービス計画の提供の求めがあった際には、当 

    該特定施設サービス計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

イ 指定介護予防特定施設入居者生活介護（介護予防サービス基準第 247条） 

(ｱ) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、主治の医師又は歯科医師

からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置かれている環

境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができる

ように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

(ｲ) 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の

従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容、サービスを提供する上での留意点、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防特定施

設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

(ｳ) 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について

利用者又はその家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

  なお、当該計画は、５年間は保存しなければならない（変更した計画についても同じ。）。 

(ｴ) 計画作成担当者は、作成した介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

(ｵ) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づ

き、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければならない。 

(ｶ) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明をしなければならな

い。 

(ｷ) 計画作成担当者は、他の従業者との連絡を継続的に行うことにより、サービス計画に基づくサー

ビスの提供の開始時から、当該計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少な

くとも１回は、当該計画の実施状況の把握（モニタリング）を行うとともに、利用者についての解

決すべき課題の把握を行うものとする。 

(ｸ) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画 

の変更を行う。 

(ｹ) （ｱ）～（ｸ）は介護予防特定施設計画の変更について準用する。 

(ｺ) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所におけるサービスを短期間提供する場合で、介護予 

  防サービス計画に基づきサービスを提供している指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に
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ついては、介護予防サービスを作成している指定介護予防支援事業者から介護予防特定施設サービ

ス計画の提供の求めがあった際には、当該介護予防特定施設サービス計画を提供することに協力す

るよう努めるものとする。 

 

《実地指導における不適正事例》 

○特定施設サービス計画が作成されていないものがある。 

計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、把握された解決すべき課題に基づき、サービ

スの目標及びその達成時期、サービスの内容等を盛り込んだ計画原案を、利用者又はその家族に

説明し、文書により利用者の同意を得ること。また、サービス計画を利用者に交付し、作成後も

他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、計画の実施状況及び利用者の解決すべ

き課題の把握を行い、必要に応じてサービス計画の変更を行うこと。 

（居宅サービス基準第184条） 

 

（８） 介護（居宅サービス基準第 185条､介護予防サービス基準第 248条） 

ア 介護は、利用者の人格を十分に配慮して、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

イ 事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、１週間に２回以上適切な方法により入浴させ、又は 

清しきしなければならない。 

ウ 事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行 

わなければならない。 

エ 事業者は、上記のほか、利用者に対し、入居者の心身の状況や要望に応じて、１日の生活の流れに 

沿って、食事、離床、着替え、整容などの日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

 

（９） 機能訓練（居宅サービス基準第 192条において準用する第 132条） 

事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、利用者の生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行

わなければならない。 

 

（10） 健康管理（居宅サービス基準第 186条､介護予防サービス基準第 249条） 

（介護予防）特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のため

の適切な措置を講じなければならない。 

 

（11） 相談及び援助（居宅サービス基準第 187条､介護予防サービス基準第 250条） 

事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はそ 

の家族に対し、常時必要な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとることにより、その相

談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

   なお、社会生活に必要な支援とは、入居者自らの趣味又は嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共 

サービス及び必要とする行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は相談である。 
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《実地指導における不適正事例》 

○預り金等の管理が不十分である。 

入所者の金銭、印鑑、預金通帳等の預り金品の取扱いについては、保管責任者、保管担当者を決

め、金銭の出入りに係る書類、個人ごとの出納簿の作成等により厳正な管理を行うこと。 

（居宅サービス基準第187条） 

 

（12） 運営規程（居宅サービス基準第 189条､介護予防サービス基準第 240条） 

事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項を内容とする規程を定めておかなければなら 

  ない。 

ア 事業の目的及び運営の方針 

  イ 従業者の職種、員数及び職務内容 

  ウ 入居定員及び居室数 

    エ 指定（介護予防）特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額（※１） 

  オ 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

  カ 施設の利用に当たっての留意事項 

  キ 緊急時等における対応方法 

    ク 非常災害対策 

    ケ その他運営に関する重要事項（※２） 

   ※１「指定（介護予防）特定施設入居者生活介護の内容」については、入浴の介護の１週間における回数 

等のサービスの内容を指すものである。 

   ※２「その他運営に関する重要事項」については、看護職員又は介護職員を、それぞれ他の従業者と明確

に区分するための措置等を指すものであること。また、緊急やむを得ない場合における身体的拘束等

について手続を定めておくことが望ましい。 

 

（13） 勤務体制の確保等（居宅サービス基準第 190条､介護予防サービス基準第 241条） 

事業者は、利用者に適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければな 

らない。（従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、機能訓練指導員との兼

務関係、計画作成担当者との兼務関係等を勤務表上明確にすること。） 

    事業者は、当該指定（介護予防）特定施設の従業者によってサービスを提供しなければならない。た

だし、当該事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 

   また、事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

《実地指導における不適正事例》 

○従業者に対して、身体拘束廃止や高齢者虐待防止に関する研修が実施されていない。 

  養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養介

護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を

受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従業者等による高

齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 

 事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平17法124号）第20条及び居

宅サービス基準第190条第4項） 

 

（14） 非常災害対策（＊県、指定都市及び中核市が定める基準条例に従う。） 
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事業者は、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、非常災害時 

の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避 

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

   また、日頃から消防団や地域住民との連携を図り､火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるよう 

な体制作りを求めることとした。 

 

《実地指導における不適正事例》 

○非常災害対策が不十分である。 

事業者は、火災、風水害、地震等を想定した非常災害に関する具体的な計画を立て、定期的に従

業者に周知するとともに、定期的に（年２回以上）避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 

  なお、当該訓練のうち１回は、夜間を想定したものとすること。 

（居宅サービス基準第192条において準用する第103条、平24県条例55号第５条） 

 

（15） 衛生管理等（居宅サービス基準第 192条において準用する第 104条､介護予防サービス基準第 245 

条において準用する第 139条の２） 

   ア 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用水について、衛生的な管理に努め、 

又は衛生上必要な措置を講じなければならない。必要に応じ保健所の助言、指導を求め、常に密接な 

連携を保つこと。 

イ 事業者は当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努め 

なければならない。特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等に 

ついては、その発生及びまん延を防止するための措置について、状況に応じてその都度発出される厚 

生労働省通知等（厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/ を参照）に基づき、適切な措置

を講ずること。 

   ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

 

（16） 掲示（居宅サービス基準第 192条において準用する第 32条､介護予防サービス基準第 245条におい

て準用する第 53条の４） 

事業者は、指定（介護予防）特定施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

《実地指導における不適正事例》 

○事業所内の掲示が不十分である。 

  事業者は、特定施設の見やすい場所に、従業者の勤務の体制、運営規程の概要その他の利用申込

者のサービス選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（居宅サービス基準第192条において準用する第32条） 

 

（17） 秘密保持（居宅サービス基準第 192条において準用する第 33条､介護予防サービス基準第 245条に

おいて準用する第 53条の５） 

ア 指定（介護予防）特定施設の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。 

イ 事業者は、当該指定（介護予防）特定施設の従事者であった者が、正当な理由がなく、業務上知り

得た利用者及びその家族の秘密を漏らさないよう、必要な措置を講じなければならない 
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ウ 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利 

用者及びその家族の同意を文書で得ておかなければならない。 

 

《実地指導における不適正事例》 

○従業者であった者が知り得た利用者及び家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者との雇用

契約時に取決めを行うなどの必要な措置を講じていない。 

  事業者は、当該施設の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らすことのないよう、雇用時に秘密保持の誓約書を徴すか、就業規則に定め

る等の必要な措置を講じること。（居宅サービス基準第192条において準用する第33条第２項） 

○サービス担当者会議等において、利用者等の個人情報を用いる場合、当該利用者等の同意を得

ていない。 

事業者は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いることがあ

るので、利用者及びその家族の同意を、あらかじめ文書により得ておくこと。 

（居宅サービス基準第192条において準用する第33条第３項） 

 

（18） 苦情処理（居宅サービス基準第 192条において準用する第 36条､介護予防サービス基準第 245条に

おいて準用する第 53条の８） 

ア  事業者は、提供したサービスについて、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ため、苦情受付窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

イ アの「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における 

苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの 

内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示す 

ること等である。 

ウ 事業者は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

エ 事業者は、提供したサービスに関し、介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「法」という。） 

第 23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員か 

らの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情について市町村が行う調査に協力するとともに、 

市町村から指導又は助言を受けた場合は、その指導助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

オ 事業者は、市町村から求めがあった場合には、エの改善内容を市町村に報告しなければならない。 

カ 事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関し、国民健康保険団体連合会が行う法第

176 条第１項第３号の調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 

キ 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、カの改善内容を国民健康保険団体 

連合会に報告しなければならない。 

 

《実地指導における不適正事例》 

○苦情処理の対策が不十分である。 

○苦情相談窓口等の掲示がない。 

  事業者は、苦情処理相談窓口、苦情処理の体制及び手順等の苦情を処理するための措置の概要に

ついて明らかにし、利用申込者又はその家族に文書にて説明するとともに、事業所に掲示するこ 

と。（居宅サービス基準第192条において準用する第36条及び平11.9.17老企第25号第三の10の3の 

(15)において準用する第三の1の3の(23)の①） 

 

17



 

（19） 事故発生時の対応（居宅サービス基準第 192 条において準用する第 37 条､介護予防サービス基準第

245条において準用する第 53条の 10） 

ア 事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者 

に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

   イ 事業者は、アの事故の状況等及びその際に採った処置について記録しなければならない。 

   ウ 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに賠償 

しなければならない。 

 

《実地指導における不適正事例》 

○事故発生時の対応が不十分である。 

  事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合（当該利用者が医療機関を受診した場合を

含む。）は、市町村（保険者）、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講

じるとともに、その事故の状況及び採った処置について記録しなければならない。また、その原因

を究明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

（居宅サービス基準第192条において準用する第37条） 

 

（20） 記録の整備（＊県、指定都市及び中核市が定める基準条例に従う。） 

ア 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

イ 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、完結の日から各指定 

権者が条例で定める期間、保存しなければなければならない。 

    (ｱ) （介護予防）特定施設サービス計画 

   (ｲ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

   (ｳ) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(ｴ) 業務の全部又は一部を委託により、他の事業者に行わせる場合における当該事業者の業務の実 

施状況について定期的に確認した結果等の記録 

    (ｵ) 利用者に関する市町村への通知に係る記録 

    (ｶ) 苦情の内容等の記録 

    (ｷ) 事故の状況及び採った処置についての記録 

 

（21） 変更届 

   事業者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は事業を再開したときは、10日以内 

に、その旨を県知事等（北九州市、福岡市及び久留米市に所在する事業所にあっては当該市の長）に届 

け出なければならない。 

  ア 事業所の名称及び所在地 

  イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

  ウ 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関するも 

のに限る。） 

  エ 建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要 

  オ 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴（※） 

  カ 運営規程 

  キ 協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容 

    （協力歯科医療機関があるときは、当該協力歯科医療機関を含む。） 

  ク 当該申請に係る居宅介護サービス費、居宅支援サービス費の請求に関する事項 
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  ケ 役員の氏名、生年月日及び住所 

  コ 介護支援専門員（介護支援専門員として業務を行う者に限る。）の氏名及びその登録番号 

  ※ 管理者の変更又は役員の変更の場合は、「誓約書」を要する。 

利用定員の増加は、申請事項である。 

 

４ 報酬の算定及び取扱い 

  ○算定上における端数処理について 

   「訪問通所サービス通知」(平成 12年３月１日老企第 36号)の第二の１の（１）を準用する。 

具体的には、次のとおりである。 

① 単位数算定の際の端数処理 

     単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算

に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行っていくこととする。 

つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。 

    (例) 訪問介護（身体介護中心 30分以上１時間未満で 395単位） 

     ・事業所と同一の建物に居住する利用者にサービスを行う場合、所定単位数の 90％を算定 

        395×0.9＝355.5→356単位 

     ・この事業所が特定事業所加算（Ⅰ）を算定している場合、所定単位数の 20％を加算 

        356×1.2＝427単位 

          ＊395×0.9×1.2＝426.6として四捨五入するのではない。 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数につい 

ては「切り捨て」とする。 

    (例) 前記①の事例で、このサービスを月に６回提供した場合（地域区分は１級地） 

        427単位×６回＝2,562単位 

        2,562単位×11.40／単位＝29,206.8円→29,206円 

     なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算を除く加算等を加えた一体型の 

合成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整数値） 

である。 

居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費及び特定施設入居者生活介護費に 

係る部分に限る。）に関する通則事項（平成 12年３月８日老企第 40号） 

○入所等の日数の数え方について 

① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した 

日の両方を含むものとする。 

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定 

施設又は介護保険施設(以下②及び③において「介護保険施設等」という。)の間で、又は

隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共

用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日

に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含

まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉

施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定

しない。 

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病 

院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの（以下「医療保険 
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適用病床」という。）又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院 

若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼 

務や施設の共用等が行われているもの（以下③において「同一敷地内等の医療保険適用病 

床」という。）に入院する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施 

設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院 

したその日に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。） 

は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。 

   ④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介 

護費等の算定方法(平成 12年厚生省告示第 27号｡最終改正:平成 30年厚生労働省告示第 78

号。以下｢通所介護費等の算定方法｣という。）の適用に関する平均利用者数等の算定にお

いては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。 

 

（１）－１ 特定施設入居者生活介護費（基本報酬）  1日につき下記単位を算定 

   ＜要介護＞ 

    要介護１    ５３６単位 

    要介護２    ６０２単位 

    要介護３    ６７１単位 

    要介護４    ７３５単位 

    要介護５    ８０４単位 

※ 短期利用特定施設入居者生活介護費についても同単位 

 

（１）－２ 介護予防特定施設入居者生活介護費（基本報酬）  1日につき下記単位を算定 

   ＜要支援＞ 

    要支援１    １８１単位 

    要支援２    ３１０単位 

 

（２） その他の居宅サービス及び地域密着型サービスの利用について 

   特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービス及び地域密着型サービスの 

利用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月において、当該居宅サービス及び地域 

密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること 

（外泊の期間中を除く。この外泊の期間中は特定施設入居者生活介護費を算定できない。）。 

 

（３） 短期利用特定施設入居者生活介護費  （運営規程の変更及び算定の届出が必要） 

  ア 指定特定施設入居者生活介護事業者が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅

介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の

事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について３年以上の経験を有する

こと。 

  イ 当該指定特定施設の入居定員の範囲内で、空いている居室等（定員が１人であるものに限る。）

を利用するものであること。ただし、短期利用特定施設入居者生活介護を受ける入居者の数は、１

又は当該指定特定施設の入居定員の 100分の 10以下であること。 

ウ 利用の開始に当たって、あらかじめ 30日以内の利用期間を定めること。 

  エ 家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除き、

権利金その他の金品を受領しないこと。 
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  オ 法第 76条の２第１項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令、老人福祉法第 29条第 13

項の規定による命令､社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 71条の規定による命令又は高齢者の

居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号）第 25条各項の規定による指示（以下「勧告

等」という。）を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して５年以上

の期間が経過していること。 

 

※ １日当たりの介護報酬は、通常の指定特定施設入居者生活介護費と同額 

※ 加算については、夜間看護体制加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算のみ

算定可能 

※ 短期利用特定施設入居者生活介護費について（老企第 40号 第２の４の（３）） 

① 短期利用特定施設入居者生活介護については、施設基準第 22号に規定する基準を満たす特定施設にお

いて算定できるものである。 

② 同号イの要件は、指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者に求められる要件であるので、新たに

特定施設を開設する場合など指定を受けた日から起算した期間が３年に満たない特定施設であっても、

同号イに掲げる指定居宅サービスなどの運営について３年以上の経験を有している事業者が運営する特

定施設であれば、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することができる。 

③ 権利金その他の金品の受領禁止の規定に関しては、短期利用特定施設入居者生活介護を受ける入居者

のみならず、当該特定施設の入居者に対しても、適用されるものである。 

 

（４） 身体拘束廃止未実施減算  所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を減算 

   別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数

の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

   ※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 

特定施設入居者生活介護における身体拘束廃止未実施減算の基準 

指定居宅サービス等基準第 183条第５項及び第６項に規定する基準に適合していないこと。 

※ 身体拘束未実施減算について（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所

サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月８日老企第 40号） 第２の４

の（４）） 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生労働省令第 37号）第 183 

条第５項の記録（同条第４項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条

第６項に規定する措置を講じていない場合に、入居者全員について所定単位数から減算することとな

る。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催していない、身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化の

ための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を県知事等に提出した

後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を県知事等に報告することとし、事実が

生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算

することとする。 
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《実地指導における不適正事例》 

○次の３つを実施していないにもかかわらず、減算をしていなかった。 

（身体拘束廃止未実施減算） 

①身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由を記録すること。 

②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

③身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

④介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実地すること。  

 （いずれも未実施の場合は減算対象であり、要返還） 

（平成 12年３月８日老企第 40号 第２の４の（４）） 

 

（５） 入居継続支援加算  １日につき３６単位を加算（届出が必要） 

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして県知事等に届け出た指定特定施設において、利用

者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、入居継続支援加算として、１日につき３

６単位を所定単位数に加算する。ただし、サービス提供体制強化加算を算定している場合においては、

算定しない。 

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62年厚生省令第 49号）第１条各号に掲げる行為

を必要とする者の占める割合が利用者の 100分の 15以上であること。 

(2) 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が６又はその端数を増すごとに１以上である

こと。 

(3) 看護職員又は介護職員の員数が、居宅サービス基準第 175 条（介護予防サービスの場合は介護

予防サービス基準第 231条）に定める員数を置いていること。 

※ 入居継続支援加算について（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サ

ービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に

関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月８日老企第 40号） 第２の４の

（５）） 

① 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62年厚生省令第 49号）第１条各号に掲げる行為

を必要とする者の占める割合については、届出日の属する月の前３月のそれぞれの末日時点の割

合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近３月

間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合について

は、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通

知第１の５の届出を提出しなければならない。  

② 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の利用者数について

は、第２の１(５)②を準用すること。また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月

の前３月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たす

ものでなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直近３月間

の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を満たさなく

なった場合は、直ちに訪問通所サービス通知１の５の届出を提出しなければならない。  

③ 当該加算を算定する場合にあっては、サービス提供体制強化加算は算定できない。  
  

※ 「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62年厚生省令第 49号）第１条各号に掲げる行

為」 
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一 口腔内の喀痰吸引 

二 鼻腔内の喀痰吸引 

三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 

四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

五 経鼻経管栄養 

 

（６） 生活機能向上連携加算  １月につき２００（又は１００）単位を加算（届出が必要） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして県知事等に届け出た指定特定施設に

おいて、利用者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、１月につき２

００単位を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、１月につ

き１００単位を所定単位数に加算する。 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 

特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費における生活機能向上連

携加算の基準 

指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテー

ションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、当該

指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人

福祉施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同して、利用者又は入所者ごとに個別機能訓練計画

を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。 

※ 生活機能向上連携加算について（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短

期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月８日老企第 40号） 

第２の４の（６）） 

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリ

テーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満のも

の又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）

の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下「理学療法士等」という。）が、

当該指定特定施設入居者生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）と共

同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行って

いること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介

護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬におけ

る疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記

載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担

当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につな

がるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とするこ

と。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計画の中に記載する場合

は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。ま

た、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はな

いこと。 
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③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓

練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練

を適切に提供していること。 

④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、理学療法士等が指定短

期入所生活介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価した上で、機能訓練指導

員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況

等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員等が、利用者又は

その家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向

を確認の上、理学療法士等から必要な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起

き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭

管理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応

を行うこと。 

⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、

常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 
  

 

（７） 個別機能訓練加算  １日につき１２単位を加算 （届出が必要） 

   専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１人以上配置しているものとして、 

県知事等に届け出た施設において、利用者に対して機能訓練を行った場合に加算する。 

  ＊ 理学療法士等…理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサ 

ージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配

置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。） 

ア 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、個別機能

訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練について算定する。 

イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他

の職種の者を１人以上配置して行う。 

（利用者の数が 100 を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤

の理学療法士等を１人以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤

換算方法で利用者の数を 100で除した数以上配置しているもの） 

ウ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、

これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。なお、特定施設入

居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス計画の中に記載す

る場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

エ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対して個別機能訓練計

画の内容を説明し、記録する。 

オ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に

当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 
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《実地指導における不適正事例》 

○加算の要件を満たしていないにもかかわらず、機能訓練指導員に係る加算を算定していた。 

（個別機能訓練加算） 

・専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等（看護師又は准看護師資格所有者）

を１人以上配置しているとして県に届け出、加算を算定していたが、当該機能訓練指導員は看

護業務にも従事しており、常勤専従要件を満たした機能訓練指導員が不在であった。（機能

訓練業務に専従である必要があるため、「少しでも看護業務に従事した場合は」算定要件を

満たさない。） 

  ・個別機能訓練計画を全く作成していない。 

  ・３月ごとに１回以上、記録が作成されていない。 

  ・個別機能訓練に係る効果、実施方法等に関する評価等を行っていない。 

（いずれも算定要件不備であり、要返還） 

（平12厚生省告示19の別表10の注７） 

 

（８） 夜間看護体制加算  １日につき１０単位を加算 （届出が必要） 

  厚生労働大臣が定める下記の基準に適合しているものとして、県知事等に届け出た施設におい 

て、利用者に対して、特定施設入居者生活介護を行った場合に加算する。（本加算の算定が、（14） 

の看取り介護加算の算定条件である。） 

ア 常勤の看護師を１人以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。（准看護師は不可） 

イ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、利用

者に対して 24 時間連絡できる体制（24 時間連絡体制）を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管

理等を行う体制を確保していること。 

ウ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、

当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

   24時間連絡体制とは、特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設か

ら連絡でき、必要な場合には特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいう。 

  具体的には、 

 （ｱ）特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間におけ 

る連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取決め（指針やマニュアル等）の整備がなされて 

いること。 

（ｲ）管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による

利用者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか。）がなされ

ていること。 

（ｳ）特定施設内研修等を通じ介護職員及び看護職員に対して、ア及びイの内容が周知されていること。 

（ｴ）特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等により利用

者の状態に関する引継ぎを行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継ぎを行うこと。 

  といった体制を整備することを想定している。 
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《実地指導における不適正事例》 

○加算の要件を満たしていないにもかかわらず、夜間看護体制に係る加算を算定していた。 

（夜間看護体制加算） 

 ・重度化した場合における対応に係る指針を定めていなかった。 

・入居の際に、利用者又はその家族等に対し、当該指針の内容を説明し、文書による同意を得て

いなかった。 

・常勤の看護師が不在である。又は計画作成担当者、生活相談員、機能訓練指導員といっ

た業務のみに従事しており、看護業務に全く従事していなかった。 

（いずれも算定要件不備であり、要返還） 

（平12厚生省告示19の別表10の注8） 

 

（９） 若年性認知症入居者受入加算  １日につき１２０単位を加算 （届出が必要） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして県知事等に届け出た指定特定施設におい

て、若年性認知症入居者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認知症によって

要介護者となった入居者をいう。）に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、若年性認

知症入居者受入加算として、１日につき１２０単位を所定単位数に加算する。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 

特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費及び介護予防特定施設入居者

生活介護費における若年性認知症入居者受入加算の基準 

受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めること。 

 

（10） 医療機関連携加算  １月につき８０単位を加算 

看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を 

得て、協力医療機関又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に１

回以上情報を提供した場合に加算する。 

なお、情報提供先となる協力医療機関等を特定した上で、情報の提供について利用者の同意を 

得る必要がある。 

※ 医療機関連携加算について（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サ

ービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に

関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月８日老企第 40号） 第２の４の

（10）） 

① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下「協力医療機関等」という。）に情報を提供し

た日（以下「情報提供日」という。）前 30日以内において、特定施設入居者生活介護及び介護予防特

定施設入居者生活介護を算定した日が 14日未満である場合には、算定できないものとする。 

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機

関等で、情報提供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容につい

ても定めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供することを妨げるものではない。 

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、指定居宅サービス基準第

186条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含む。）又は電子メールにより 

行うことも可能とするが、協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又
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は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ること。この場合にお

いて、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。 

 

（11） 口腔衛生管理体制加算  １月につき３０単位を加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を

受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている

場合に、口腔衛生管理体制加算として、１月につき３０単位を所定単位数に加算する。 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 

特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理体制加算の基準 

イ 事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基

づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

ロ 人員基準欠如に該当していないこと。 

※ 口腔衛生管理体制加算について（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入

所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算

定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月８日老企第 40号） 第２の

４の（11）） 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入居者の口腔内状態の評価方

法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、

その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれ

かに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の入居者の口腔ケア計画をいう

ものではない。  

② 「入居者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。  

イ 当該施設において入居者の口腔ケアを推進するための課題  

ロ 当該施設における目標  

ハ 具体的方策  

ニ 留意事項  

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況  

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生

士が行った場合に限る。）  

ト その他必要と思われる事項  

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっ

ても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指

導又は入居者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっ

ては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。  

 
 

 

（12） 栄養スクリーニング加算  １回につき５単位を加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中６月ご

とに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄

養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支

援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として１回につき５単位を所定単位数に加算す

る、ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場

合は算定しない。 
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※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 

特定施設入居者生活介護における栄養スクリーニング加算の基準 

人員基準欠如に該当していないこと。 

※ 栄養スクリーニング加算について（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期

入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月８日老企第 40号） 第２

の４の（12）） 

① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。  

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関

する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。  

イ ＢＭＩが 18.5未満である者  

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」

（平成 18年６月９日老発第 0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェック

リストの No.11の項目が「１」に該当する者  

ハ 血清アルブミン値が 3.5g/dl以下である者  

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者  
 

 

 

（13） 退院・退所時連携加算  １日につき３０単位を加算 

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合は、入居した日

から起算して 30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として、１日につき所定単位数を加

算する。30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医療院への入

所後に当該指定特定施設に再び入居した場合も、同様とする。 

※ 退院・退所時連携加算について（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月８

日老企第 40号 第２の４の（13）） 

① 当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面談等を行い、当該利

用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、特定施設サービス計画を作成し、特定施設サ

ービスの利用に関する調整を行った場合には、入居日から 30 日間に限って、１日につき 30

単位を加算すること。 

② 当該特定施設における過去の入居及び短期利用特定施設入居者生活介護の関係 

退院・退所時連携加算は、当該入居者が過去３月間の間に、当該特定施設に入居したこと

がない場合に限り算定できることとする。 

当該特定施設の短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けることなく

当該特定施設に入居した場合については、退院・退所時連携加算は入居直前の短期利用特定

施設入居者生活介護の利用日数を 30日から控除して得た日数に限り算定できることとする。 

③ 30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、退院・退所時連携加

算が算定できることとする。 
  

 

（14） 看取り介護加算  所定の単位数を加算 （届出が必要） 

  指定特定施設入居者生活介護事業所において、看取り介護を行った場合は、下記の単位数を加 

算する。ただし、看取り介護を実際に行った日のみが対象であり、病院に転院するなどの事情で 
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介護を提供していない日については、算定できない。 

 

 ア 死亡日              １，２８０単位 

 イ 死亡日の前日及び前々日        ６８０単位 

 ウ 死亡日以前４日以上～３０日以下    １４４単位 

   （死亡前３日～前２９日） 

 

夜間看護体制加算を算定していることが、本加算の算定の条件である。よって、利用者等に対 

しては、重度化した場合における対応に係る指針の中で、入居の際にあらかじめ看取り介護について 

も説明を行う必要がある（既存入居者については、指針の内容変更の説明を行うこと。）。また、加 

算の性質上、退去後など、後日になって追加して請求を行うことになるため、あらかじめ文書で同意 

を得ておく必要がある。 

    

   看取り介護加算は、下記の施設基準を全て満たす必要がある。 

  ア 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容

を説明し、同意を得ていること。 

  イ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定特

定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。 

  ウ 看取りに関する職員研修を行っていること。 

なお、看取り加算の対象となる利用者は、下記の要件を全て満たした者である。 

エ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者である

こと。 

 オ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号において「医師等」）が共同で作

成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、

当該計画について同意している者（その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。）であ

ること。 

カ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の

下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護

を受けている者（その家族等が説明を受けている者を含む）であること。 

※ 看取り介護加算について（老企第 40号 第２の４の（14）） 

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し 

た利用者について、その旨を本人又はその家族等（以下「利用者等」という。）に対して説明し、その後

の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、利用者等とともに、医師、看護職員、

介護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に

関する合意を得ながら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援すること

を主眼として設けたものである。 

② 特定施設は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、 

評価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCAサイクル）により、看取り介護を実施する体制を構築

するとともに、それを強化していくことが重要であり、具体的には、次のような取組が求められる。 

イ 看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する方針等を明らかにする（Plan）。 

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該入所者に係る医師の診断を前提にして、介護に係る計画に基 

づいて、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を行う（Do）。 

 ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、職員の精神的負 
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担の把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 

 ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直しを行う

（Action）。 

  なお、指定特定施設入居者生活介護事業者は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対する看 

取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意見交換による地域への啓発活動を行う 

ことが望ましい。 

③ 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説明を行い、 
理解を得るように努めることが不可欠である。具体的には、指定特定施設入居者生活介護事業者は、看

取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、特定施設等において看取りに際して行い得る医療

行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについて、利用者等の理解が得られるよう継続的な説

明に努めることが重要である。加えて、説明の際には、利用者等の理解を助けるため、利用者に関する

記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供すること。 

④ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援 

専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要であり、同指針に盛り込む 

べき項目としては、例えば、以下の事項が考えられる。 

イ 当該特定施設の看取りに関する考え方 

ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 

ハ 特定施設等において看取りに際して行い得る医療行為の選択肢 

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む。） 

ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法 

ヘ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

ト 家族への心理的支援に関する考え方 

チ その他看取り介護を受ける利用者に対して特定施設の職員が取るべき具体的な対応の方法 

⑤ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、施設基準第 23号ハに規定する重度化した場合における 

対応に係る指針に記載する場合は、その記載を持って看取り指針の作成に代えることができるものとす 

る。また、重度化した場合における対応に係る指針をもって看取り指針として扱う場合は、⑩を準用し、

適宜見直しを行うこと。 

⑥ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職種連携を図 

るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共有に努めること。 

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての記録 

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセスメント及び対応 

についての記録 

⑦ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明 

日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないような場合

も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取り介護について

相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。 

 この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日

時、内容等を記載するとともに、利用者の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなか

った旨を記載しておくことが必要である。 

 なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、指定特定施設入居者生活 

介護事業者は、連絡を取ったにもかかわらず来訪がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能
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な限り家族の意思を確認しながら介護を進める必要がある。 

⑧ 看取り介護加算は、利用者等告示第 29号に定める基準に適合する看取り介護を受けた利用者が死亡 

した場合に、死亡日を含めて 30日を上限として、特定施設において行った看取り介護を評価するもの 

である。 

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死亡した場合でも算定可能 

であるが、その際には、当該特定施設において看取り介護を直接行っていない退居した日の翌日から死 

亡日までの間は、算定することができない。（したがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が 

30日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。） 

⑨ 特定施設を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加算は死亡月 

にまとめて算定することから、利用者側にとっては、特定施設に入居していない月についても自己負担 

を請求されることになるため、利用者が退居等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看 

取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必 

要である。 

⑩ 特定施設は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を行うこ 

とが必要であり、利用者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、利用者の死亡を確認 

することができる。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、指定特定施設入居者生活介護事業者が入院する医療機関等 

に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が指定特定施設入居者生活介護事業者に対して本人の 

状態を伝えることについて、退居等の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくこ 

とが必要である。 

⑪ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前 30日の範囲 

内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

⑫ 入院又は外泊又は退去の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該日に所定単位数

を算定するかどうかによる。 

 

（15） 認知症専門ケア加算  １日につき所定の単位数を加算 （届出が必要） 

   指定特定施設入居者生活介護事業所において、専門的な認知症ケアを行った場合は、下記の単位数を   

加算する。ただし、加算はいずれか１つである。 

 ・加算（Ⅰ）   ３単位 

 ・加算（Ⅱ）   ４単位 

 

加算（Ⅰ）については以下のア～ウの基準全てを満たす必要がある。 

ア 施設における利用者の総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認

められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」という。）の占める割合が２

分の１以上であること。 

 イ 認知症介護に係る専門的な研修（「認知症介護実践者研修」及び「認知症介護実践リーダー

研修」）を修了している者を、対象者が 20人未満の場合は１以上、20人以上の場合は、１に、

対象者が 19を超えて 10又はその端数を増すごとに更に１を加えた数以上配置し、チームとし

て専門的な認知症ケアを実施していること。 

  （例）19人以下＝１以上、20人超～29人以下＝２以上、30人～39人以下＝３以上 

  ウ 当該事業所の従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議

を定期的に開催していること。 

 加算（Ⅱ）については、上記ア～ウの基準に加え、以下エ及びオの基準を満たす必要がある。 
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エ 認知症介護の指導に係る専門的な研修（「認知症介護指導者研修」）の修了者を１人以上配置

し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

  オ 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該

計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

※ 認知症専門ケア加算について（老企第 40号 第２の４の（15）） 

① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認

知症の者」とは、日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入居者を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成 18

年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な

運営について」（平成 18年３月 31日老計発第 0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知

症介護実践リーダー研修」を指すものとする。ただし、平成 28 年３月 31 日までの間にあっては、「認

知症介護に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知症介護実践リーダー研修の研修対象

者（認知症介護実践者等養成事業実施要綱（平成 21年３月 26日老発 0326003号。以下「要綱」という。）

４(1)③イに掲げる者）に該当する者であって、かつ、平成 27 年９月 30 日までの間に当該研修の受講

の申し込みを行っている者を含むものとする。 

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及

び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指す

ものとする。ただし、平成 28 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護の指導に係る専門的な研

修を修了している者」とあるのは、認知症介護指導者研修の研修対象者（要綱４(5)③において都道府

県等から推薦を受けた者又は介護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者）に該当する者であって、

かつ、平成 27年９月 30日までの間に当該研修の受講を申し込みを行っている者を含むものとする。 

 

（16） サービス提供体制強化加算  所定の単位数を加算 （届出が必要） 

   指定（介護予防）特定施設入居者生活介護事業所において、介護福祉士の割合、常勤職員の割合

及び一定の経験年数のある介護職員の割合が高い等、手厚い介護体制を確保した場合に下記の単位

数を加算する。ただし、加算は次のいずれか１つである。 

なお、サービス提供体制強化加算については、区分支給限度基準額には含めない。 

 ・加算（Ⅰ）イ   １８単位 

 ・加算（Ⅰ）ロ   １２単位 

 ・加算（Ⅱ）     ６単位 

  ・加算（Ⅲ）     ６単位 

 

加算（Ⅰ）イについては、以下のア～ウの基準全てを満たす必要がある。 

ア 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の 60以上であること。 

イ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定を

併せて受け、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

とが同一の施設において一体的に運営されている場合、ア・エ・オ・カにおける職員の総数の算

定にあっては、指定特定施設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施設入居者

生活介護を提供する介護職員の合計数とする。 

ウ 人員基準欠如に該当していないこと。 

 

加算（Ⅰ）ロについては、以下のエ及び上記イ、ウの基準全てを満たす必要がある。 

エ 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の 50以上であること。 
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 加算（Ⅱ）については、以下のオ及び上記イ、ウの基準全てを満たす必要がある。 

オ 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 100 分の 75 以上であるこ

と。 

 

 加算（Ⅲ）については、以下のカ及び上記イ、ウの基準全てを満たす必要がある。 

  カ 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の

者の占める割合が 100分の 30以上であること。 

※ サービス提供体制強化加算について（老企第 40号 第２の４の（16）） 

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の平均を

用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への

介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わら

ない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。 

  ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を

含む）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用

いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業所については、４月目以

降届出が可能となるものであること。 

  なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得しているものであること。 

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合に

つき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記

録するものとし、所定の割合を下回った場合については、訪問通所サービス通知第１の５の届出

を提出しなければならない。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、令和

２年４月における勤続年数３年以上の者とは、令和２年３月 31 日時点で勤続年数が３年以上で

ある者とする。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の

介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし

て勤務した年数を含めることができるものとする。 

⑤ 同一の事業所において指定介護予防特定施設入居者生活介護を一体的に行っている場合におい

ては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

⑥ 指定特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供す

る職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すも

のとする。 

 

（17） 介護職員処遇改善加算  所定の単位数を加算 （届出が必要） 

  共通資料を参照 

 

（18） 介護職員特定処遇改善加算  所定の単位数を加算 （届出が必要） 

  共通資料を参照 

 

（19） 看護職員又は介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準に該当しない場合 

看護職員又は介護職員の員数が、居宅サービス基準第 175条（介護予防サービスの場合は介護予 

防サービス基準第 231条）に定める員数を置いていない場合（看護、介護職員不足等）には、所定 
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単位数に１００分の７０を乗じて得た単位数を用いて算定する。 

  この場合 

ア 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が 

解消されるに至った月まで、利用者全員について減算する。 

  イ 人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合には、当該月の翌々月から人員基 

準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算する。（ただし、翌月の末日におい 

て人員基準を満たすに至っている場合を除く。） 

 

《実地指導における不適正事例》 

○看護職員等の員数が基準を満たしていない場合に介護給付費の減算を行っていない。 

 人員基準を満たしていない状況で提供された特定施設入所者生活介護については、介護給付費単

位数表の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて算定する。 

（平12.３.８老企40第二の１の(５)） 
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第２ 外部サービス利用型（介護予防）特定施設入居者生活介護に関する事項 

 

  外部サービス利用型（介護予防）特定施設入居者生活介護とは、指定（介護予防）特定施設入居者

生活介護の事業であって、当該（介護予防）特定施設の従業者により、（介護予防）特定施設サービ

ス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下「基本サービス」という。）を行い、

当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」（介

護予防の場合は「受託介護予防サービス事業者」）という。）によって、特定施設サービス計画に基

づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話（以下「受

託居宅サービス」(介護予防の場合は「受託介護予防サービス」)という。）を行うもの。 

 

１ 人員に関する基準 

（１） 生活相談員 

  常勤換算方法で、利用者の数が 100又はその端数を増すごとに１人以上 

生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に従事し、かつ常勤でなければならない。ただし、利用 

者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができる。 

 

（２） 介護職員 

常勤換算方法で、要介護（１～５）である利用者の数が 10又はその端数を増すごとに１及び要支 

援（１～２）の利用者の数が 30又はその端数を増すごとに１以上 

具体的には、要介護者の利用者の数に、要支援者である利用者１人を要介護者３分の１人と換算し 

て合計した利用者数をもとに、10又はその端数を増すごとに１以上と算出する。 

 

（３） 計画作成担当者   １以上（総利用者の数が 100又はその端数を増すごとに１を標準） 

計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画（介 

護予防特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち１人以 

上は常勤でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他 

の職務に従事することができる。 

 

（４） 管理者 

特定施設ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 

ただし、管理上支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある 

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

（５） 病院及び診療所の療養病床転換による生活相談員及び計画作成担当者の配置に関する基準緩和の

経過措置（附則第 15条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病床若しく

は老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を令和６年３月 31 日までの間に転換し、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事

業を行う医療機関併設型指定特定施設においては、当該医療機関併設型指定特定施設における生活相

談員及び計画作成担当者の配置については、当該医療機関併設型指定特定施設の入居者に対するサー

ビス提供が適切に行われると認められる場合にあっては、実情に応じた適当数でよいこと。 
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（６） その他 

常に１以上の指定(介護予防)特定施設の従業者（外部サービス利用型（介護予防）特定施設従業者、 

  要介護者及び要支援者以外の当該施設の入居者に対して生活相談等のサービスを提供する者等も含 

む。）を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。 

 

   ＊ 外部サービス利用型事業者においては、基準上、看護職員の配置は義務付けられていない。 

 

２ 設備に関する基準 

（１） 施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐

火建築物でなければならない。（原則） 

（２） 施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が 25平方メート

ル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。 

 

  居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。 

  ① 居室は、次の基準を満たすこと 

  イ １の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、２人と

することができるものとする。「利用者の処遇上必要と認められる場合」とは、例えば、夫婦で居

室を利用する場合などであって、事業者の都合により一方的に２人部屋とすることはできない。な

お、平成 18年改正時における既存の指定特定施設における定員４人以下の介護居室については、個

室とする規定を適用しない。 

   ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

   ハ 地階に設けてはならないこと。 

   ニ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

   ホ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。 

  ② 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

  ③ 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

  ④ 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

 

（３） 病院及び診療所の療養病床転換による浴室、便所及び食堂に関する基準緩和の経過措置（附則第 16

条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病床若しくは

老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病

床を令和６年３月 31 日までの間に転換し、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を

行う医療機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若し

くは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行

われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことが

できるものとする。 

 

３ 運営に関する基準 

（１） 内容及び手続の説明及び契約の締結等 

ア 外部サービス利用型指定（介護予防）特定施設入居者生活介護事業者（以下「外部サービス利用型 

事業者」という。）は、利用者に対し適切な外部サービス利用型サービスを提供するため、あらかじ 
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め、入居申込者又はその家族に対して、入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項に 

ついて、分かりやすい説明文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、同意を得るとともに、入居及び外 

部サービス利用型指定（介護予防）特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結し 

なければならない。 

イ 「入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」とは、運営規程の概要、従業者の勤 

務の体制、外部サービス利用型事業者と受託居宅サービス事業者（受託介護予防サービス事業者）の 

業務の分担の内容、当該受託居宅サービス事業者及び事業所の名称並びに居宅サービスの種類、居室、 

浴室及び食堂の概要、要介護状態区分又は要支援の区分に応じて当該事業者が提供する標準的な介護 

サービスの内容、安否確認の方法及び手順、利用料の額及びその改定の方法、事故発生時の対応等で 

ある。 

ウ 契約書においては、少なくとも、介護サービスの提供方法、利用料その他費用の額、契約解除の条 

件を記載する。この契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはな 

らない。 

 

（２） 受託居宅サービス・受託介護予防サービスの提供 

ア 外部サービス利用型事業者は、（介護予防）特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事 

業者（受託介護予防サービス事業者）により適切かつ円滑なサービスが提供されるよう必要な措置を 

講じなければならない。「必要な措置」とは、例えば、当該事業者間で従業者による会議を開催し、 

利用者への介護サービス提供等に係る情報伝達、特定施設サービス計画作成に当たっての協議等を行 

うことである。 

イ 外部サービス利用型事業者は、受託居宅サービス事業者（受託介護予防サービス事業者）が受託居 

宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書によ 

り報告させなければならない。 

 

（３） 運営規程 

外部サービス利用型事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項を内容とする規程を定め 

ておかなければならない。 

    ア 事業の目的及び運営の方針 

  イ 外部サービス利用型（介護予防）特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ウ 入居定員及び居室数 

    エ 外部サービス利用型(介護予防)特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額（※１） 

  オ 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地 

    （受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地） 

  カ 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

  キ 施設の利用に当たっての留意事項 

  ク 緊急時等における対応方法 

    ケ 非常災害対策 

    コ その他運営に関する重要事項（※２） 

  ※１「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容」については、利用者の安否の確認、生活 

相談、計画作成の方法等を指すものである。 

  ※２「その他運営に関する重要事項」については、従業者間で利用者に緊急時対応等を行った場合の 

    内容について共有するための方法を定めておくこと。また、緊急やむを得ない場合における身体 

    的拘束等についての手続を定めておくことが望ましい。 
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（４） 受託居宅サービス事業者（受託介護予防サービス事業者）への委託 

   外部サービス利用型事業者が、受託居宅サービス事業者（受託介護予防サービス事業者）に対して業 

務を委託する旨の契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により締結しなければな 

らない。 

   受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者であって、 

サービスの種類は指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指 

定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護及び指定認知

症対応型通所介護とする。 

   受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介 

護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者、法第 115条の 45の 3第 1項に規定 

する指定事業者であって、サービスの種類は、指定訪問介護、指定通所介護、指定地域密着型通所介護、 

指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護 

予防通所リハビリテーション、指定介護予防福祉用具貸与、指定介護予防認知症対応型通所介護、指定 

第１号訪問事業に係るサービス、指定第１号通所事業に係るサービスとする。 

   外部サービス利用型介護予防事業者は、事業の開始に当たっては、指定訪問介護又は指定第１号訪問

事業に係るサービス、指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は指定第１号通所事業に係るサービス、

指定介護予防訪問看護を提供する事業者と業務を締結するものとする。当該サービス以外のものについ

ては、利用者の状況に応じて業務を委託する契約を締結するものとする。 

   委託契約においては、委託に係る業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保するため、次に掲げる 

事項を文書により取り決めなければならない。この場合において、事業者に委託した業務を再委託させ 

てはならない。 

  ア 当該委託の範囲 

  イ 当該委託に係る業務（以下「委託業務」という。）の実施に当たり遵守すべき条件 

  ウ 受託居宅サービス事業者（受託介護予防サービス事業者）の従業者により当該委託業務が運営基準

に従って適切に行われていることを外部サービス利用型事業者が定期的に確認する旨 

  エ 委託業務に関し受託居宅サービス事業者(受託介護予防サービス事業者)に対し指示を行い得る旨 

 オ 外部サービス利用型事業者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるようエの 

指示を行った場合において、当該措置が講じられたことを外部サービス利用型事業者が確認する旨 

カ 委託業務により入居者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在 

 キ その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項 

 

（５） 記録の整備 

   （介護予防）特定施設サービス計画の作成に当たっては、次の事項に留意すること。 

ア 当該特定施設の計画作成担当者は、他の外部サービス利用型特定施設従業者と受託居宅サービス事 

業者（受託介護予防サービス事業者）と協議の上、（介護予防）特定施設サービス計画の原案を作成 

すること。 

イ 受託居宅サービス事業者（受託介護予防サービス事業者）のサービス計画（訪問介護計画、訪問看 

護計画、通所介護計画等）は、（介護予防）特定施設サービス計画と整合が図られなければならない 

こと。 

 

（６） 準用 

   その他の事項については、外部サービスを利用しない場合の取扱いと同様であるため、当該基準等を 

参照すること。 
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４ 費用に関する基準 

（１） 報酬の算定及び支払方法について 

   外部サービス利用型（介護予防）特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部分（当該外部サービ 

ス利用型事業者が自ら行う（介護予防）特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の 

生活相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託する受託居宅サービス事業者（受 

託介護予防サービス事業者）が提供する居宅サービス部分（介護予防サービス部分））から成り、下記 

ア及びイの単位数を合算したものに、（介護予防）特定施設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得 

た額が一括して外部サービス利用型事業者に支払われる。 

ア 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の基本サービス部分は 1日につき８２単位、外部サ 

ービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の基本サービス部分は１日につき５５単位。 

    養護老人ホームである指定（介護予防）特定施設において、別に厚生労働大臣が定める者に対し 

て基本サービスを行った場合に、障害者等支援加算として、１日につき２０単位を所定単位数に加 

算する。 

 

○厚生労働大臣が定める者 

 知的障害又は精神障害を有する利用者であって、これらの障害の状況により、居宅サービス基準第 192

条の２に規定する基本サービスの提供に当たって、特に支援を必要とするもの 

 

○障害者等支援加算について 

 「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下の障害等を有する者を指すものである。 

ａ 「療育手帳制度について」（昭和 49年９月 27日付け厚生省発児第 156号厚生事務次官通知）第五

の２の規定により療育手帳の交付を受けた者 

ｂ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123号）第 45条第２項の規定により

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

ｃ 医師により、ａ又はｂと同等の症状を有するものと診断された者 

 

イ 各サービス部分については、(介護予防)特定施設サービス計画に基づき受託居宅サービス事業者

（受託介護予防サービス事業者）が各利用者に提供したサービス実績に応じて算定する。 

詳細は、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス

利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに

限度単位数（平成 18年３月 28日厚生労働省告示第 165号）参照 

 

    ○ 介護給付 

    （ア） 訪問介護 

      ａ 身体介護が中心である場合 

        ⅰ 所要時間 15分未満の場合             ９５単位 

       ⅱ 所要時間 15分以上 30分未満の場合       １９２単位 

       ⅲ 所要時間 30分以上１時間 30分未満の場合 

２６１単位に所要時間 30分から計算して所要時間が 15分を増すごとに８６単位を加

算した単位数 

       ⅳ 所要時間１時間 30分以上の場合 

         ５５９単位に所要時間１時間 30分から計算して所要時間が 15分を増すごとに３６単

位を加算した単位数  
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      ｂ 生活援助が中心である場合 

       ⅰ 所要時間が 15分未満の場合             ４８単位 

       ⅱ 所要時間が 15分以上１時間未満の場合 

     ９５単位に所要時間 15分から計算して所要時間が 15分を増すごとに４８単位を加算

した単位数 

       ⅲ 所要時間１時間以上１時間 15分未満の場合     ２１８単位 

       ⅳ 所要時間１時間 15分以上の場合          ２６１単位 

      ｃ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合  ８６単位 

 

    （イ） 訪問入浴介護 

       基本部分の所定単位数（１，２５６単位）の１００分の９０ 

 

    （ウ） 訪問看護 

       基本部分の所定単位数の１００分の９０ 

ただし、 

       ａ 所要時間が 20分未満のものについては、指定訪問看護を 24時間行える体制を整えてい

る指定訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は訪問看護計画書の中に 20 分以上

の指定訪問看護が週１回以上含まれている場合に限り、算定する。 

       ｂ 所要時間が 20分未満（指定訪問看護ステーション、病院又は診療所）の場合について、

准看護師が指定訪問看護を行った場合は、訪問看護費に１００分の８１を乗じて得た単位

数を算定する。 

       ｃ 指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日に２回を超

えて指定訪問看護を行った場合、１回につき１００分の８１に相当する単位数を算定する。 

       ｄ 指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設及び介護医療院の

医師を除く。）が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の

指示を行った場合は、指示期間中は医療保険で訪問看護を受けることになるため、その指

示の日から 14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。 

 

    （エ） 指定訪問リハビリテーション 

       基本部分の所定単位数（２９２単位）の１００分の９０ 

ただし、利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除

く。）が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別

の指示を行った場合は、指示期間中は医療保険で訪問リハビリテーションを受けることになる

ため、その指示の日から 14日間に限って、訪問リハビリテーション費は、算定しない。 

 

（オ） 指定通所介護 

       基本部分の所定単位数の１００分の９０ 

       ただし、２時間以上３時間未満の場合は、４時間以上５時間未満の所定単位数の１００分

の６３を算定する。 

 

（カ） 指定通所リハビリテーション 

       基本部分の所定単位数の１００分の９０ 
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（キ） 指定福祉用具貸与 

       貸与額を適用。 

       ただし、１月当たりの平均貸与件数が 100件以上となったことのある福祉用具に係る指定

福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定

福祉用具貸与を行った場合は、当該指定福祉用具貸与に係る単位数は、算定しない。 

       また、下記の場合は、別に厚生労働大臣が定める者（厚生労働大臣が定める基準に適合する

利用者等（平成 27年３月 23日厚生労働省告示第 94号）第 31号において、福祉用具の種別に

応じ、要件が定められている。）に対して福祉用具貸与を行った場合を除き、福祉用具貸与費

は、算定しない。 

      ○ 要介護１の者に対する厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に

係る福祉用具の種目（平成 11年厚生省告示第 93号）第１項に規定する車いす、第２項に規

定する車いす付属品、第３項に規定する特殊寝台、第４項に規定する特殊寝台付属品、第５

項に規定する床ずれ防止用具、第６項に規定する体位変換器、第 11 項に規定する認知症老

人徘徊感知機器、第１２項に規定する移動用リフトに係る指定福祉用具貸与及び要介護１～

３である者に対して行った第 13 項に規定する自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引す

る機能のものを除く。）に係る指定福祉用具貸与 

 

    （ク） 指定地域密着型通所介護 

       基本部分の所定単位数の１００分の９０ 

       ただし、２時間以上３時間未満の場合は、４時間以上５時間未満の所定単位数の１００分６

３を算定する。 

 

（ケ） 指定認知症対応型通所介護 

       基本部分の所定単位数の１００分の９０ 

       ただし、２時間以上３時間未満の場合は、４時間以上５時間未満の所定単位数の１００分

の５７を算定する。 

 

     〔限度単位数：基本部分＋出来高部分の限度単位数とする〕 

      

要介護１  １６，２９４単位 

      要介護２  １８，３０１単位 

      要介護３  ２０，３９８単位 

      要介護４  ２２，３４４単位 

      要介護５  ２４，４４２単位 

 

○ 予防給付 

    （ア） 指定訪問介護（１月につき） 

      ａ １週に１回程度の訪問介護が必要とされた者        １，０５４単位 

ｂ １週に２回程度の訪問介護が必要とされた者        ２，１０８単位 

ｃ ｂに掲げる回数の程度を超える訪問介護が必要とされた者   ３，３４４単位 

       ※ ｃは要支援２のみ算定可能 

 

（イ） 指定通所介護（１月につき） 
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      ａ 要支援１                   １，４８９単位 

ｂ 要支援２                   ３，０５３単位 

 

    （ウ） 指定介護予防訪問入浴介護 

       基本部分の所定単位数（８４９単位）の１００分の９０ 

 

    （エ） 指定介護予防訪問看護 

       基本部分の所定単位数の１００分の９０ 

 

ただし、 

       ａ 所要時間が 20分未満のものについては、指定介護予防訪問看護を 24時間行うことがで

きる体制を整えている指定介護予防訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は訪問

看護計画書の中に 20 分以上の指定介護予防訪問看護が週１回以上含まれている場合に限

り、算定する。 

       ｂ 所要時間20分未満のものについては、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合、

介護予防訪問看護費に１００分の８１に相当する単位数を算定する。 

       ｃ 指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日に２回を超

えて指定介護予防訪問看護を行った場合、１回につき１００分の８１に相当する単位数を

算定する。 

       ｄ 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設の医師を

除く。）が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を

行った場合は、指示期間中は医療保険で訪問看護を受けることになるため、その指示の日

から１４日間に限って、訪問看護費は、算定しない。 

 

    （オ） 指定介護予防訪問リハビリテーション 

       基本部分の所定単位数（２９２単位）の１００分の９０ 

ただし、利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設の医師を除く。）が急性増悪

等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った

場合は、指示期間中は医療保険で訪問リハビリテーションを受けることになるため、その指示

の日から 14日間に限って、訪問リハビリテーション費は、算定しない。 

 

（カ） 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき） 

       基本部分の所定単位数の１００分の９０ 

 

       加算については、下記のとおり。（いずれも指定介護予防通所リハビリテーションと同様の算

定要件） 

      ａ 運動器機能向上加算                ２０３単位 

      ｂ 栄養改善加算                   １３５単位 

      ｃ 口腔機能向上加算                 １３５単位 

      ｄ 選択的サービス複数実施加算（いずれか一方を算定） 

運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス（以下「選択的サ

ービス」という。）のうち複数のサービスを実施した場合に加算。ただし、運動器機能向上加

算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、算定しない。 
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ⅰ 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）        ４３２単位 

ⅱ 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ）        ６３０単位 

 

（キ） 指定介護予防福祉用具貸与 

       貸与額を適用。 

       ただし、１月当たりの平均貸与件数が 100件以上となったことのある福祉用具に係る指定

介護予防福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準

を満たさない指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に

係る単位数は、算定しない。 

また、下記の場合は、別に厚生労働大臣が定める者（厚生労働大臣が定める基準に適合する

利用者等（平成 27年３月 23日厚生労働省告示第 94号）第 31号において、福祉用具の種別に

応じ、要件が定められている。）に対して福祉用具貸与を行った場合を除き、福祉用具貸与費は、

算定しない。 

      ○ 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平

成 11年３月 31日厚生省告示第 93号）第１項に規定する車いす、第２項に規定する車いす

付属品、第３項に規定する特殊寝台、第４項に規定する特殊寝台付属品、第５項に規定する

床ずれ防止用具、第６項に規定する体位変換器、第 11 項に規定する認知症老人徘徊感知機

器、第 12項に規定する移動用リフト及び要介護１～３である者に対して行った第 13項に規

定する自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）に係る指定福祉

用具貸与 

 

（ク） 指定介護予防認知症対応型通所介護 

       基本部分の所定単位数の１００分の９０ 

       ただし、２時間以上３時間未満の場合は、３時間以上５時間未満の所定単位数の１００分

の５７を算定する。 

 

       加算については、下記のとおり。（いずれも指定介護予防認知症対応型通所介護と同様の算定

要件） 

      ａ 個別機能訓練加算                  ２４単位 

      ｂ 栄養改善加算（１月につき）            １３５単位 

      ｃ 口腔機能向上加算（１月につき）          １３５単位 

 

     〔限度単位数：基本部分＋出来高部分の限度単位数とする。〕 

要支援１   ５，０３２単位 

      要支援２  １０，５３１単位 

 

（２） 受託居宅サービス事業者等への委託料について 

   外部サービス事業者が受託居宅サービス事業者（受託介護予防サービス事業者）に支払う委託料 

は、個々の委託契約に基づくものである。（各サービス部分の報酬の額と同一とする必要はない。） 
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第３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業に関する事項            
【基本方針】 
 ○指定地域密着型特定施設入居者生活介護 
    この事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、その入居者がその施設において、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にするものでなければなりません。 

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年３月14日厚生労働省令

第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。）第109条） 

 

１ 人員に関する基準（地域密着型サービス基準第 110条） 

（１） 生活相談員 常勤１以上 

サテライト型特定施設の生活相談員については、本体施設（介護老人保健施設に限る。）の支援相

談員におけるサービス提供が、当該本体施設の入所者及びサテライト型特定施設の入居者に適切に行

われると認められるときは、これを置かないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 看護職員（看護師若しくは准看護師）及び介護職員 

ア 合計数 

    常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

 

イ 看護職員の数 

    常勤換算方法で、１以上 

         

  ウ 介護職員の数 

   常に１以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されている

こと。 

  エ 常勤・非常勤について 

【サテライト型特定施設】とは 

本体施設と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設。 

また、本体施設とは、サテライト型特定施設と同じ法人により設置され、当該施設に対する支援機能

を有する介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所。 

この場合において、本体施設と密接な連携を確保する具体的な要件は、本体施設とサテライト型施設

は、自動車等による移動に要する時間がおおむね 20分以内の近距離であること。 

■地域密着型特定施設入居者生活介護について 

介護保険法の改正により、地域密着型特定施設入居者生活介護の創設（平成 18年４月）が施行され、

特定施設のうち入居者が要介護者と配偶者等に限られる「介護専用型特定施設」で、小規模な特定施設

入居者生活介護（入居定員 29人以下のもの）については、地域密着型特定施設入居者生活介護（地域

密着型サービス）として、市町村長の指定を受けられることとなりました。 

地域密着型特定施設入居者生活介護の人員及び設備基準については、指定特定施設入居者生活介護の

基準とほぼ変更（サテライト型特定施設に緩和措置あり）はありませんが、運営に関する基準について

は、運営推進会議の設置及び開催が義務付けられました。 

また、基本報酬については、令和元年度 10月１日から施行された消費税増税を加味した地域密着型

特定施設入居者生活介護費とされ、加算・減算についても同様の取り扱いとなります。 
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   看護職員及び介護職員のうちそれぞれ１人以上は、常勤の者でなければならない。 

    ただし、サテライト型特定施設の場合にあっては、これらの職員は、それぞれ常勤換算方法で

１以上の基準を満たしていれば非常勤の者であっても差し支えない。 

 

（３） 機能訓練指導員   １以上 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る者。この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者（はり師及びきゅう師

については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指

圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有す

る者に限る。）とする。当該施設における他の職務に従事することができる。 

 また、サテライト型特定施設の機能訓練指導員については、本体施設（診療所を除く。）の理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士によるサービス提供が、本体施設の入所者又は入院患者及びサテラ

イト型特定施設の入居者に適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

 

（４） 計画作成担当者   １以上 

計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービ

ス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。 

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該施設における他の職務に従事することができる。 

サテライト型特定施設の計画作成担当者については、本体施設（介護老人保健施設、介護医療院又

は病院（指定介護療養型医療施設に限る。）に限る。）の介護支援専門員によるサービス提供が、本

体施設の入所者又は入院患者及びサテライト型特定施設の入居者に適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。 

 

（５） 管理者（地域密着型サービス基準第 111条） 

施設ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 

ただし、管理上支障がない場合は、当該施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の 

事業所、施設等、本体施設の職務若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。 

当該施設がサテライト型特定施設であって、本体施設の職務に従事する場合（本体施設が病院又は診

療所の場合は、管理者としての職務を除く。）も同様 

 

（６） 病院及び診療所の療養病床転換による機能訓練指導員の配置に関する基準の緩和の経過措置 

（附則第 17条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病床若しく

は老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養

病床を令和６年３月 31 日までの間に転換し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う

医療機関併設型指定地域密着型特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に

併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。）においては、機能訓練指導員は、当該医療

機関併設型指定地域密着型特定施設における理学療法士等によるサービス提供が、当該併設医療機関

及び医療機関併設型指定地域密着型特定施設の入居者に対するサービス提供が適切に行われると認め

られるときは、これを置かないことができる。 

（７） 病院及び診療所の療養病床転換による生活指導員及び計画作成担当者の配置に関する基準の緩和
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の経過措置（附則第 17条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病床若しくは

老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病

床を令和６年３月 31 日までの間に転換し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療

機関併設型指定地域密着型特定施設においては、当該医療機関併設型地域密着型特定施設における生活

相談員又は計画作成担当者の配置については、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の入居者に

対するサービス提供が適切に行われると認められる場合にあっては、実情に応じた適当数でよいこと。 

 

（８） 人員基準欠如による減算 

看護職員又は介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準に該当しない場合 

看護職員又は介護職員の員数が、地域密着型サービス基準第 110条に定める員数を置いていない場

合（看護、介護職員不足等）には、所定単位数に１００分の７０を乗じて得た単位数を用いて算定

する。この場合、 

 

 

 

 

 

 

 

２ 設備に関する基準（地域密着型サービス基準第 112条） 

（１） 施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐

火建築物でなければならない。（原則） 

（２） 施設は、介護居室（特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室という。以下同じ。）、一時

介護室（一時的に利用者を移してサービスを行うための室という。以下同じ）、浴室、便所、食堂及び機

能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保され

ている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあ

っては機能訓練室を設けないことができる。 

 

   介護居室は、次の基準を満たさなければならない。 

   イ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、２人とするこ

とができるものとする。 

   ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

   ハ 地階に設けてはならないこと。 

   ニ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

「利用者の処遇上必要と認められる場合」とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであって、

事業者の都合により一方的に２人部屋とすることはできない。 

なお、既存の指定特定施設で平成 18年４月１日から地域密着型特定施設とみなされたものにおける

定員４人以下の介護居室については、個室とする規定を適用しない。 

 

（３） 病院及び診療所の療養病床転換による浴室、便所及び食堂に関する基準の緩和（附則第 18条） 

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院の一般病床、療養病床若しくは

老人性認知症疾患療養病棟又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病

ア 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準

欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算する。 

イ 人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合には、当該月の翌々月から

人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算する。（ただし、翌月

の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。） 
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床を令和６年３月 31 日までの間に転換し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療

機関併設型指定地域密着型特定施設においては、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設における

浴室、便所及び食堂に関しては、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の入居者に対するサービ

ス提供が適切に行われると認められる場合にあっては、置かないことができるものとする。 

なお、機能訓練指導室については、他に適当な場所が確保されている場合に設けないことができるも

のとされており、この場合には、併設医療機関の設備を利用する場合も含まれるものである。 

 

３ 運営に関する基準 

（１） 内容及び手続の説明及び契約の締結等（地域密着型サービス基準第 113条） 

   ア 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者（以下「事業者」という。）は、サービスの提供 

に当たっては、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対して、入居申込者のサービス選択に資する

と認められる重要事項について、分かりやすい説明文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、同意を得

るとともに、入居及び特定施設入居者生活介護サービスの提供に関する契約を文書により締結しなけ

ればならない。 

イ 「入居申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」とは、運営規程の概要、従業者の勤

務の体制、介護居室、一時介護室、浴室、食堂及び機能訓練室の概要、要介護状態区分又は要支援状

態区分に応じて当該事業者が提供する標準的な介護サービスの内容、利用料の額及びその改定の方法

並びに事故発生時の対応等である。 

ウ 契約書においては、少なくとも、介護サービスの内容及び利用料その他費用の額、契約解除の条件を

記載するものとする。 

この契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

 

（２） サービス提供の開始など（地域密着型サービス基準第 114条） 

ア 事業者は、正当な理由なく、入居者に対するサービスの提供を拒んではならない。 

イ 事業者は、入居者がサービスに代えて当該事業者以外の者が提供する介護サービスを利用すること

を妨げてはならない。 

ウ 入居申込者又は入居者（以下「入居者等」という。）が入院治療を要する者であること等、入居者

等に対して自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所

の紹介その他適切な措置を速やかに講じなければならない。 

エ サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなけれ

ばならない。 

  

（３） 受給資格等の確認（地域密着型サービス基準第 129において準用する第３条の 10） 

ア 事業者は、サービスの提供を求められた場合は、利用者が提示する被保険者証によって、被保険者

資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

イ 利用者の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、これに配慮して、サービスを提

供するように努めなければならない。 
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（４） サービスの提供の記録（＊保険者が定める基準条例に従う。） 

ア 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以外の居宅サ

ービス、地域密着型サービス及び施設サービスについて保険給付を受けることができないことを踏ま

え、他の居宅サービス事業者等において当該利用者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護を受け

ていることを確認できるよう、事業者は、サービスの開始に際してはサービス開始年月日及び入居し

ている指定特定施設の名称を、サービスの終了に際しては当該終了年月日を、利用者の被保険者証に

記載しなければならない。 

イ サービスを提供した際には、サービスの提供日、サービスの内容、利用者の状況その他必要な事項

を記録しなければならない。 

   なお、当該記録は、５年間は保存しなければならない。 

 

（５） 利用料等の受領（地域密着型サービス基準第 117条） 

   ア 事業者は、法定代理受領サービスとして提供されるサービスを提供した際には、利用者から、利用 

料の一部として、地域密着型介護サービス費用基準額から当該事業者に支払われる地域密着型介護サ

ービス費の額を控除して得た額の支払を受けなければならない。 

   イ 法定代理受領サービスでないサービスを提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の 

額と、法定代理受領サービスであるサービスに係る費用の額との間に不合理な差額があってはな 

らない。 

  ウ 事業者は、上記の支払を受ける額のほか、次の費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

   (ｱ) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

   (ｲ) おむつ代 

   (ｳ) (ｱ)、(ｲ)の項目以外にサービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常 

必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

  エ このサービスの提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、そのサービスの内容及び費用につ

いて説明し、利用者の同意を得なければならない。   

 

（６） 取扱方針 

 指定地域密着型特定施設入居者生活介護（地域密着型サービス基準第 118条） 

(ｱ) 事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等を踏ま

え、日常生活に必要な援助を妥当適切に行うこと。 

(ｲ) サービスは、特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう配慮して行うこと。 

(ｳ) 従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められた

ときは、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(ｴ) 事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。 

(ｵ) 事業者は、身体的拘束等を行うときは、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録すること。（２年間保存） 

(ｶ) 事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（以下「身体的拘束適正化検討委員会」と

いう。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知

徹底を図ること。 

ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 
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(ｷ) 上記(ｶ)イの身体的拘束適正化検討委員会は、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、看護職員、

介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、

専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。 

なお、身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。 

また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策と

して、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 

施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、

施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的と

したものではないことに留意することが必要である。 

 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、

イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、

結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

(ｸ) 指定地域密着型特定施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目

を盛り込むこととする。 

イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

(ｹ) 介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的拘束

等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定地域密着型特定施設に

おける指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定地域密着型特定施設が指針に基づいた研修

プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的

拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内での

研修で差し支えない。  
(ｺ) 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。 

 

（７） サービス計画の作成 

 指定地域密着型特定施設入居者生活介護（地域密着型サービス基準第 119条）    

(ｱ) 管理者は、計画作成担当者に地域密着型特定施設サービス計画の作成業務を担当させること。 

(ｲ) 計画作成担当者は、サービス計画の作成に当たっては、利用者の心身の状況、その有する能力、そ

の置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日
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常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

(ｳ) 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づ

き、他の従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、その目標を達成するための具体的な

サービスの内容、サービスを提供する上での留意点、サービスを行う期間等を盛り込んだ地域密着型

特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

(ｴ) 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、利用者又はその家族に

説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

  なお、当該計画は、５年間は保存しなければならない（変更した計画についても同じ。）。 

(ｵ) 計画作成担当者は、作成したサービス計画を利用者に交付しなければならない。 

(ｶ) 計画作成担当者は、サービス計画作成後においても、他の従業者との連絡を継続的に行うことによ

り、サービス計画の実施状況を把握するとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、

必要に応じてサービス計画の変更を行うこと。 

(ｷ) 地域密着型特定施設サービス計画は、利用者に対するサービスが総合的に行われるよう、介護給付

の対象とならない介護サービスに関する事項をも含め作成する。 

  なお、当該計画の作成及び実施に当たっては、利用者の希望を十分勘案するものとする。 

  (ｸ) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所におけるサービスを短期間提供する場合で、居宅サ

ービス計画に基づきサービスを提供している指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者につい

ては、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から地域密着型特定施設サービ

ス計画の提供の求めがあった際には、当該特定施設サービス計画を提供することに協力するよう努め

るものとする。 

 

（８） 介護（地域密着型サービス基準第 120条） 

ア 介護は、利用者の人格を十分に配慮して、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

イ 事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、１週間に２回以上適切な方法により入浴させ、又は 

清しきしなければならない。 

ウ 事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行 

わなければならない。 

エ 事業者は、上記のほか、利用者に対し、入居者の心身の状況や要望に応じて、１日の生活の流れに 

沿って、食事、離床、着替え、整容などの日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

 

（９） 機能訓練（地域密着型サービス基準第 121条） 

事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、利用者の生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行

わなければならない。 

 

（10） 健康管理（地域密着型サービス基準第 122条） 

地域密着型特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための

適切な措置を講じなければならない。 

 

（11） 相談及び援助（地域密着型サービス基準第 123条） 

事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はそ 

の家族に対し、常時必要な相談及び社会生活に必要な支援を行いうる体制をとることにより、その相

談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 
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   なお、社会生活に必要な支援とは、入居者自らの趣味又は嗜好に応じた生きがい活動、各種の公共 

サービス及び必要とする行政機関に対する手続き等に関する情報提供又は相談である。 

 

（12） 運営規程（地域密着型サービス基準第 125条） 

事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項を内容とする規程を定めておかなければなら 

  ない。 

ア 事業の目的及び運営の方針 

  イ 従業者の職種、員数及び職務内容 

  ウ 入居定員及び居室数 

    エ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

  オ 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

  カ 施設の利用に当たっての留意事項 

  キ 緊急時等における対応方法 

    ク 非常災害対策 

    ケ その他運営に関する重要事項 

   ※１「指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容」については、入浴の介護の１週間における回数 

等のサービスの内容を指すものである。 

   ※２「その他運営に関する重要事項」については、看護又は介護職員を、それぞれ他の従業者と明確に区 

分するための措置等を指すものであること。また、緊急やむを得ない場合における身体的拘束等につ 

いて手続を定めておくことが望ましい。 

 

（13） 勤務体制の確保等（地域密着型サービス基準第 126条） 

事業者は、利用者に適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければな 

らない。（従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、機能訓練指導員との兼

務関係、計画作成担当者との兼務関係等を勤務表上明確にすること。） 

    事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によってサービスを提供しなければならない。 

ただし、当該事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 

   また、事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

（14） 非常災害対策（＊県、指定都市及び中核市が定める基準条例に従う。） 

事業者は、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、非常災害時 

の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避 

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

   また、日頃から消防団や地域住民との連携を図り､火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるよう 

な体制作りを求めることとした。 

 

（15） 衛生管理等（地域密着型サービス基準第 129条において準用する第 33条） 

   ア 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用水について、衛生的な管理に努め、 

又は衛生上必要な措置を講じなければならない。必要に応じ保健所の助言、指導を求め、常に密接な 

連携を保つこと。 

イ 事業者は当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう努め 

なければならない。特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等に 

ついては、その発生及びまん延を防止するための措置について、状況に応じてその都度発出される厚 
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生労働省通知等（厚生労働省ホームページ  https://www.mhlw.go.jp/ を参照）に基づき、適切な措

置を講ずること。 

   ウ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

 

（16） 掲示（地域密着型サービス基準第 129条において準用する第３条の 32） 

事業者は、指定地域密着型特定施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

（17） 秘密保持（地域密着型サービス基準第 129条において準用する第３条の 33） 

ア 指定地域密着型特定施設の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を漏らしてはならない。 

イ 事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得

た利用者及びその家族の秘密を漏らさないよう、必要な措置を講じなければならない 

ウ 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利 

用者及びその家族の同意を文書で得ておかなければならない。 

 

（18） 苦情処理（地域密着型サービス基準第３条の 36） 

ア  事業者は、提供したサービスについて、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ため、苦情受付窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

イ アの「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における 

苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの 

内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示す 

ること等である。 

ウ 事業者は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

エ 事業者は、提供したサービスに関し、介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「法」という。） 

第 23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員か 

らの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情について市町村が行う調査に協力するとともに、 

市町村から指導又は助言を受けた場合は、その指導助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

オ 事業者は、市町村から求めがあった場合には、エの改善内容を市町村に報告しなければならない。 

カ 事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関し、国民健康保険団体連合会が行う法第

176 条第１項第３号の調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 

キ 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、オの改善内容を国民健康保険団体 

連合会に報告しなければならない。 

 

（19） 地域との連携等（地域密着型サービス基準第 34条第１～４項） 

ア 事業者は、運営推進会議を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告

し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を

設けなければならない。 

イ 事業者は、上記アの報告、評価、要望、助言等について記録を作成するとともに、当該記録を公表

しなければならない。 

ウ 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行

う等の地域との交流を図らねばならない。 
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エ 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型特定施設入居者生活介護に関す

る利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実

施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20） 事故発生時の対応（地域密着型サービス基準第３条の 38） 

ア 事業者は、サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者 

に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

   イ 事業者は、アの事故の状況等及びその際に採った処置について記録しなければならない。 

   ウ 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに賠償 

しなければならない。 

 

（21） 記録の整備（＊保険者が定める基準条例に従う。） 

ア 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

イ 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、完結の日から各指定 

権者が条例で定める期間、保存しなければなければならない。 

    (ｱ) 地域密着型特定施設サービス計画 

   (ｲ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

   (ｳ) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(ｴ) 業務の全部又は一部を委託により、他の事業者に行わせる場合における当該事業者の業務の実 

施状況について定期的に確認した結果等の記録 

    (ｵ) 利用者に関する市町村への通知に係る記録 

    (ｶ) 苦情の内容等の記録 

【運営推進会議】とは 

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の

代表者、当該事業所が所在する市町村の職員又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援

センターの職員、地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者等により構成される協

議会 

 ○運営推進会議の設置 

  ・構成員   利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の職員 

又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、 

地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者等。 

 ・開 催   おおむね２月に１回以上 

         ※ 複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認める。 

          ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プ 

ライバシーを保護すること。 

        ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

        ⅲ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき運営推進会議の開 

催回数の半数を超えないこと。 

  ・内 容   活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、必要な 

         要望、助言等を聴く機会を設けること。 

  ・記録の作成 報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともにそれを公表 

         しなければならない。 
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    (ｷ) 事故の状況及び採った処置についての記録 

(ｸ) 運営推進会議に対する活動状況報告、評価、要望、助言等についての記録 

 

（22） 変更届 

   事業者は、厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は事業を再開したときは、10日以内 

に、その旨を市町村長等（北九州市、福岡市及び久留米市に所在する事業所にあっては当該市の長）に

届け出なければならない。 

  ア 事業所の名称及び所在地 

  イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

  ウ 申請者の登記事項証明書又は条例等（当該指定に係る事業に関するも 

のに限る。） 

  エ 建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要 

  オ 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 

  カ 運営規程 

  キ 協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容 

    （協力歯科医療機関があるときは、当該協力歯科医療機関を含む。） 

  ク 介護支援専門員（介護支援専門員として業務を行う者に限る。）の氏名及びその登録番号 

  ※ 管理者の変更の場合は、「誓約書」を要する。 

利用定員は、申請事項である。 

 

４ 報酬の算定及び取扱い 

  ○算定上における端数処理について 

「地域密着型サービス通知」(平成 18 年３月 31 日老計発第 0331005 号･老振発第 0331005 号･

老老発第 033018号)の第２の１の（１）を準用する。 

具体的には、次のとおりである。 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数につい 

ては「切り捨て」とする。 

     なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードとして作成して 

おり、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。 

 

○入所等の日数の数え方について 

①   入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方を含

むものとする。 

②  ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、認知症

対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設又は介護保険施設(以下

②及び③において「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地にお

ける介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、

利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する

場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期

入所生活介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉施設に入所したような場合

は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。 

③  なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病 

院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの（以下「医療保険適
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用病床」という。）又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若し

くは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施

設の共用等が行われているもの（以下③において「同一敷地内等の医療保険適用病床」とい

う。）に入院する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等におい

ては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に

介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施

設等においては入所等の日は算定されない。 

④  厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護 

費等の算定方法(平成 12年厚生省告示第 27号｡最近改正:平成 27年厚生労働省告示第 88号。

以下｢通所介護費等の算定方法｣という。）の適用に関する平均利用者数等の算定においては、

入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。 

 

（１）  地域密着型特定施設入居者生活介護費（基本報酬）  1日につき下記単位を算定 

   ＜要介護＞ 

    要介護１    ５３５単位 

    要介護２    ６０１単位 

    要介護３    ６７０単位 

    要介護４    ７３４単位 

    要介護５    ８０２単位 

※ 短期利用特定施設入居者生活介護費についても同単位 

 

（２） その他の居宅サービス及び地域密着型サービスの利用について 

地域密着型特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービス及び地域密着型 

サービスの利用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月において、当該居宅サービ

ス及び地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないもの

であること（外泊の期間中を除く。この外泊の期間中は地域密着型特定施設入居者生活介護費を

算定できない。）。 

 

（３） 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費  （運営規程の変更及び算定の届出が必要） 

家族介護者の負担軽減を図る目的で、地域密着型特定施設入居者介護事業所において、厚生労働大

臣が定める施設基準（平成 27年３月 23日厚生労働省告示第 96号）第 35号（同施設基準第 22号準用）

を満たす場合には、空室の短期利用（30日以内）を行うことが可能である。 

  ア 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、

指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予

防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について３年以上の経験を

有すること。 

  イ 当該指定地域密着型特定施設の入居定員の範囲内で、空いている居室等（定員が１人であるもの

に限る。）を利用するものであること。ただし、短期利用特定施設入居者生活介護を受ける入居者

の数は、１又は当該指定特定施設の入居定員の 100分の 10以下であること。 

ウ 利用の開始に当たって、あらかじめ 30日以内の利用期間を定めること。 

  エ 家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほ

か、権利金その他の金品を受領しないこと。 

  オ 法第 76条の２第１項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令、老人福祉法第 29条第 11
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項の規定による命令､社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 71条の規定による命令又は高齢者の

居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号）第 25条各項の規定による指示（以下「勧告

等」という。）を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して５年以上

の期間が経過していること。 

 

※ １日当たりの介護報酬は、通常の指定地域密着型特定施設入居者生活介護費と同額 

※ 加算については、夜間看護体制加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算のみ

算定可能 

※ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費について 

（指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年３月 31

日老計発第 0331005号･老振発第 0331005号･老老発第 0331018号（以下「地域密着型の留意事項につ

いて」という。） 第２の７の（２）） 

① 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護については、施設基準第 35 号において準用する第 22 号

に規定する基準を満たす地域密着型特定施設において算定できるものである。 

② 同号イの要件は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者に求められる要件であるの

で、新たに地域密着型特定施設を開設する場合など指定を受けた日から起算した期間が３年に満たない

地域密着型特定施設であっても、同号イに掲げる指定居宅サービスなどの運営について３年以上の経験

を有している事業者が運営する地域密着型特定施設であれば、短期利用地域密着型特定施設入居者生活

介護費を算定することができる。 

③ 権利金その他の金品の受領禁止の規定に関しては、短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護を受

ける入居者のみならず、当該地域密着型特定施設の入居者に対しても、適用されるものである。 

 

（４） 身体拘束廃止未実施減算  所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を減算 

別に定める厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定

単位数の 100分の 10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 

特定施設入居者生活介護における身体拘束廃止未実施減算の基準 

指定居宅サービス等基準第 183条第５項及び第６項に規定する基準に適合していないこと。 

※ 身体拘束廃止未実施減算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（３）） 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、地域

密着型サービス基準第 118条第５項の記録（同条第４項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を

行っていない場合及び同条第６項に規定する措置を講じていない場合に、入居者全員について所定単

位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策

を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備して

いない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やか

に改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町

村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者

全員について所定単位数から減算することとする。 
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実地指導における不適正事例》 

○次の３つを実施していないにもかかわらず、減算をしていなかった。 

（身体拘束廃止未実施減算） 

①身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由を記録すること。 

②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３ヶ月に１回以上開催するとともに、その結

果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

③身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

④介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実地すること。  

 （いずれも未実施の場合は減算対象であり、要返還） 

（平成 12年３月８日老企第 40号） 第２の４の（４）） 

 

（５） 入居継続支援加算  １日につき３６単位を加算（届出が必要） 

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定施設に

おいて、利用者に対して、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、入居継続支援加

算として、１日につき３６単位を所定単位数に加算する。ただし、サービス提供体制強化加算を算定

している場合においては、算定しない。 

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62年厚生省令第 49号）第１条各号に掲げる行為

を必要とする者の占める割合が利用者の 100分の 15以上であること。 

(2) 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が６又はその端数を増すごとに１以上である

こと。 

(3) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

※ 入居継続支援加算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（４）） 

① 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62年厚生省令第 49号）第１条各号に掲げる行為

を必要とする者の占める割合については、届出日の属する月の前３月のそれぞれの末日時点の割

合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近３月

間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合について

は、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通

知第１の５の届出を提出しなければならない。  

② 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の利用者数について

は、第２の１(５)②を準用すること。また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月

の前３月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たす

ものでなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直近３月間

の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を満たさなく

なった場合は、直ちに訪問通所サービス通知１の５の届出を提出しなければならない。  

③ 当該加算を算定する場合にあっては、サービス提供体制強化加算は算定できない。  
  

 

（６） 生活機能向上連携加算  １月につき２００（又は１００）単位を加算（届出が必要） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型

特定施設において、利用者に対して機能訓練を行った場合は、生活機能向上連携加算として、１

月につき２００単位を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、

１月につき１００単位を所定単位数に加算する。 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 
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特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費における生活機能向上連

携加算の基準 

指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設

の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、当該指定特定施設、指定地域密着型特定

施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、機能訓練指導員

等と共同して、利用者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画

的に機能訓練を行っていること。 

※ 生活機能向上連携加算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（５）） 

① 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリ

テーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満のも

の又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）

の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この(６)において「理学療法士等」

という。）が、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所を訪問し、当該事業所

の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練

指導員等」という。）と共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機

能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、

日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬におけ

る疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健

施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記

載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担

当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につな

がるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とするこ

と。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計画の中に記載する場合

は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。ま

た、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はな

いこと。 

③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓

練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練

を適切に提供していること。 

④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、理学療法士等が指定地

域密着型通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価した上で、機能訓練指

導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状

況等を説明し記録するとともに、必要応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員等が、利用者又は

その家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向

を確認の上、理学療法士等から必要な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起

き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭

管理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応

を行うこと。 

⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、

常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 
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（７） 個別機能訓練加算  １日につき１２単位を加算 （届出が必要） 

   専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１人以上配置しているものとして、 

市町村長に届け出た施設において、利用者に対して機能訓練を行った場合に加算する。 

  ＊ 理学療法士等…理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ 

ージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配

置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有するものに限る。） 

ア 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、個別機能

訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練について算定する。 

イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その

他の職種の者を１人以上配置して行う。 

ウ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、

これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。なお、地域密着型

特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型特定施設サー

ビス計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる

ものとすること。 

エ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対して個別機能訓練計

画の内容を説明し、記録する。 

オ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に

当該地域密着型特定施設の個別機能訓練の従業者により閲覧が可能であるようにすること。 

 

（８） 夜間看護体制加算  １日につき１０単位を加算 （届出が必要） 

  厚生労働大臣が定める下記の基準に適合しているものとして、市町村長に届け出た施設におい 

て、利用者に対して、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合に加算する。（本加

算の算定が、（14）の看取り介護加算の算定条件である。） 

ア 常勤の看護師を１人以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。（准看護師は不可） 

イ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、利用

者に対して 24 時間連絡できる体制（24 時間連絡体制）を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管

理等を行う体制を確保していること。 

ウ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、

当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

   「24時間連絡体制」とは、地域密着型特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間に

おいても施設から連絡でき、必要な場合には地域密着型特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤す

る体制をいう。具体的には、 

 （ｱ） 地域密着型特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、

夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取決め（指針やマニュアル等）の整備

がなされていること。 

（ｲ） 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員によ

る利用者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされ

ていること。 

 （ｳ） 地域密着型特定施設内研修等を通じ介護職員及び看護職員に対して、（ｱ）及び（ｲ）の内容が
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周知されていること。 

（ｴ） 地域密着型特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ

等により利用者の状態に関する引継ぎを行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継ぎ

を行うこと。 

  といった体制を整備することが想定される。 

 

（９） 若年性認知症入居者受入加算  １日につき１２０単位を加算 （届出が必要） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型特定

施設において、若年性認知症入居者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認知

症によって要介護者となった入居者という。）に対して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行

った場合は、若年性認知症入居者受入加算として、１日につき１２０単位を所定単位数に加算する。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 

特定施設入居者生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費及び介護予防特定施設入居者

生活介護費における若年性認知症受入加算の基準 

受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めていること。 

 

（10） 医療機関連携加算  １月につき８０単位を加算 

看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を 

得て、協力医療機関又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に１

回以上情報を提供した場合に加算する。 

なお、情報提供先となる協力医療機関等を特定した上で、情報の提供について利用者の同意を 

得る必要がある。 

※ 医療機関連携加算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（９）） 

① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下「協力医療機関等」という。）に情報を提供し

た日（以下「情報提供日」という。）前 30日以内において、地域密着型特定施設入居者生活介護を算

定した日が 14日未満である場合には、算定できないものとする。 

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者と

協力医療機関等で、情報提供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の

内容について定めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供することを妨げるもので

はない。 

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、指定地域密着型サービス

基準第 122条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。 

⑤  協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含む。）又は電子メールにより 

行うことも可能とするが、協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機関の医師又

は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ること。この場合にお

いて、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。 

 

 

（11） 口腔衛生管理体制加算  １月につき３０単位を加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型特定施設において、歯科医師又は歯科医

師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上
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行っている場合に、口腔衛生管理体制加算として、１月につき３０単位を所定単位数に加算する。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 

地域密着型特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理体制加算の基準 

イ 事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び

指導に基づき、利用者、入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成され

ていること。 

ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

※ 口腔衛生管理体制加算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（10）） 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入所者の口腔内状態の評価方

法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、

その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれ

かに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用者の口腔ケア計画をいう

ものではない。  

② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。  

イ 当該施設において利用者の口腔ケアを推進するための課題  

ロ 当該施設における目標  

ハ 具体的方策  

ニ 留意事項  

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況  

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生

士が行った場合に限る。）  

ト その他必要と思われる事項  

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっ

ても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指

導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっ

ては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 
 

  

（12） 栄養スクリーニング加算  １回につき５単位を加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型特定施設の従業者が、利用開始時及び利

用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利

用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当

する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として１回につき５単位を所定単位

数に加算する、ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定

している場合は算定しない。 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり 

地域密着型特定施設入居者生活介護における栄養スクリーニング加算の基準 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

※ 栄養スクリーニング加算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（11）） 

① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。  

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関
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する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。  

イ ＢＭＩが 18.5未満である者  

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」

（平成 18年６月９日老発第 0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェック

リストの No.11の項目が「１」に該当する者  

ハ 血清アルブミン値が 3.5g/dl以下である者  

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者  

  

 

（13） 退院・退所時連携加算  １日につき３０単位を加算 

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から指定地域密着型特定施設に入居した場合は、

入居した日から起算して 30日以内の期間については、退院・退所時連携加算として、１日につき所定

単位数を加算する。30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施設若しくは介護医

療院への入所後に当該指定地域密着型特定施設に再び入居した場合も、同様とする。 

※ 退院・退所時連携加算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（12）） 

① 当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面談等を行い、当該利

用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、地域密着型特定施設サービス計画を作成し、

地域密着型特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合には、入居日から 30日間に限

って、１日につき 30単位を加算すること。 

② 当該地域密着型特定施設における過去の入居及び短期利用地域密着型特定施設入居者生活

介護の関係 

退院・退所時連携加算は、当該入居者が過去３月間の間に、当該地域密着型特定施設に入

居したことがない場合に限り算定できることとする。 

当該地域密着型特定施設の短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護を利用していた者

が日を空けることなく当該特定施設に入居した場合については、退院・退所時連携加算は入

居直前の短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用日数を 30日から控除して得た日

数に限り算定できることとする。 

③ 30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、退院・退所時連携加算

が算定できることとする。 
  

 

（14） 看取り介護加算  所定の単位数を加算 （届出が必要） 

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所において、看取り介護を行った場合は、下記の

単位数を加算する。ただし、看取り介護を実際に行った日のみが対象であり、病院に転院するな

どの事情で介護を提供していない日については、算定できない。 

 ア 死亡日              １，２８０単位 

 イ 死亡日の前日及び前々日        ６８０単位 

 ウ 死亡日以前４日以上～３０日以下    １４４単位 

   （死亡前３日～前２９日） 

 

夜間看護体制加算を算定していることが、本加算の算定の条件である。 
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よって、利用者等に対しては、重度化した場合における対応に係る指針の中で、入居の際にあら

かじめ看取り介護についても説明を行う必要がある（既存入居者については、指針の内容変更の説

明を行うこと。）。また、加算の性質上、退去後など、後日になって追加して請求を行うことにな

るため、あらかじめ文書で同意を得ておく必要がある。 

 

   看取り看護加算は、下記の施設基準を全て満たす必要がある。 

  ア 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容

を説明し、同意を得ていること。 

  イ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定地

域密着型特定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行

うこと。 

  ウ 看取りに関する職員研修を行っていること。 

なお、看取り加算の対象となる利用者は、下記の要件を全て満たした者である。 

エ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者である

こと。 

 オ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者（以下「医師等」）が共同で作成した利

用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当

該計画について同意している者であること。 

カ  看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の

連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意

した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受けている者を含む）であること。 

※ 看取り介護加算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（13）） 

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し

た利用者について、その旨を本人又はその家族等（以下「利用者等」という。）に対して説明し、その

後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、利用者等とともに、医師、看護職

員、介護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介

護に関する合意を得ながら、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援する

ことを主眼として設けたものである。 

② 地域密着型特定施設は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくため、計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCA サイクル）により、看取り介護を実施す

る体制を構築するとともに、それを強化していくことが重要であり、具体的には、次のような取組が求

められる。 

イ 看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する方針等を明らかにする（Plan）。 

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師の診断を前提にして、介護に係る計画に基 

づいて、利用者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援を行う（Do）。 

 ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、職員の精神的負 

担の把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 

 ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な見直しを行う

（Action）。 

  なお、指定特定施設入居者生活介護事業者は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対する看 

取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民等との意見交換による地域への啓発活動を行う 

ことが望ましい。 

③ 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説明を行い、
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理解を得るように努めることが不可欠である。具体的には、指定特定施設入居者生活介護事業者は、看

取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、特定施設等において看取りに際して行い得る医療

行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについて、利用者等の理解が得られるよう継続的な説

明に努めることが重要である。加えて、説明の際には、利用者等の理解を助けるため、利用者に関する

記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供すること。 

④ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援 

専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていることが必要であり、同指針に盛り込む 

べき項目としては、例えば、以下の事項が考えられる。 

イ 当該特定施設の看取りに関する考え方 

ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 

ハ 特定施設等において看取りに際して行い得る医療行為の選択肢 

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む。） 

ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法 

ヘ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

ト 家族への心理的支援に関する考え方 

チ その他看取り介護を受ける利用者に対して特定施設の職員が取るべき具体的な対応の方法 

⑤ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、施設基準第 36号において準用する第 23号ハに規定する

重度化した場合における対応に係る指針に記載する場合は、その記載を持って看取り指針の作成に代え

ることができるものとする。また、重度化した場合における対応に係る指針をもって看取り指針として

扱う場合は、⑩を準用し、適宜見直しを行うこと。 

⑥ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職種連携を図 

るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共有に努めること。 

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアについての記録 

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセスメント及び対応 

についての記録  

⑦ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明 

日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないような場合

も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取り介護について

相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。 

 この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日

時、内容等を記載するとともに、利用者の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず地域密着型特定

施設への来訪がなかった旨を記載しておくことが必要である。 

 なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、指定地域密着型特定施設

入居者生活介護事業者は、連絡を取ったにもかかわらず来訪がなかったとしても、継続的に連絡を取り

続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 

⑧ 看取り介護加算は、利用者等告示第 42号に定める基準に適合する看取り介護を受けた利用者が死亡 

した場合に、死亡日を含めて 30 日を上限として、地域密着型特定施設において行った看取り介護を評

価するものである。 

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死亡した場合でも算定可能 

であるが、その際には、当該地域密着型特定施設において看取り介護を直接行っていない退居した日の

翌日から死亡日までの間は、算定することができない。（したがって、退居した日の翌日から死亡日ま
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での期間が 30日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。） 

⑨ 地域密着型特定施設を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加

算は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとっては、施設に入居していない月についても自

己負担を請求されることになるため、利用者が退居等する際、退居等の翌月に亡くなった場合に、前月

分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくこ

とが必要である。 

⑩ 地域密着型特定施設は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供

等を行うことが必要であり、利用者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、利用者の

死亡を確認することができる。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、

当該医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えることについて、退居等の際、本人又は家族に対して

説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑪ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前 30 日の範囲

内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

⑫ 入院若しくは外泊又は退去の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該日に所定単

位数を算定するかどうかによる。 

 

（15） 認知症専門ケア加算  １日につき所定の単位数を加算 （届出が必要） 

   指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所において、専門的な認知症ケアを行った場合は、下記

の単位数を加算する。ただし、加算はいずれか１つである。 

 ・加算（Ⅰ）   ３単位 

 ・加算（Ⅱ）   ４単位 

 

加算（Ⅰ）については以下のア～ウの基準全てを満たす必要がある。 

ア 施設における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来たすおそれのある症状若しくは行動

が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者という。」）の占める割合

が１／２以上であること。 

 イ 認知症介護に係る専門的な研修（「認知症介護実践者研修」及び「認知症介護実践リーダー

研修」）を修了している者を、対象者が 20人未満の場合は１人以上、20人以上の場合は、対象

者が 19を超えて 10又はその端数を増すごとに更に１人以上配置し、チームとして専門的な認

知症ケアを実施していること。 

  （例）19人以下＝１以上、20人超～29人以下＝２以上 

  ウ 当該事業所の従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議

を定期的に開催していること。 

 

加算（Ⅱ）については、上記ア～ウの基準に加え、以下エ及びオの基準を満たす必要がある。 

エ 認知症介護の指導に係る専門的な研修（「認知症介護指導者研修」）の修了者を１人以上配置

し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

  オ 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該

計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

※ 認知症専門ケア加算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（14）） 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知

症の者」とは、日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入居者を指すものとする。 
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② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成 18

年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な

運営について」（平成 18年３月 31日老計発第 0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知

症介護実践リーダー研修」を指すものとする。ただし、平成 28 年３月 31 日までの間にあっては、「認

知症介護に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知症介護実践リーダー研修の研修対象

者（認知症介護実践者等養成事業実施要綱（平成 21年３月 26日老発 0326003号。以下「要綱」という。）

４(1)③イに掲げる者に該当する者であって、かつ、平成 27 年９月 30 日までの間に当該研修の受講の

申し込みを行っている者を含むものとする。 

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及

び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指す

ものとする。ただし、平成 28 年３月 31 日までの間にあっては、「認知症介護の指導に係る専門的な研

修を修了している者」とあるのは、認知症介護指導者研修の研修対象者（要綱４(5)③において都道府

県等から推薦を受けた者又は介護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者）に該当する者であって、

かつ、平成 27年９月 30日までの間に当該研修の受講を申し込みを行っている者を含むものとする。 

 

（16） サービス提供体制強化加算  所定の単位数を加算 （届出が必要） 

   指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所において、介護福祉士の割合、常勤職員の割合及

び一定の経験年数のある介護職員の割合が高い等、手厚い看護体制を確保した場合に下記の単位数

を加算する。ただし、加算は次のいずれか１つである。 

なお、サービス提供体制強化加算については、区分支給限度基準額には含めない。 

 ・加算（Ⅰ）イ   １８単位 

 ・加算（Ⅰ）ロ   １２単位 

 ・加算（Ⅱ）     ６単位 

  ・加算（Ⅲ）     ６単位 

 

加算（Ⅰ）イについては、以下のア～イの基準全てを満たす必要がある。 

ア 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の６０以上で

あること。 

イ 看護職員又は介護職員の員数が、地域密着型サービス基準第 110条に定める員数を満たしている

こと。 

 

加算（Ⅰ）ロについては、以下のウ及び上記イの基準全てを満たす必要がある。 

ウ 指定地域密着型特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の 50以上であ

ること。 

 

 加算（Ⅱ）については、以下のエ及び上記イの基準全てを満たす必要がある。 

エ 指定地域密着型特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 100 分の 75 以

上であること。 

 

 加算（Ⅲ）については、以下のオ及び上記イの基準全てを満たす必要がある。 

  オ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数

３年以上の者の占める割合が 100分の 30以上であること。 

※ サービス提供体制強化加算について（地域密着型の留意事項について 第２の７の（15）） 
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① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の平均を

用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は

再開した事業所を含む）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により

算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業所につ

いては、４月目以降届出が可能となるものであること。 

  なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の

前月の末日時点で資格を取得又は研修の過程を修了しているものであること。 

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合に

つき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記

録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに地域密着型サービス通知第一の

５の届出を提出しなければならない。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、令和

２年４月における勤続年数３年以上の者とは、令和２年３月 31 日時点で勤続年数が３年以上で

あるものとする。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の

介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員とし

て勤務した年数を含めることができる者をいう。 

⑤ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職

員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

 

（17） 介護職員処遇改善加算  所定の単位数を加算 （届出が必要） 

  共通資料を参照 

 

（18） 介護職員特定処遇改善加算  所定の単位数を加算 （届出が必要） 

  共通資料を参照 

 

（19） 看護職員又は介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準に該当しない場合 

看護職員又は介護職員の員数が、地域密着型サービス基準第 110条に定める員数を置いていない場

合（看護、介護職員不足等）には、所定単位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を用いて算定す

る。 

  この場合 

ア 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が 

解消されるに至った月まで、利用者全員について減算する。 

  イ 人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合には、当該月の翌々月から人員基 

準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算する。（ただし、翌月の末日におい 

て人員基準を満たすに至っている場合を除く。） 
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介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

 Q
&
A

集

サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

Ｑ
Ａ

発
出

時
期

、
文

書
番

号
等

番
号

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

1
 人

員
個

別
機

能
訓

練
加

算
、

機
能

訓
練

体
制

加
算

に
つ

い
て

は
り

師
・
き

ゅ
う

師
を

機
能

訓
練

指
導

員
と

す
る

際
に

求
め

ら
れ

る
要

件
と

な
る

、
「
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
看

護
職

員
、

柔
道

整
復

師
又

は
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

の
資

格
を

有
す

る
機

能
訓

練
指

導
員

を
配

置
し

た
事

業
所

で
6
月

以
上

機
能

訓
練

指
導

に
従

事
し

た
経

験
」
に

つ
い

て
、

そ
の

実
務

時
間

・
日

数
や

実
務

内
容

に
規

定
は

あ
る

の
か

。

要
件

に
あ

る
以

上
の

内
容

に
つ

い
て

は
細

か
く
規

定
し

な
い

が
、

当
然

な
が

ら
、

当
該

は
り

師
・
き

ゅ
う

師
が

機
能

訓
練

指
導

員
と

し
て

実
際

に
行

う
業

務
の

頻
度

・
内

容
を

鑑
み

て
、

十
分

な
経

験
を

得
た

と
当

該
施

設
の

管
理

者
が

判
断

で
き

る
こ

と
は

必
要

と
な

る
。

3
0
.3
.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

3
2

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

1
 人

員
個

別
機

能
訓

練
加

算
、

機
能

訓
練

体
制

加
算

に
つ

い
て

は
り

師
・
き

ゅ
う

師
を

機
能

訓
練

指
導

員
と

し
て

雇
う

際
に

、
実

際
に

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
看

護
職

員
、

柔
道

整
復

師
又

は
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

の
資

格
を

有
す

る
機

能
訓

練
指

導
員

を
配

置
し

た
事

業
所

で
6
月

以
上

機
能

訓
練

指
導

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
を

ど
の

よ
う

に
確

認
す

る
の

か
。

例
え

ば
、

当
該

は
り

師
・
き

ゅ
う

師
が

機
能

訓
練

指
導

に
従

事
し

た
事

業
所

の
管

理
者

が
書

面
で

そ
れ

を
証

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

れ
ば

、
確

認
と

し
て

十
分

で
あ

る
。

3
0
.3
.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

3
3

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

短
期

利
用

の
３

年
経

過
要

件
に

つ
い

て
、

特
定

施
設

の
法

人
が

合
併

等
に

よ
り

変
更

し
た

こ
と

か
ら

、
形

式
上

指
定

特
定

施
設

を
一

旦
廃

止
し

て
、

新
し

い
会

社
の

法
人

の
特

定
施

設
と

し
て

同
日

付
け

で
指

定
を

受
け

た
場

合
、

特
定

施
設

が
初

め
て

指
定

を
受

け
て

３
年

は
経

過
し

て
い

る
が

、
新

し
い

会
社

の
特

定
施

設
と

し
て

は
３

年
経

過
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
。

こ
の

場
合

、
短

期
利

用
を

行
う

こ
と

は
可

能
か

。

特
定

施
設

で
短

期
利

用
を

行
う

た
め

の
特

定
施

設
の

開
設

後
３

年
経

過
要

件
に

つ
い

て
は

､職
員

や
他

の
入

居
者

と
の

安
定

し
た

人
間

関
係

の
構

築
や

職
員

の
経

験
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

特
定

施
設

の
更

新
期

間
（
６

年
）
の

折
り

返
し

点
を

過
ぎ

､人
間

関
係

な
ど

一
般

的
に

特
定

施
設

の
運

営
が

安
定

す
る

時
期

に
入

っ
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

等
を

勘
案

し
て

設
定

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
特

定
施

設
の

職
員

に
変

更
が

な
い

な
ど

特
定

施
設

が
実

質
的

に
継

続
し

て
運

営
し

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
､短

期
利

用
を

認
め

る
こ

と
と

し
て

差
し

支
え

な
い

。

2
4
.3
.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
3

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

費
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
短

期
利

用
に

つ
い

て
は

、
空

い
て

い
る

居
室

等
を

利
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
入

院
中

の
入

居
者

の
同

意
が

あ
れ

ば
、

入
院

中
の

入
居

者
の

居
室

を
短

期
利

用
に

活
用

す
る

こ
と

は
可

能
か

。

入
院

中
の

入
居

者
の

た
め

に
居

室
を

確
保

し
て

い
る

よ
う

な
場

合
で

あ
っ

て
も

､入
院

中
の

入
居

者
の

同
意

が
あ

れ
ば

、
家

具
等

を
別

の
場

所
に

保
管

す
る

な
ど

、
当

該
入

居
者

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
等

に
配

慮
を

行
っ

た
上

で
､そ

の
居

室
を

短
期

利
用

で
利

用
す

る
こ

と
は

差
し

支
え

な
い

。
こ

の
場

合
、

１
つ

の
居

室
に

お
い

て
、

入
院

中
の

入
居

者
と

短
期

利
用

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

利
用

者
の

双
方

か
ら

家
賃

相
当

額
を

徴
収

す
る

こ
と

は
適

切
で

は
な

い
た

め
、

入
院

中
の

入
居

者
か

ら
家

賃
相

当
額

を
徴

収
す

る
の

で
は

な
く
、

短
期

利
用

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

利
用

者
か

ら
家

賃
相

当
額

を
徴

収
す

る
旨

、
料

金
表

等
に

明
記

し
て

お
く
必

要
が

あ
る

。

2
4
.3
.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
4

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

費
算

定
の

対
象

と
な

る
か

否
か

に
つ

い
て

、
前

３
月

の
入

居
者

の
割

合
に

よ
り

毎
月

判
定

す
る

の
か

。
各

施
設

に
お

い
て

前
３

月
の

入
居

者
の

割
合

が
算

定
の

要
件

に
該

当
す

る
か

否
か

を
毎

月
判

断
す

る
こ

と
と

な
る

。
そ

の
算

定
の

根
拠

資
料

は
、

各
施

設
に

保
管

し
、

指
導

監
査

時
等

に
確

認
す

る
こ

と
と

な
る

。
2
4
.3
.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
5

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

費
入

居
者

の
割

合
が

、
前

３
月

の
各

末
日

の
う

ち
、

８
０

％
を

満
た

さ
な

い
月

が
あ

っ
た

が
、

前
３

月
の

各
末

日
の

平
均

値
に

よ
り

８
０

％
以

上
で

あ
る

こ
と

に
よ

り
基

準
を

満
た

し
て

い
る

場
合

に
は

、
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

費
を

算
定

す
る

こ
と

は
可

能
か

。
ま

た
、

こ
の

平
均

値
は

ど
の

よ
う

に
算

出
す

る
の

か
。

可
能

で
あ

る
。

同
一

の
基

準
に

よ
り

連
続

し
て

３
か

月
の

間
、

各
月

の
末

日
の

数
値

の
平

均
値

が
満

た
し

て
い

る
場

合
に

算
定

で
き

る
。

平
均

値
は

、
算

定
月

前
３

か
月

の
割

合
の

数
値

を
合

計
し

、
３

で
除

し
て

得
た

数
を

算
出

し
、

そ
の

値
が

基
準

に
適

合
し

て
い

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
る

。

（
参

考
：
５

月
に

短
期

利
用

特
定

施
設

入
居

者
費

を
算

定
で

き
る

場
合

の
例

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

２
月

　
　

　
３

月
　

　
　

４
月

　
　

　
３

か
月

の
平

均
値

入
居

者
の

割
合

　
　

 ８
２

％
　

　
７

５
％

　
　

８
３

％
　

　
　

　
８

０
％

2
4
.3
.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
6

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

費
入

居
者

の
割

合
に

つ
い

て
は

、
直

近
３

月
そ

れ
ぞ

れ
の

末
日

に
お

け
る

割
合

の
平

均
を

用
い

る
と

さ
れ

て
い

る
が

、
月

末
時

点
で

入
院

中
又

は
外

泊
中

の
入

所
者

に
つ

い
て

は
、

ど
の

よ
う

に
計

算
す

る
の

か
。

入
院

・
外

泊
が

長
期

に
渡

り
、

そ
の

月
に

お
い

て
１

日
も

当
該

施
設

を
利

用
し

て
い

な
い

よ
う

な
場

合
を

除
い

て
、

入
院

・
外

泊
中

の
入

居
者

を
含

め
て

割
合

を
算

出
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。
2
4
.3
.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
7

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

費
利

用
者

に
対

し
連

続
し

て
３

０
日

を
超

え
て

短
期

利
用

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

行
っ

た
場

合
に

お
い

て
、

３
０

日
を

超
え

る
日

以
降

に
行

っ
た

短
期

利
用

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
に

つ
い

て
は

、
短

期
利

用
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

費
は

算
定

で
き

な
い

が
、

そ
の

連
続

す
る

期
間

内
に

短
期

利
用

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
利

用
実

績
が

あ
る

場
合

は
ど

の
よ

う
に

取
り

扱
う

の
か

。

期
間

内
に

短
期

利
用

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
利

用
実

績
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

期
間

を
含

め
る

取
り

扱
い

と
な

る
。

2
4
.3
.1
6

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.2

6
7

「
平

成
２

４
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
2
4
 年

3
 月

1
6
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
8

2
時

間
未

満
（
合

算
す

る
）

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）
2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

68



介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

 Q
&
A

集

サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

Ｑ
Ａ

発
出

時
期

、
文

書
番

号
等

番
号

2
時

間
未

満
（
合

算
す

る
）

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）
2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

1
 人

員
混

合
型

特
定

施
設

の
必

要
利

用
定

員
総

数
推

定
利

用
定

員
総

数
及

び
指

定
拒

否
に

当
た

っ
て

の
取

扱
い

に
つ

い
て

具
体

例
を

ご
教

示
願

い
た

い
。

仮
に

あ
る

圏
域

に
お

い
て

、
①

混
合

型
特

定
施

設
の

必
要

利
用

定
員

総
数

が
7
0
0
人

で
あ

り
、

②
混

合
型

特
定

施
設

と
な

っ
て

い
る

有
料

老
人

ホ
ー

ム
等

の
総

定
員

が
7
0
0
人

で
あ

っ
た

場
合

、
推

定
利

用
定

員
総

数
を

有
料

老
人

ホ
ー

ム
等

の
定

員
の

7
0
％

と
し

て
設

定
す

る
こ

と
と

し
た

場
合

に
は

、
混

合
型

特
定

施
設

の
推

定
利

用
定

員
総

数
は

4
9
0
人

と
な

る
。

こ
の

場
合

、
必

要
利

用
定

員
総

数
と

推
定

利
用

定
員

総
数

の
差

で
あ

る
2
1
0
人

分
を

7
0
％

で
除

し
た

3
0
0

人
分

の
定

員
の

有
料

老
人

ホ
ー

ム
等

に
つ

い
て

、
更

に
混

合
型

特
定

施
設

の
指

定
が

可
能

で
あ

る
。

1
8
.1
.2
6

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.5
3

混
合

型
特

定
施

設
の

必
要

利
用

定
員

総
数

に
関

す
る

Q
&
A

3

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

2
 設

備
一

時
介

護
室

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
事

業
所

の
設

備
に

関
し

、
居

宅
サ

ー
ビ

ス
運

営
基

準
第

1
7
7
条

第
３

項
に

お
い

て
一

時
介

護
室

を
設

け
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

例
え

ば
、

全
て

の
居

室
が

介
護

専
用

居
室

で
あ

る
場

合
は

一
時

介
護

室
を

設
け

る
必

要
は

な
い

と
考

え
る

が
ど

う
か

。

一
時

介
護

室
は

、
一

般
居

室
か

ら
一

時
的

に
利

用
者

を
移

し
て

介
護

を
行

う
た

め
の

居
室

で
あ

る
た

め
、

全
て

の
居

室
が

介
護

専
用

居
室

（
介

護
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

一
般

居
室

を
含

む
。

）
で

あ
っ

て
利

用
者

を
移

す
必

要
が

な
い

場
合

は
、

設
け

な
い

こ
と

と
し

て
差

し
支

え
な

い
と

考
え

る
。

1
3
.3
.2
8

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.1

0
6

運
営

基
準

等
に

係
る

Ｑ
＆

Ａ

Ⅹ
Ⅱ

の
1

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

2
 設

備
棟

ご
と

等
の

指
定

同
一

建
物

の
階

ご
と

、
又

は
同

一
敷

地
の

棟
ご

と
に

、
一

方
を

介
護

専
用

型
特

定
施

設
、

他
方

を
介

護
専

用
型

特
定

施
設

以
外

の
特

定
施

設
(混

合
型

特
定

施
設

）
と

す
る

こ
と

は
可

能
か

。

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

指
定

は
、

特
定

施
設

毎
に

行
わ

れ
る

も
の

で
あ

り
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
で

あ
れ

ば
、

別
個

の
有

料
老

人
ホ

ー
ム

と
し

て
届

出
が

な
さ

れ
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
別

の
特

定
施

設
と

し
て

の
指

定
を

行
う

こ
と

に
な

る
。

た
だ

し
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

入
居

契
約

に
お

い
て

、
要

介
護

状
態

に
な

れ
ば

、
別

の
階

又
は

別
の

棟
に

転
居

す
る

こ
と

が
う

た
わ

れ
て

い
た

り
、

ス
タ

ッ
フ

等
が

客
観

的
に

み
て

明
確

に
区

別
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

な
ど

、
一

体
的

に
運

営
さ

れ
て

い
る

と
解

さ
れ

る
も

の
は

、
老

人
福

祉
法

の
届

出
に

お
い

て
同

一
の

有
料

老
人

ホ
ー

ム
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。

1
8
.3
.2
7

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.8
0

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v
o
l.2
)

3
9

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
外

部
事

業
者

に
対

す
る

費
用

負
担

次
の

場
合

に
お

い
て

、
外

部
事

業
者

に
対

す
る

費
用

負
担

関
係

は
ど

の
よ

う
に

な
る

か
。

①
　

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
事

業
者

が
、

入
所

者
に

対
し

て
提

供
す

べ
き

介
護

サ
ー

ビ
ス

（
特

定
施

設
入

所
者

生
活

介
護

の
一

環
と

し
て

行
わ

れ
る

も
の

）
の

業
務

の
一

部
を

当
該

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

従
業

者
に

よ
り

行
わ

ず
、

外
部

事
業

者
に

委
託

し
て

い
る

場
合

（
例

え
ば

、
機

能
訓

練
を

外
部

の
理

学
療

法
士

等
に

委
託

し
て

い
る

場
合

等
）

②
　

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

提
供

を
受

け
て

い
る

入
所

者
が

、
自

ら
の

希
望

に
よ

り
、

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

一
環

と
し

て
行

わ
れ

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
と

は
別

途
に

、
外

部
事

業
者

に
よ

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
る

場
合

①
　

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
が

、
外

部
事

業
者

に
対

し
て

委
託

し
た

業
務

の
委

託
費

を
支

払
う

（
入

所
者

は
、

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
事

業
者

に
対

し
て

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
の

利
用

料
を

支
払

い
、

保
険

給
付

を
受

け
る

。
）
。

（
「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

（
短

期
入

所
サ

ー
ビ

ス
及

び
特

定
施

設
入

所
者

生
活

介
護

に
係

る
部

分
）
及

び
指

定
施

設
サ

ー
ビ

ス
等

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
の

制
定

に
伴

う
実

施
上

の
留

意
事

項
に

つ
い

て
」
（
平

成
1
2
年

3
月

8
日

老
企

第
4
0
号

厚
生

省
老

人
保

健
福

祉
局

企
画

課
長

通
知

）
の

第
二

の
4
の

（
1
）
参

照
）

な
お

、
委

託
す

る
場

合
に

は
、

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
事

業
者

が
業

務
の

管
理

及
び

指
揮

命
令

を
確

実
に

行
え

る
こ

と
が

必
要

。
②

　
入

所
者

が
自

己
負

担
に

よ
り

外
部

事
業

者
に

対
し

て
そ

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

料
を

支
払

う
。

1
2
.4

.2
8
事

務
連

絡
介

護
保

険
最

新
情

報
vo

l.7
1

介
護

報
酬

等
に

係
る

Q
&
A

 v
o
l.2

Ⅰ
(3

）
2

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
サ

ー
ビ

ス
利

用
提

供
前

の
健

康
診

断
の

費
用

負
担

と
サ

ー
ビ

ス
提

供
拒

否

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
前

に
利

用
申

込
者

に
対

し
、

健
康

診
断

を
受

け
る

よ
う

に
求

め
る

こ
と

は
で

き
る

か
。

ま
た

、
健

康
診

断
書

作
成

に
か

か
る

費
用

の
負

担
は

ど
の

よ
う

に
取

り
扱

う
べ

き
か

。
（
介

護
老

人
福

祉
施

設
、

介
護

老
人

保
健

施
設

、
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
、

特
定

施
設

入
所

者
生

活
介

護
）

介
護

老
人

福
祉

施
設

、
介

護
老

人
保

健
施

設
、

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

、
特

定
施

設
入

所
者

生
活

介
護

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
が

相
当

期
間

以
上

集
団

的
な

生
活

を
送

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

健
康

診
断

書
の

提
出

等
の

方
法

に
よ

り
利

用
申

込
者

に
つ

い
て

の
健

康
状

態
を

把
握

す
る

こ
と

は
必

要
と

考
え

ら
れ

、
主

治
医

か
ら

の
情

報
提

供
等

に
よ

っ
て

も
必

要
な

健
康

状
態

の
把

握
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、
別

途
利

用
者

に
健

康
診

断
書

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
は

可
能

で
あ

り
、

そ
の

費
用

に
つ

い
て

は
原

則
と

し
て

利
用

申
込

者
が

負
担

す
べ

き
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

ま
た

、
こ

う
し

た
求

め
に

利
用

申
込

者
が

応
じ

な
い

場
合

は
サ

ー
ビ

ス
提

供
拒

否
の

正
当

な
事

由
に

該
当

す
る

も
の

と
は

考
え

ら
れ

る
。

1
3
.3
.2
8

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.1

0
6

運
営

基
準

等
に

係
る

Ｑ
＆

Ａ
Ⅱ

の
1

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
特

定
施

設
入

所
者

生
活

介
護

の
利

用
料

の
徴

収
特

定
施

設
入

所
者

生
活

介
護

に
お

い
て

介
護

保
険

利
用

料
の

他
に

別
途

費
用

を
受

領
で

き
る

も
の

は
具

体
的

に
は

ど
の

よ
う

な
も

の
が

あ
る

か
。

　
「
特

定
施

設
入

所
者

生
活

介
護

事
業

者
が

受
領

す
る

介
護

保
険

の
給

付
対

象
外

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
費

用
に

つ
い

て
」
（
平

成
1
2
年

3
月

3
0
日

付
け

老
企

第
5
2
号

厚
生

省
老

人
保

健
福

祉
局

企
画

課
長

通
知

。
（
以

下
「
老

企
第

5
2
号

通
知

」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
、

保
険

給
付

対
象

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

と
し

て
受

領
で

き
る

の
は

、
人

員
配

置
が

手
厚

い
場

合
の

サ
ー

ビ
ス

利
用

料
及

び
個

別
的

な
選

択
に

よ
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

利
用

料
に

限
る

こ
と

と
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
そ

も
そ

も
介

護
サ

ー
ビ

ス
以

外
の

費
用

に
つ

い
て

は
料

金
を

受
領

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。

例
え

ば
、

家
賃

相
当

費
、

日
用

品
費

、
教

養
娯

楽
費

、
行

事
関

係
費

（
機

能
訓

練
又

は
健

康
管

理
の

一
環

と
し

て
行

わ
れ

る
も

の
は

除
く
。

）
、

健
康

管
理

費
（
定

期
健

康
診

断
費

用
は

除
く
。

）
、

私
物

の
洗

濯
代

等
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ら

に
要

す
る

費
用

を
別

途
の

料
金

と
し

て
受

領
で

き
る

も
の

で
あ

る
。

1
3
.3
.2
8

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.1

0
6

運
営

基
準

等
に

係
る

Ｑ
＆

Ａ

Ⅳ
の

７

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
推

定
利

用
定

員
(混

合
型

特
定

施
設

）
推

定
利

用
定

員
を

定
め

る
際

の
係

数
を

7
0
％

以
下

で
定

め
る

こ
と

と
し

て
い

る
の

は
な

ぜ
か

。
７

0
％

と
い

う
数

値
は

、
混

合
型

特
定

施
設

は
開

設
直

後
要

介
護

者
の

割
合

が
小

さ
く
て

も
、

い
ず

れ
は

こ
の

程
度

の
割

合
に

な
る

こ
と

を
踏

ま
え

て
設

定
し

た
も

の
で

あ
る

が
、

各
都

道
府

県
が

そ
の

管
下

の
混

合
型

特
定

施
設

の
実

態
を

踏
ま

え
、

7
0
％

以
下

の
値

を
設

定
す

る
こ

と
も

可
能

な
仕

組
み

と
し

た
も

の
で

あ
る

。

1
8
.2
.2
0

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.6
3

混
合

型
特

定
施

設
に

関
す

る
Q

&
A

1

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
推

定
利

用
定

員
(混

合
型

特
定

施
設

）
推

定
利

用
定

員
を

定
め

る
際

の
係

数
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
指

定
を

受
け

る
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
及

び
高

齢
者

専
用

賃
貸

住
宅

な
ど

の
施

設
種

別
毎

に
設

定
す

る
こ

と
は

可
能

か
。

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
に

該
当

す
る

全
て

の
施

設
種

別
に

共
通

の
も

の
と

し
て

、
一

つ
の

係
数

を
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

1
8
.2
.2
0

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.6
3

混
合

型
特

定
施

設
に

関
す

る
Q

&
A

2

69



介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

 Q
&
A

集

サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

Ｑ
Ａ

発
出

時
期

、
文

書
番

号
等

番
号

2
時

間
未

満
（
合

算
す

る
）

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）
2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
必

要
利

用
定

員
必

要
利

用
定

員
総

数
を

定
め

る
際

に
、

混
合

型
特

定
施

設
と

介
護

専
用

型
特

定
施

設
そ

れ
ぞ

れ
定

め
る

こ
と

と
な

る
の

か
。

都
道

府
県

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

上
で

は
、

混
合

型
特

定
施

設
と

介
護

専
用

型
特

定
施

設
を

明
確

に
区

分
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

必
要

利
用

定
員

総
数

を
記

載
す

る
必

要
が

あ
る

。
1
8
.2
.2
0

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.6
3

混
合

型
特

定
施

設
に

関
す

る
Q

&
A

3

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
推

定
利

用
定

員
(混

合
型

特
定

施
設

）
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
指

定
を

受
け

な
い

有
料

老
人

ホ
ー

ム
等

の
定

員
は

、
必

要
利

用
定

員
総

数
と

比
較

す
る

推
定

利
用

定
員

総
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

、
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

の
か

。

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

指
定

を
受

け
な

い
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
の

定
員

は
、

推
定

利
用

定
員

総
数

の
算

定
に

当
た

っ
て

考
慮

す
る

必
要

は
な

い
。

1
8
.2
.2
0

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.6
3

混
合

型
特

定
施

設
に

関
す

る
Q

&
A

4

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
推

定
利

用
定

員
指

定
を

受
け

た
混

合
型

特
定

施
設

の
要

介
護

者
数

が
、

推
定

利
用

定
員

を
超

え
た

場
合

、
超

え
た

場
合

、
超

え
た

分
の

要
介

護
者

に
は

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
行

わ
な

い
こ

と
に

な
る

の
か

。

推
定

利
用

定
員

は
、

事
業

者
指

定
を

拒
否

す
る

際
の

基
礎

と
な

る
が

、
当

該
施

設
に

お
い

て
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

保
険

給
付

を
受

け
る

者
の

上
限

を
規

定
す

る
も

の
で

は
な

い
。

し
た

が
っ

て
、

実
際

の
要

介
護

者
数

が
、

推
定

利
用

定
員

を
超

え
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

要
介

護
者

の
全

員
が

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。

1
8
.2
.2
0

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.6
3

混
合

型
特

定
施

設
に

関
す

る
Q

&
A

5

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
推

定
利

用
定

員
混

合
型

特
定

施
設

の
必

要
利

用
定

員
総

数
に

関
す

る
Q

&
A

(介
護

保
険

制
度

改
革

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
vo

l.5
3
）
問

3
の

最
後

の
と

こ
ろ

で
、

「
必

要
利

用
定

員
総

数
と

推
定

利
用

定
員

の
総

数
の

差
で

あ
る

2
1
0
人

分
を

7
0
％

で
除

し
た

3
0
0
人

分
に

つ
い

て
混

合
型

特
定

施
設

の
指

定
が

可
能

と
な

る
」
と

さ
れ

て
い

る
が

、
割

戻
し

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
理

由
を

ご
教

示
願

い
た

い
。

介
護

保
険

の
特

定
施

設
制

度
は

、
一

つ
の

有
料

老
人

ホ
ー

ム
で

あ
れ

ば
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

全
体

を
特

定
施

設
と

し
、

そ
の

中
で

居
住

す
る

要
介

護
者

に
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
た

場
合

に
、

保
険

給
付

の
対

象
と

す
る

こ
と

を
想

定
し

て
い

る
。

混
合

型
特

定
施

設
に

お
け

る
実

際
の

要
介

護
者

の
割

合
は

変
動

す
る

が
、

今
般

導
入

す
る

仕
組

み
に

基
づ

き
指

定
拒

否
の

可
否

を
判

断
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

当
該

施
設

に
お

け
る

「
要

介
護

者
の

数
を

推
定

」
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
「
推

定
利

用
定

員
」
と

い
う

考
え

方
を

用
い

て
い

る
も

の
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
推

定
利

用
定

員
を

決
め

る
た

め
の

係
数

は
、

当
該

施
設

に
お

け
る

要
介

護
者

の
数

を
推

定
す

る
た

め
に

用
い

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
当

該
施

設
に

お
け

る
要

介
護

者
以

外
の

者
も

含
め

た
有

料
老

人
ホ

ー
ム

と
し

て
の

入
居

定
員

（
＝

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

指
定

を
受

け
る

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

入
居

定
員

）
を

算
出

す
る

た
め

に
は

、
割

り
戻

す
必

要
が

あ
る

。

1
8
.2
.2
0

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.6
3

混
合

型
特

定
施

設
に

関
す

る
Q

&
A

8

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
推

定
利

用
定

員
推

定
利

用
定

員
総

数
及

び
指

定
拒

否
に

当
た

っ
て

の
取

扱
い

に
つ

い
て

具
体

例
を

ご
教

示
願

い
た

い
。

※
前

回
の

混
合

型
特

定
施

設
の

必
要

利
用

定
員

総
数

に
関

す
る

Q
&
A

（
介

護
保

険
制

度
改

革
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ

ョ
ン

vo
l.5

3
)問

3
の

回
答

中
の

(参
考

）
推

定
利

用
定

員
総

数
と

指
定

拒
否

に
係

る
イ

メ
ー

ジ
図

の
中

に
、

「
整

備
が

可
能

な
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
の

総
定

員
」
と

あ
る

と
い

う
こ

と
は

、
特

定
施

設
の

指
定

が
受

け
ら

れ
な

け
れ

ば
有

料
老

人
ホ

ー
ム

と
し

て
も

届
出

が
受

理
さ

れ
な

い
と

い
う

こ
と

で
は

な
い

の
か

、
と

の
質

問
が

寄
せ

ら
れ

た
た

め
、

今
回

、
前

回
Q

&
A

問
3
に

お
け

る
回

答
の

正
確

を
期

す
も

の
と

し
た

も
の

で
あ

る
。

仮
に

あ
る

圏
域

に
お

い
て

、
①

混
合

型
特

定
施

設
の

必
要

利
用

定
員

総
数

が
7
0
0
人

で
あ

り
、

②
混

合
型

特
定

施
設

と
な

っ
て

い
る

有
料

老
人

ホ
ー

ム
等

の
総

定
員

が
7
0
0
人

で
あ

っ
た

場
合

、
推

定
利

用
定

員
総

数
を

有
料

老
人

ホ
ー

ム
等

の
定

員
の

７
0
％

と
し

て
設

定
す

る
こ

と
と

し
た

場
合

に
は

、
混

合
型

特
定

施
設

の
推

定
利

用
定

員
総

数
は

4
9
0
人

と
な

る
。

こ
の

場
合

、
必

要
利

用
定

員
総

数
と

推
定

利
用

定
員

総
数

の
差

で
あ

る
2
1
0
人

分
を

7
0
％

で
除

し
た

3
0
0

人
分

の
定

員
の

有
料

老
人

ホ
ー

ム
等

に
つ

い
て

、
更

に
混

合
型

特
定

施
設

の
指

定
が

可
能

で
あ

る
。

1
8
.2
.2
0

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.6
3

混
合

型
特

定
施

設
に

関
す

る
Q

&
A

9

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
介

護
専

用
型

介
護

専
用

型
特

定
施

設
の

入
居

者
の

う
ち

、
要

介
護

者
の

配
偶

者
等

で
要

支
援

に
該

当
す

る
者

は
、

当
該

特
定

施
設

か
ら

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

の
か

。
介

護
専

用
型

特
定

施
設

に
つ

い
て

は
、

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

指
定

対
象

で
は

な
い

た
め

、
介

護
専

用
型

特
定

施
設

に
入

居
す

る
要

支
援

者
の

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

利
用

に
つ

い
て

は
、

一
般

の
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

こ
と

に
な

る
。

1
8
.3
.2
7

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.8
0

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

4
2

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

外
部

サ
ー

ビ
ス

利
用

型
特

定
施

設
に

お
い

て
、

利
用

者
と

受
託

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
の

契
約

関
係

は
ど

の
よ

う
に

な
る

か
。

外
部

サ
ー

ビ
ス

利
用

型
特

定
施

設
の

場
合

、
利

用
者

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業
者

と
介

護
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
係

る
契

約
を

締
結

す
る

こ
と

に
な

り
、

利
用

者
と

受
託

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
と

の
間

に
契

約
関

係
は

な
い

。
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

特
定

施
設

の
事

業
者

は
、

受
託

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
と

の
間

で
文

書
に

委
託

契
約

を
締

結
す

る
こ

と
と

し
、

特
定

施
設

サ
ー

ビ
ス

に
基

づ
き

、
受

託
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
サ

ー
ビ

ス
を

手
配

す
る

こ
と

と
な

る
が

、
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
確

保
の

観
点

か
ら

、
業

務
に

関
し

て
受

託
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

に
必

要
な

指
揮

命
令

を
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

1
8
.3
.2
7

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.8
0

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v
o
l.2
)

4
3

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

3
 運

営
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等

の
介

護
報

酬
の

算
定

等
介

護
予

防
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

等
を

受
け

て
い

る
者

は
、

当
該

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
の

間
、

月
当

た
り

の
定

額
報

酬
の

介
護

予
防

訪
問

介
護

費
等

は
算

定
で

き
な

い
と

あ
る

が
、

例
え

ば
、

月
途

中
に

介
護

予
防

特
定

施
設

を
退

所
し

、
そ

の
後

、
介

護
予

防
訪

問
介

護
等

を
利

用
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

の
か

。

問
の

よ
う

な
場

合
に

は
、

介
護

予
防

訪
問

介
護

等
に

係
る

介
護

報
酬

に
つ

い
て

は
、

1
月

か
ら

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
等

の
利

用
日

数
を

減
じ

て
得

た
日

数
に

よ
り

日
割

り
で

請
求

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

2
0
.4
.2
1

事
務

連
絡

介
護

療
養

型
老

人
保

健
施

設
に

係
る

介
護

報
酬

改
定

等
に

関
す

る
Q
&
A

2
0

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
有

料
老

人
ホ

ー
ム

の
体

験
入

所
有

料
老

人
ホ

ー
ム

の
体

験
入

所
を

介
護

報
酬

の
対

象
と

し
て

良
い

か
。

体
験

入
所

は
介

護
報

酬
の

対
象

と
は

な
ら

な
い

。
1
2
.4

.2
8
事

務
連

絡
介

護
保

険
最

新
情

報
vo

l.7
1

介
護

報
酬

等
に

係
る

Q
&
A

 v
o
l.2

Ⅰ
(3

）
1

70



介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

 Q
&
A

集

サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

Ｑ
Ａ

発
出

時
期

、
文

書
番

号
等

番
号

2
時

間
未

満
（
合

算
す

る
）

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）
2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
個

別
機

能
訓

練
加

算
個

別
機

能
訓

練
加

算
に

係
る

算
定

方
法

、
内

容
等

に
つ

い
て

示
さ

れ
た

い
。

当
該

個
別

機
能

訓
練

加
算

は
、

従
来

機
能

訓
練

指
導

員
を

配
置

す
る

こ
と

を
評

価
し

て
い

た
体

制
加

算
を

、
機

能
訓

練
指

導
員

の
配

置
と

共
に

、
個

別
に

計
画

を
立

て
、

機
能

訓
練

を
行

う
こ

と
を

評
価

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
で

あ
り

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
に

お
い

て
は

実
施

日
、

（
介

護
予

防
）
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

サ
ー

ビ
ス

及
び

介
護

老
人

福
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

は
入

所
期

間
の

う
ち

機
能

訓
練

実
施

期
間

中
に

お
い

て
当

該
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
　

な
お

、
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

流
れ

と
し

て
は

、
「
多

職
種

が
協

同
し

て
、

利
用

者
毎

に
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

行
い

、
目

標
設

定
、

計
画

の
作

成
を

し
た

上
で

、
機

能
訓

練
指

導
員

が
必

要
に

応
じ

た
個

別
機

能
訓

練
の

提
供

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
評

価
す

る
こ

と
」
が

想
定

さ
れ

る
。

ま
た

、
行

わ
れ

る
機

能
訓

練
の

内
容

は
、

各
利

用
者

の
心

身
伏

況
等

に
応

じ
て

、
日

常
生

活
を

営
む

の
に

必
要

な
機

能
を

改
善

し
、

又
は

そ
の

減
退

を
予

防
す

る
の

に
必

要
な

訓
練

を
計

画
さ

れ
た

い
。

1
8
.4
.2
1

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.9
6

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v
o
l.3
)

1
5

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

5
 そ

の
他

混
合

型
特

定
施

設
の

必
要

利
用

定
員

総
数

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

み
を

行
う

施
設

の
指

定
拒

否
は

可
能

か
。

今
回

の
介

護
保

険
法

の
改

正
案

に
は

、
介

護
予

防
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

に
係

る
指

定
拒

否
の

規
定

を
盛

り
込

ん
で

い
な

い
た

め
、

法
制

上
は

、
混

合
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

指
定

を
受

け
、

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

み
を

行
う

こ
と

は
可

能
で

あ
る

が
、

こ
の

よ
う

な
形

態
で

は
、

利
用

者
が

要
介

護
状

態
と

な
れ

ば
当

該
施

設
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
が

受
け

ら
れ

な
く
な

る
こ

と
に

な
り

（
そ

の
場

合
は

個
別

に
居

宅
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

）
、

利
用

者
・
事

業
者

双
方

に
と

っ
て

不
合

理
な

状
況

と
な

り
う

る
こ

と
か

ら
、

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

み
の

指
定

申
請

が
行

わ
れ

る
こ

と
は

想
定

し
て

い
な

い
。

1
8
.1
.2
6

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.5
3

混
合

型
特

定
施

設
の

必
要

利
用

定
員

総
数

に
関

す
る

Q
&
A

4

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

5
 そ

の
他

混
合

型
特

定
施

設
の

必
要

利
用

定
員

総
数

平
成

1
8
年

1
月

2
5
日

全
国

厚
生

労
働

関
係

部
局

長
会

議
資

料
P

8
2
に

記
載

さ
れ

て
い

る
「
有

料
老

人
ホ

ー
ム

等
」
に

は
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

他
に

ど
の

施
設

が
含

ま
れ

る
の

か
。

養
護

老
人

ホ
ー

ム
、

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
及

び
高

齢
者

専
用

賃
貸

住
宅

の
う

ち
一

定
の

居
住

水
準

等
を

満
た

す
も

の
（
同

会
議

資
料

Ｐ
２

５
参

照
）
が

含
ま

れ
る

。
1
8
.1
.2
6

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.5
3

混
合

型
特

定
施

設
の

必
要

利
用

定
員

総
数

に
関

す
る

Q
&
A

5

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

5
 そ

の
他

指
定

拒
否

(混
合

型
特

定
施

設
）
特

定
施

設
の

指
定

拒
否

を
し

た
場

合
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

設
置

の
届

出
も

不
受

理
と

す
る

こ
と

に
な

る
の

か
。

老
人

福
祉

法
に

よ
る

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

届
出

受
理

と
、

介
護

保
険

法
に

よ
る

特
定

施
設

の
指

定
と

は
、

そ
れ

ぞ
れ

が
異

な
る

根
拠

に
基

づ
く
別

の
行

為
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
介

護
保

険
法

に
基

づ
き

、
特

定
施

設
の

指
定

を
拒

否
す

る
場

合
で

あ
っ

て
も

特
定

施
設

の
指

定
拒

否
を

理
由

に
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

届
出

を
不

受
理

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

1
8
.2
.2
0

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.6
3

混
合

型
特

定
施

設
に

関
す

る
Q

&
A

6

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

5
 そ

の
他

指
定

拒
否

(混
合

型
特

定
施

設
）
特

定
施

設
の

指
定

を
拒

否
さ

れ
た

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

入
居

者
は

、
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

ら
れ

な
く
な

る
の

か
。

特
定

施
設

の
指

定
を

拒
否

さ
れ

た
有

料
老

人
ホ

ー
ム

の
入

居
者

の
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
の

選
択

に
よ

り
、

一
般

の
在

宅
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

こ
と

に
な

る
。

1
8
.2
.2
0

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.6
3

混
合

型
特

定
施

設
に

関
す

る
Q

&
A

7

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

5
 そ

の
他

介
護

専
用

型
介

護
専

用
型

特
定

施
設

で
あ

る
か

ど
う

か
の

判
断

基
準

は
ど

の
よ

う
な

も
の

か
。

介
護

専
用

型
特

定
施

設
は

、
入

居
者

が
要

介
護

者
、

そ
の

配
偶

者
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

者
に

限
ら

れ
る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
厚

生
労

働
省

令
に

お
い

て
は

、
①

要
介

護
状

態
だ

っ
た

入
居

者
で

施
行

日
以

降
状

態
が

改
善

し
た

者
、

②
入

居
者

で
あ

る
要

介
護

者
（
①

の
者

を
含

む
）
の

3
親

等
以

内
の

親
族

、
③

特
別

の
事

情
に

よ
り

入
居

者
で

あ
る

要
介

護
者

と
同

居
さ

せ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
都

道
府

県
知

事
等

が
認

め
る

者
を

定
め

て
い

る
。

1
8
.3
.2
7

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.8
0

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v
o
l.2
)

4
0

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

5
 そ

の
他

介
護

専
用

型
既

に
特

定
施

設
入

所
者

生
活

介
護

の
指

定
を

受
け

て
い

る
事

業
者

は
、

ど
の

よ
う

に
介

護
専

用
型

と
介

護
専

用
型

以
外

に
分

け
る

こ
と

に
な

る
の

か
。

な
お

、
そ

の
際

に
、

再
指

定
又

は
届

出
は

必
要

と
な

る
の

か
。

既
存

の
指

定
特

定
施

設
に

つ
い

て
は

、
現

に
入

居
者

が
介

護
専

用
型

特
定

施
設

の
入

居
者

の
要

件
を

満
た

し
て

お
り

、
か

つ
、

当
該

要
件

が
、

指
定

特
定

施
設

の
入

居
要

件
と

な
っ

て
い

る
こ

と
が

明
確

に
さ

れ
て

い
る

も
の

を
介

護
専

用
型

特
定

施
設

と
す

る
こ

と
と

な
る

。
介

護
専

用
型

特
定

施
設

か
介

護
専

用
型

以
外

の
特

定
施

設
か

の
区

分
に

つ
い

て
、

改
め

て
指

定
を

受
け

た
り

届
け

出
た

り
す

る
必

要
は

な
い

。
（
参

考
）
三

位
一

体
改

革
に

伴
い

、
介

護
専

用
型

特
定

施
設

か
介

護
専

用
型

以
外

の
特

定
施

設
（
混

合
型

特
定

施
設

）
か

に
か

か
わ

ら
ず

、
住

所
地

特
例

を
適

用
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。

1
8
.3
.2
7

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.8
0

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v
o
l.2
)

4
1

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

5
 そ

の
他

住
所

地
特

例
住

所
地

特
例

の
対

象
施

設
で

あ
る

特
定

施
設

は
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
等

の
指

定
を

受
け

た
特

定
施

設
の

み
に

限
ら

れ
る

の
か

。
限

ら
れ

な
い

。
介

護
保

険
法

第
1
3
条

に
お

い
て

は
、

住
所

地
特

例
の

対
象

施
設

と
し

て
「
特

定
施

設
」
と

規
定

す
る

に
と

ど
ま

っ
て

お
り

、
同

法
第

4
1
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
る

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
等

の
指

定
を

要
件

と
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
そ

の
指

定
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
同

法
第

8
条

第
1
1
項

に
規

定
す

る
特

定
施

設
は

す
べ

て
住

所
地

特
例

の
対

象
施

設
と

な
る

。

1
8
.4
.2
1

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.9
7

住
所

地
特

例
対

象
施

設
に

関
す

る
Q
&
A

71



介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

 Q
&
A

集

サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

Ｑ
Ａ

発
出

時
期

、
文

書
番

号
等

番
号

2
時

間
未

満
（
合

算
す

る
）

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）
2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

5
 そ

の
他

法
定

代
理

受
領

有
料

老
人

ホ
ー

ム
及

び
適

合
高

齢
者

専
用

賃
貸

住
宅

に
お

け
る

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
等

の
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
つ

い
て

１
　

法
定

代
理

受
領

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
同

意
書

類
の

取
扱

い
　

　
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
関

す
る

入
居

者
の

同
意

に
係

る
書

類
の

市
町

村
又

は
国

民
健

康
保

険
団

体
連

合
会

へ
の

提
出

に
つ

い
て

は
、

別
紙

の
と

お
り

取
り

扱
う

。
　

な
お

、
事

業
者

は
、

入
居

者
の

同
意

が
適

切
に

記
録

さ
れ

る
よ

う
、

入
居

者
の

同
意

を
得

た
場

合
に

は
、

入
居

者
ご

と
に

同
意

書
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
当

該
同

意
書

を
、

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
等

の
提

供
に

関
す

る
諸

記
録

と
し

て
保

存
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

に
留

意
さ

れ
た

い
。

２
　

償
還

払
い

に
よ

る
場

合
の

取
扱

い
　

法
定

代
理

受
領

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

つ
い

て
、

入
居

者
の

同
意

が
な

い
場

合
は

、
入

居
者

が
利

用
料

の
全

額
を

事
業

者
に

支
払

っ
て

か
ら

介
護

保
険

の
給

付
を

受
け

る
「
償

還
払

い
方

式
」
に

よ
る

こ
と

と
な

り
、

こ
の

場
合

、
事

業
者

は
、

入
居

者
に

対
し

て
領

収
書

及
び

サ
ー

ビ
ス

提
供

証
明

書
を

交
付

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

の
で

留
意

さ
れ

た
い

。
※

 別
紙

は
省

略
。

1
8
.4
.2
8

事
務

連
絡

有
料

老
人

ホ
ー

ム
及

び
適

合
高

齢
者

専
用

賃
貸

住
宅

に
お

け
る

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
等

の
法

定
代

理
受

領
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

に
つ

い
て

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
共

通
事

項
　

運
営

基
準

等
に

係
る

Ｑ
＆

Ａ
に

つ
い

て
（
平

成
1
3
年

3
月

2
8
日

事
務

連
絡

）
に

お
い

て
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

利
用

者
に

つ
い

て
、

保
険

給
付

対
象

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

と
し

て
受

領
で

き
る

も
の

の
例

示
と

し
て

、
「
健

康
管

理
費

（
定

期
健

康
診

断
費

用
は

除
く
。

）
」
と

さ
れ

て
い

る
が

、
定

期
健

康
診

断
費

用
は

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
に

含
ま

れ
て

い
る

と
い

う
趣

旨
か

。

健
康

管
理

費
か

ら
定

期
健

康
診

断
費

用
を

除
い

て
い

る
こ

と
の

趣
旨

は
、

健
康

診
断

が
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
と

し
て

提
供

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
（
①

入
浴

、
排

せ
つ

、
食

事
等

の
介

護
、

洗
濯

、
掃

除
等

の
家

事
、

生
活

等
に

関
す

る
相

談
及

び
助

言
そ

の
他

の
特

定
施

設
に

入
居

し
て

い
る

要
介

護
者

に
必

要
な

日
常

生
活

上
の

世
話

、
②

機
能

訓
練

、
③

療
養

上
の

世
話

）
と

し
て

実
施

さ
れ

る
も

の
で

は
な

く
、

外
部

の
医

療
機

関
等

に
よ

っ
て

実
施

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
そ

の
費

用
は

当
該

医
療

機
関

等
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

べ
き

も
の

で
あ

る
こ

と
に

よ
る

。
な

お
、

当
該

事
務

連
絡

に
お

け
る

「
健

康
管

理
費

」
の

説
明

は
、

趣
旨

を
明

確
化

す
る

た
め

、
以

下
の

と
お

り
修

正
す

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
7

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
共

通
事

項
　

同
一

建
物

の
階

ご
と

、
又

は
同

―
敷

地
の

棟
ご

と
に

、
一

方
を

介
護

専
用

型
特

定
施

設
、

他
方

を
介

護
専

用
型

特
定

施
設

以
外

の
特

定
施

設
（
混

合
型

特
定

施
設

）
と

す
る

こ
と

は
可

能
か

。

　
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
指

定
は

、
特

定
施

設
毎

に
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

で
あ

れ
ば

、
別

個
の

有
料

老
人

ホ
ー

ム
と

し
て

届
出

が
な

さ
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

別
の

特
定

施
設

と
し

て
の

指
定

を
行

う
こ

と
に

な
る

。
な

お
、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
の

届
出

に
つ

い
て

は
、

老
人

福
祉

法
の

規
定

に
基

づ
い

て
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
る

た
め

、
そ

の
設

置
者

が
届

出
に

お
い

て
示

し
た

内
容

を
も

っ
て

、
一

の
有

料
老

人
ホ

ー
ム

と
し

て
取

り
扱

う
こ

と
と

な
る

。
た

だ
し

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

の
入

居
契

約
に

お
い

て
、

要
介

護
状

態
に

な
れ

ば
、

別
の

階
又

は
別

の
棟

に
転

居
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

も
の

で
あ

っ
た

り
、

ス
タ

ッ
フ

等
が

客
観

的
に

み
て

明
確

に
区

別
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

も
の

で
あ

っ
た

り
す

る
な

ど
、

設
置

者
が

別
個

の
有

料
老

人
ホ

ー
ム

で
あ

る
と

説
明

し
て

い
る

も
の

で
あ

っ
て

も
、

一
体

的
に

運
営

さ
れ

て
い

る
と

解
さ

れ
る

も
の

は
、

設
置

者
と

協
議

の
上

、
一

の
有

料
老

人
ホ

ー
ム

の
範

囲
を

適
切

に
定

め
た

届
出

を
行

う
よ

う
求

め
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
【
平

成
1
8
年

４
月

改
定

関
係

Ｑ
＆

Ａ
（
V

o
l.２

）
（
平

成
1
8
年

３
月

2
7
日

事
務

連
絡

）
の

3
9
の

修
正

】

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
8

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
共

通
事

項
　

短
期

利
用

の
３

年
経

過
要

件
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
年

度
改

定
に

よ
り

、
特

定
施

設
ご

と
で

は
な

く
、

事
業

者
ご

と
に

判
断

さ
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
が

、
2
0
1
5
年

４
月

時
点

に
お

い
て

、
同

一
法

人
が

A
事

業
所

と
B

事
業

所
を

運
営

し
て

い
る

場
合

に
、

以
下

の
そ

れ
ぞ

れ
の

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
、

要
件

を
満

た
し

て
い

る
か

ど
う

か
明

ら
か

に
さ

れ
た

い
。

①
 A

事
業

所
に

お
い

て
2
0
1
2
年

４
月

か
ら

運
営

を
行

っ
て

お
り

（
３

年
間

）
、

B
事

業
所

に
お

い
て

2
0
1
4
年

４
月

か
ら

運
営

を
行

っ
て

い
る

（
１

年
間

）
場

合
②

 A
事

業
所

に
お

い
て

2
0
1
3
年

４
月

か
ら

運
営

を
行

っ
て

お
り

（
２

年
間

）
、

B
事

業
所

に
お

い
て

2
0
1
4
年

４
月

か
ら

運
営

を
行

っ
て

い
る

（
１

年
間

）
場

合
③

 A
事

業
所

に
お

い
て

2
0
1
2
年

４
月

か
ら

2
0
1
4
年

３
月

ま
で

運
営

を
行

い
（
２

年
間

）
、

そ
の

後
、

B
事

業
所

に
お

い
て

2
0
1
4
年

４
月

か
ら

運
営

を
行

っ
て

い
る

（
１

年
間

）
場

合

①
に

つ
い

て
は

、
A

事
業

所
に

お
い

て
３

年
の

経
験

を
有

し
て

い
る

た
め

、
要

件
を

満
た

す
。

②
に

つ
い

て
は

、
A

事
業

所
と

B
事

業
所

の
経

験
を

有
す

る
期

間
が

重
複

し
て

い
る

た
め

、
法

人
と

し
て

は
２

年
の

経
験

し
か

有
し

て
い

な
い

た
め

、
要

件
を

満
た

さ
な

い
。

③
に

つ
い

て
は

、
法

人
と

し
て

３
年

の
経

験
を

有
し

て
い

る
た

め
、

要
件

を
満

た
す

。
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成
2
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年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
0
9

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

　
受

託
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
と

し
て

、
第

1
号

訪
問

事
業

・
第

1
号

通
所

事
業

の
事

業
者

に
委

託
し

よ
う

と
す

る
場

合
、

当
該

事
業

者
と

特
定

施
設

の
個

別
契

約
に

よ
っ

て
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

行
う

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

所
在

地
の

市
町

村
以

外
の

市
町

村
で

指
定

を
受

け
て

い
る

事
業

者
と

契
約

す
る

こ
と

は
可

能
か

。

 貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

2
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．
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連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1
0

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

　
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

に
お

け
る

受
託

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

そ
の

費
用

が
告

示
に

お
い

て
定

め
ら

れ
て

い
る

が
、

そ
れ

よ
り

も
低

い
金

額
で

第
１

号
訪

問
事

業
・
第

１
号

通
所

事
業

を
実

施
し

て
い

る
事

業
者

の
場

合
、

当
該

金
額

で
、

受
託

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

を
行

う
こ

と
と

し
て

良
い

か
。

 貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。
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介
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酬
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Q
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（
平

成
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年

4
月
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）
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送
付

に
つ

い
て

1
1
1
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介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

 Q
&
A

集

サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

Ｑ
Ａ

発
出

時
期

、
文

書
番

号
等

番
号

2
時

間
未

満
（
合

算
す

る
）

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）
2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

　
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

事
業

所
と

し
て

指
定

を
受

け
て

い
る

養
護

老
人

ホ
ー

ム
が

、
平

成
2
7
年

4
月

以
降

、
要

介
護

者
の

増
加

に
伴

い
、

一
般

型
に

転
換

す
る

場
合

、
以

下
の

い
ず

れ
の

手
続

き
に

よ
る

べ
き

か
。

・
 新

規
指

定
（
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

の
指

定
は

廃
止

）
・
 指

定
の

変
更

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

1
2
3
号

）
第

7
5
条

の
規

定
に

基
づ

く
変

更
の

届
出

が
必

要
と

な
る

。
こ

の
場

合
、

同
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

外
部

サ
ー

ビ
ス

利
用

型
か

ら
一

般
型

へ
の

転
換

に
伴

う
変

更
事

項
（
運

営
規

程
な

ど
）
に

つ
い

て
、

介
護

保
険

法
施

行
規

則
（
平

成
1
1
年

厚
生

省
令

第
3
6
号

）
第

1
3
1
条

第
１

項
第

1
0
号

に
掲

げ
る

事
項

に
該

当
す

る
内

容
を

適
宜

記
載

し
、

変
更

届
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

。

2
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．
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介
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保
険

最
新

情
報

vo
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5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1
2

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

　
訪

問
介

護
等

の
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

に
つ

い
て

は
、

い
わ

ゆ
る

同
一

建
物

減
算

（
１

割
減

算
）

の
規

定
が

あ
る

が
、

外
部

サ
ー

ビ
ス

利
用

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

を
提

供
す

る
事

業
所

も
対

象
と

な
る

の
か

。

　
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
に

お
い

て
提

供
さ

れ
る

受
託

介
護

サ
ー

ビ
ス

は
、

特
定

施
設

の
事

業
者

と
訪

問
介

護
等

の
事

業
者

に
お

け
る

委
託

契
約

に
基

づ
く
サ

ー
ビ

ス
で

あ
り

、
同

一
建

物
減

算
の

規
定

は
適

用
さ

れ
な

い
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1
3

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
　

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

事
業

所
に

お
い

て
は

、
人

員
配

置
が

手
厚

い
場

合
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

利
用

料
を

入
居

者
か

ら
徴

収
す

る
事

が
可

能
と

さ
れ

て
い

る
が

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
を

算
定

し
た

場
合

で
も

、
引

き
続

き
利

用
料

を
徴

収
す

る
事

は
可

能
か

。

　
人

員
配

置
が

手
厚

い
場

合
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

利
用

料
（
上

乗
せ

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
用

）
に

つ
い

て
は

、
介

護
職

員
・
看

護
職

員
の

人
数

が
量

的
に

基
準

を
上

回
っ

て
い

る
部

分
に

つ
い

て
、

利
用

者
に

対
し

て
、

別
途

の
費

用
負

担
を

求
め

る
こ

と
と

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
。

一
方

で
、

サ
ー

ビ
ス

体
制

強
化

加
算

は
、

介
護

職
員

に
お

け
る

介
護

福
祉

士
の

割
合

な
ど

質
的

に
高

い
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
を

整
え

て
い

る
特

定
施

設
を

評
価

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

両
者

は
異

な
る

趣
旨

に
よ

る
も

の
で

あ
る

。
従

っ
て

、
上

乗
せ

介
護

サ
ー

ビ
ス

利
用

料
を

利
用

者
か

ら
受

領
し

つ
つ

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
強

化
加

算
の

算
定

を
受

け
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。
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す

る
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&
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平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1
4

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

　
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
認

知
症

専
門

ケ
ア

加
算

の
算

定
要

件
は

、
入

居
者

の
う

ち
認

知
症

日
常

生
活

自
立

度
Ⅲ

以
上

の
者

の
割

合
が

1
/
2
以

上
で

あ
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
る

が
、

他
の

サ
ー

ビ
ス

と
同

様
、

届
出

日
の

属
す

る
月

の
前

三
月

の
各

月
末

時
点

の
利

用
者

数
の

平
均

で
算

定
す

る
と

い
う

こ
と

で
良

い
の

か
。

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

2
7
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．
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平

成
2
7
年

度
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護
報

酬
改
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に

関
す

る
Q

&
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平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1
5

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
看

取
り

介
護

加
算

　
加

算
の

算
定

要
件

と
し

て
、

医
師

の
関

与
が

求
め

ら
れ

て
い

る
が

、
特

定
施

設
の

職
員

と
し

て
医

師
を

配
置

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

か
。

　
加

算
の

算
定

要
件

と
し

て
、

医
師

の
関

与
が

求
め

ら
れ

て
い

る
が

、
特

定
施

設
の

職
員

と
し

て
医

師
を

配
置

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

か
。
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平

成
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年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
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る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1
6

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
看

取
り

介
護

加
算

　
看

取
り

介
護

加
算

の
算

定
要

件
と

な
っ

て
い

る
「
看

取
り

に
関

す
る

指
針

」
に

つ
い

て
は

、
入

居
の

際
に

、
利

用
者

や
家

族
に

対
し

て
指

針
の

内
容

を
説

明
し

て
同

意
を

得
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

入
居

時
点

で
自

立
・
要

支
援

の
方

で
あ

っ
て

も
同

様
の

取
り

扱
い

と
な

る
の

か
。

　
混

合
型

特
定

施
設

に
あ

っ
て

は
、

入
居

者
が

要
介

護
状

態
に

至
り

、
実

際
に

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
の

利
用

を
開

始
す

る
際

に
説

明
・
同

意
の

手
続

き
を

行
う

こ
と

で
差

し
支

え
な

い
。

な
お

、
自

立
・
要

支
援

の
高

齢
者

に
対

す
る

「
看

取
り

に
関

す
る

指
針

」
の

説
明

を
、

入
居

の
際

に
行

う
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1
7

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
看

取
り

介
護

加
算

　
看

取
り

介
護

加
算

の
算

定
要

件
と

な
っ

て
い

る
「
看

取
り

に
関

す
る

指
針

」
に

つ
い

て
は

、
入

居
の

際
に

、
利

用
者

や
家

族
に

対
し

て
指

針
の

内
容

を
説

明
し

て
同

意
を

得
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

指
針

の
策

定
以

前
か

ら
既

に
入

居
し

て
い

る
利

用
者

の
場

合
は

、
ど

の
よ

う
に

取
り

扱
え

ば
良

い
の

か
。

特
定

施
設

に
お

い
て

「
看

取
り

に
関

す
る

指
針

」
を

作
成

し
た

際
に

、
速

や
か

に
説

明
を

行
っ

て
い

る
場

合
に

は
、

入
居

の
際

に
説

明
を

行
っ

た
も

の
と

み
な

し
て

差
し

支
え

な
い

。
2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1
8

73



介
護

サ
ー

ビ
ス

関
係

 Q
&
A

集

サ
ー

ビ
ス

種
別

基
準

種
別

項
目

質
問

回
答

Ｑ
Ａ

発
出

時
期

、
文

書
番

号
等

番
号

2
時

間
未

満
（
合

算
す

る
）

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）
2
時

間
以

上
（
合

算
し

な
い

）

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
a
)

身
体

介
護

2
0
分

未
満

【
1
5
分

】
(
b
)

身
体

介
護

2
0
分

以
上

3
0
分

未
満

【
2
5
分

】
(
c
)

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
看

取
り

介
護

加
算

　
看

取
り

に
関

す
る

指
針

の
内

容
に

つ
い

て
見

直
し

を
行

っ
て

変
更

し
た

場
合

に
は

、
既

存
の

利
用

者
等

に
対

し
て

、
改

め
て

説
明

を
行

い
、

同
意

を
得

る
必

要
が

あ
る

か
。

　
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
の

場
合

と
同

様
、

「
看

取
り

に
関

す
る

指
針

」
の

見
直

し
に

よ
り

、
「
当

該
施

設
の

看
取

り
に

関
す

る
考

え
方

」
等

の
重

要
な

変
更

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
改

め
て

利
用

者
及

び
そ

の
家

族
等

に
説

明
を

行
い

、
同

意
を

得
る

必
要

が
あ

る
。

な
お

、
そ

れ
以

外
の

場
合

に
つ

い
て

も
、

利
用

者
等

へ
の

周
知

を
行

う
こ

と
が

適
切

で
あ

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
1
9

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
医

療
機

関
連

携
加

算
　

医
療

機
関

連
携

加
算

が
算

定
で

き
な

い
期

間
の

取
扱

い
に

関
し

て
、

「
前

3
0
日

以
内

に
お

け
る

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

算
定

し
た

日
が

1
4
日

未
満

」
と

し
て

い
た

も
の

を
、

「
前

3
0

日
以

内
に

お
け

る
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

及
び

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

算
定

し
た

日
が

1
4
日

未
満

」
と

し
た

の
は

、
介

護
給

付
の

算
定

期
間

と
予

防
給

付
の

算
定

期
間

を
合

算
し

て
合

理
的

に
判

断
し

て
よ

い
と

い
う

こ
と

か
。

貴
見

の
と

お
り

で
あ

る
。

2
7
.4

．
1

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.4

5
4

「
平

成
2
7
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Q

&
A

（
平

成
2
7
年

4
月

1
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

1
2
0

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
退

院
・
所

時
連

携
加

算
医

療
提

供
施

設
を

退
院

・
退

所
し

て
、

体
験

利
用

を
行

っ
た

上
で

特
定

施
設

に
入

居
す

る
際

、
加

算
は

取
得

で
き

る
か

。
医

療
提

供
施

設
を

退
院

・
退

所
し

て
、

体
験

利
用

を
挟

ん
で

特
定

施
設

に
入

居
す

る
場

合
は

、
当

該
体

験
利

用
日

数
を

3
0
日

か
ら

控
除

し
て

得
た

日
数

に
限

り
算

定
出

来
る

こ
と

と
す

る
。

3
0
.3
.2
3

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

2
9

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
 年

３
月

2
3
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
8

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
退

院
・
退

所
時

加
算

退
院

・
退

所
時

の
医

療
提

供
施

設
と

特
定

施
設

と
の

連
携

は
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
も

の
を

指
す

の
か

。
医

療
提

供
施

設
と

特
定

施
設

と
の

退
院

・
退

所
時

の
連

携
に

つ
い

て
は

、
面

談
に

よ
る

ほ
か

、
文

書
（
F
A

X
も

含
む

。
）
又

は
電

子
メ

ー
ル

に
よ

り
当

該
利

用
者

に
関

す
る

必
要

な
情

報
の

提
供

を
受

け
る

こ
と

と
す

る
。

3
0
.3
.2
3

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

2
9

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
 年

３
月

2
3
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

6
9

2
0
 特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

事
業

4
 報

酬
退

院
・
退

所
時

加
算

退
院

・
退

所
時

の
連

携
の

記
録

は
ど

の
よ

う
な

事
項

が
必

要
か

。
退

院
・
退

所
時

の
医

療
提

供
施

設
と

特
定

施
設

と
の

連
携

の
記

録
に

つ
い

て
は

、
特

に
指

定
し

な
い

が
、

｢居
宅

介
護

支
援

費
の

退
院

・
退

所
加

算
に

係
る

様
式

例
の

提
示

に
つ

い
て

（
平

成
2
1
年

老
振

発
第

0
3
1
3
0
0
1
号

(最
終

改
正

:平
成

2
4
年

老
振

発
第

0
3
3
0
第

１
号

)）
｣に

て
示

し
て

い
る

｢退
院

・
退

所
に

係
る

様
式

例
｣を

参
考

に
さ

れ
た

い
.

3
0
.3
.2
3

事
務

連
絡

介
護

保
険

最
新

情
報

vo
l.6

2
9

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
 年

３
月

2
3
 日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

7
0

4
5
 地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業

1
 人

員
個

別
機

能
訓

練
加

算
、

機
能

訓
練

体
制

加
算

に
つ

い
て

は
り

師
・
き

ゅ
う

師
を

機
能

訓
練

指
導

員
と

す
る

際
に

求
め

ら
れ

る
要

件
と

な
る

、
「
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
看

護
職

員
、

柔
道

整
復

師
又

は
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

の
資

格
を

有
す

る
機

能
訓

練
指

導
員

を
配

置
し

た
事

業
所

で
6
月

以
上

機
能

訓
練

指
導

に
従

事
し

た
経

験
」
に

つ
い

て
、

そ
の

実
務

時
間

・
日

数
や

実
務

内
容

に
規

定
は

あ
る

の
か

。

要
件

に
あ

る
以

上
の

内
容

に
つ

い
て

は
細

か
く
規

定
し

な
い

が
、

当
然

な
が

ら
、

当
該

は
り

師
・
き

ゅ
う

師
が

機
能

訓
練

指
導

員
と

し
て

実
際

に
行

う
業

務
の

頻
度

・
内

容
を

鑑
み

て
、

十
分

な
経

験
を

得
た

と
当

該
施

設
の

管
理

者
が

判
断

で
き

る
こ

と
は

必
要

と
な

る
。

3
0
.3
.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

3
2

4
5
 地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業

1
 人

員
個

別
機

能
訓

練
加

算
、

機
能

訓
練

体
制

加
算

に
つ

い
て

は
り

師
・
き

ゅ
う

師
を

機
能

訓
練

指
導

員
と

し
て

雇
う

際
に

、
実

際
に

、
理

学
療

法
士

、
作

業
療

法
士

、
言

語
聴

覚
士

、
看

護
職

員
、

柔
道

整
復

師
又

は
あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

の
資

格
を

有
す

る
機

能
訓

練
指

導
員

を
配

置
し

た
事

業
所

で
6
月

以
上

機
能

訓
練

指
導

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
こ

と
を

ど
の

よ
う

に
確

認
す

る
の

か
。

例
え

ば
、

当
該

は
り

師
・
き

ゅ
う

師
が

機
能

訓
練

指
導

に
従

事
し

た
事

業
所

の
管

理
者

が
書

面
で

そ
れ

を
証

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

れ
ば

、
確

認
と

し
て

十
分

で
あ

る
。

3
0
.3
.2
3

事
務

連
絡

「
平

成
3
0
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

関
す

る
Ｑ

＆
Ａ

(V
o
l.1

)（
平

成
3
0
年

3
月

2
3
日

）
」
の

送
付

に
つ

い
て

3
3

4
5
 地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
事

業

4
 報

酬
個

別
機

能
訓

練
加

算
個

別
機

能
訓

練
加

算
に

係
る

算
定

方
法

、
内

容
等

に
つ

い
て

示
さ

れ
た

い
。

当
該

個
別

機
能

訓
練

加
算

は
、

従
来

機
能

訓
練

指
導

員
を

配
置

す
る

こ
と

を
評

価
し

て
い

た
体

制
加

算
を

、
機

能
訓

練
指

導
員

の
配

置
と

共
に

、
個

別
に

計
画

を
立

て
、

機
能

訓
練

を
行

う
こ

と
を

評
価

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
で

あ
り

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
に

お
い

て
は

実
施

日
、

（
介

護
予

防
）
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

サ
ー

ビ
ス

及
び

介
護

老
人

福
祉

施
設

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

は
入

所
期

間
の

う
ち

機
能

訓
練

実
施

期
間

中
に

お
い

て
当

該
加

算
を

算
定

す
る

こ
と

が
可

能
で

あ
る

。
　

な
お

、
具

体
的

な
サ

ー
ビ

ス
の

流
れ

と
し

て
は

、
「
多

職
種

が
協

同
し

て
、

利
用

者
毎

に
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

行
い

、
目

標
設

定
、

計
画

の
作

成
を

し
た

上
で

、
機

能
訓

練
指

導
員

が
必

要
に

応
じ

た
個

別
機

能
訓

練
の

提
供

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
評

価
す

る
こ

と
」
が

想
定

さ
れ

る
。

ま
た

、
行

わ
れ

る
機

能
訓

練
の

内
容

は
、

各
利

用
者

の
心

身
伏

況
等

に
応

じ
て

、
日

常
生

活
を

営
む

の
に

必
要

な
機

能
を

改
善

し
、

又
は

そ
の

減
退

を
予

防
す

る
の

に
必

要
な

訓
練

を
計

画
さ

れ
た

い
。

1
8
.4
.2
1

介
護

制
度

改
革

in
fo

rm
at

io
n

v
o
l.9
6

平
成

1
8
年

4
月

改
定

関
係

Q
＆

A
(v
o
l.3
)

1
5
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保
医

発
0
3
2
7
第

３
号

 

令
和

２
年

３
月

2
7
日

 

 地
方

厚
生

（
支

）
局

医
療

課
長

 

都
道

府
県

民
生

主
管

部
（

局
）

 

国
民

健
康

保
険

主
管

課
（

部
）

長
 

 
 

 
殿

 

都
道

府
県

後
期

高
齢

者
医

療
主

管
部

（
局

）
 

後
期

高
齢

者
医

療
主

管
課

（
部

）
長

 

    

厚
生

労
働

省
保

険
局

医
療

課
長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

公
 

印
 

省
 

略
）

 

 

「
医

療
保

険
と

介
護

保
険

の
給

付
調

整
に

関
す

る
留

意
事

項
及

び
医

療
保

険
と

介
護

保
険

の
相

互
に

 

関
連

す
る

事
項

等
に

つ
い

て
」

の
一

部
改

正
に

つ
い

て
 

  

標
記

に
つ

い
て

は
、
「

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
に

つ
い

て
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
を

算
定

で
き

る
場

合
の

一
部

を
改

正
す

る
件

」
（

令
和

２
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
0
8
号

）
等

が
公

布
さ

れ
、

令

和
２

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
さ

れ
る

こ
と

等
に

伴
い

、
「

医
療

保
険

と
介

護
保

険
の

給
付

調
整

に
関

す
る

留
意

事
項

及
び

医
療

保
険

と
介

護
保

険
の

相
互

に
関

連
す

る
事

項
等

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

４
月

2
8
日

老
老

発
第

0
4
2
8
0
0
1
号
・
保

医
発

第
0
4
2
8
0
0
1
号

）
の

一
部

を
下

記
の

よ
う

に
改

め
、
令

和
２

年
４

月
１

日

か
ら

適
用

す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、
そ

の
取

扱
い

に
遺

漏
の

な
い

よ
う

貴
管

下
の

保
険

医
療

機
関

、
審

査

支
払

機
関

等
に

対
し

て
周

知
徹

底
を

図
ら

れ
た

い
。

 

な
お

、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
っ

て
、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
の

入
所

者
で

あ
る

も
の

に
対

す
る

診
療

報
酬

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、
「

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

に
お

け
る

療
養

の
給

付
の

取
扱

い
に

つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
も

併
せ

て
参

照
す

る
こ

と
。

 

 

記
 

 第
１

 
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
療

養
告

示
に

つ
い

て
 

１
 

第
１

号
関

係
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
し

て
い

る
要

介
護

被
保

険
者

で
あ

る
患

者
が

、
急

性
増

悪
等

に

よ
り

密
度

の
高

い
医

療
行

為
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

に
つ

い
て

は
、
当

該
患

者
を

医
療

保
険

適

用
病

床
に

転
床

さ
せ

て
療

養
を

行
う

こ
と

が
原

則
で

あ
る

が
、
患

者
の

状
態

、
当

該
病

院
又

は

診
療

所
の

病
床

の
空

き
状

況
等

に
よ

り
、
患

者
を

転
床

さ
せ

ず
、
当

該
介

護
保

険
適

用
病

床
に

お
い

て
緊

急
に

医
療

行
為

を
行

う
必

要
の

あ
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
、
こ

の
よ

う
な

場
合

に
つ

い

て
は

、
当

該
病

床
に

お
い

て
療

養
の

給
付

又
は

医
療

が
行

わ
れ

る
こ

と
は

可
能

で
あ

り
、
こ

の

場
合

の
当

該
緊

急
に

行
わ

れ
た

医
療

に
係

る
給

付
に

つ
い

て
は

、
医

療
保

険
か

ら
行

う
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

(
２

)
 

介
護

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
部

分
に

相
当

す
る

療
養

に
つ

い
て

は
、
医

療
保

険
か

ら
の

給
付

は
行

わ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 ２
 

第
２

号
関

係
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

療
養

病
棟
（

健
康

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

平
成

1
8
年

法
律

第
8
3
号

）
附

則
第

1
3
0
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
な

お
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

さ
れ

た
同

法
第

2
6
条

の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
介

護
保

険
法

第
８

条
第

2
6
項

に
規

定
す

る
療

養
病

床
等

に
係

る
病

棟

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
に

該
当

す
る

病
棟

が
一

つ
で

あ
る

病
院

又
は

診
療

所
に

お
い

て
、
介

護
保

険
適

用
の

指
定

を
受

け
る

こ
と

に
よ

り
要

介
護

被
保

険
者

以
外

の
患

者
等

に
対

す
る

対

応
が

困
難

に
な

る
こ

と
を

避
け

る
た

め
、
当

該
病

院
又

は
診

療
所

に
お

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

病

室
（

当
該

病
院

に
あ

っ
て

は
、
患

者
の

性
別

ご
と

に
各

１
つ

の
合

計
２

つ
の

病
室
（

各
病

室
の

病
床

数
が

４
を

超
え

る
場

合
に

つ
い

て
は

４
病

床
を

上
限

と
す

る
。
）
）
を

定
め

、
当

該
病

室

に
つ

い
て

地
方

厚
生
（

支
）
局

長
に

届
け

出
た

場
合

は
、
当

該
病

室
に

お
い

て
行

っ
た

療
養

に

係
る

給
付

は
、

医
療

保
険

か
ら

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

(
２

)
 

当
該

届
出

に
つ

い
て

は
、
別

紙
様

式
１

か
ら

８
ま

で
に

従
い

、
医

療
保

険
か

ら
の

給
付

を
行

う
場

合
の

入
院

基
本

料
の

区
分

の
ほ

か
、
夜

間
勤

務
等

の
体

制
、
療

養
環

境
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
入

院
基

本
料

の
区

分
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
介

護
保

険
適

用

病
床

に
お

け
る

療
養

型
介

護
療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

又
は

診
療

所
型

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ

ス
費

の
算

定
に

係
る

看
護

師
等

の
配

置
基

準
と

同
一

の
も

の
に

相
当

す
る

入
院

基
本

料
を

届

け
出

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 

３
 

第
３

号
関

係
に

つ
い

て
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
し

て
い

る
患

者
に

対
し

歯
科

療
養

を
行

っ
た

場
合

に
つ

い
て

の
当

該
療

養
に

係
る

給
付

に
つ

い
て

は
医

療
保

険
か

ら
行

う
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 第
２

 
医

療
保

険
適

用
及

び
介

護
保

険
適

用
の

病
床

を
有

す
る

保
険

医
療

機
関

に
係

る
留

意
事

項
に

つ

い
て

 

１
 

同
一

の
病

棟
で

医
療

保
険

適
用

と
介

護
保

険
適

用
の

病
床

を
病

室
単

位
で

混
在

で
き

る
場

合
 

(
１

)
 

療
養

病
棟

を
２

病
棟

以
下

し
か

持
た

な
い

病
院

及
び

診
療

所
で

あ
る

こ
と

。
 

(
２

)
 

病
院

で
あ

っ
て

、
当

該
病

院
の

療
養

病
棟
（

医
療

保
険

適
用

で
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
の

病

室
の

う
ち

、
当

該
病

棟
の

病
室

数
の

２
分

の
１

を
超

え
な

い
数

の
病

室
を

定
め

、
当

該
病

室
に

つ
い

て
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

の
指

定
を

受
け

る
こ

と
に

つ
い

て
地

方
厚

生
（

支
）
局

長

に
届

け
出

た
場

合
に

は
、
令

和
６

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
限

り
、
当

該
病

室
に

お
い

て
行

っ

た
療

養
に

係
る

給
付

は
、

介
護

保
険

か
ら

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

(
３

)
 

病
院
（

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
で

あ
る

も
の

に
限

る
。
）
で

あ
っ

て
、
当

該
病

院
の

療

養
病

棟
の

病
室

の
う

ち
、

当
該

病
棟

の
病

室
数

の
２

分
の

１
を

超
え

な
い

数
の

病
室

を
定

め
、

当
該

病
室

に
つ

い
て

指
定

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

指
定

を
除

外
し

、
当

該
病

室
に

入
院

す
る

者
に

つ
い

て
療

養
の

給
付
（

健
康

保
険

法
（

大
正

1
1
年

法
律

第
7
0
号

）
第

6
3
条

第
１

項
の

療
養
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の
給

付
を

い
う

。
）
を

行
お

う
と

す
る

こ
と

に
つ

い
て

地
方

厚
生
（

支
）
局

長
に

届
け

出
た

場

合
に

は
、
令

和
６

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
限

り
、
当

該
病

室
に

お
い

て
行

っ
た

療
養

に
係

る

給
付

は
、

医
療

保
険

か
ら

行
う

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 

２
 

施
設

基
準

関
係

 

(
１

)
 

１
保

険
医

療
機

関
に

お
け

る
介

護
保

険
適

用
の

療
養

病
床
（

以
下
「

介
護

療
養

病
床

」
と

い

う
。
）
と

医
療

保
険

適
用

の
療

養
病

床
（

以
下
「

医
療

療
養

病
床

」
と

い
う

。
）
で

別
の

看
護

師
等

の
配

置
基

準
を

採
用

で
き

る
こ

と
。

 

(
２

)
 

１
病

棟
を

医
療

療
養

病
床

と
介

護
療

養
病

床
に

分
け

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
各

保
険

適
用

の

病
床

ご
と

に
、
１

病
棟

す
べ

て
を

当
該

保
険

の
適

用
病

床
と

み
な

し
た

場
合

に
満

た
す

こ
と

の

で
き

る
看

護
師

等
の

配
置

基
準

に
係

る
入

院
基

本
料

等
（

医
療

療
養

病
床

の
場

合
は

療
養

病
棟

入
院

料
１

又
は

２
、
介

護
療

養
病

床
の

場
合

は
療

養
型

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
）
を

採
用

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。
こ

の
た

め
、
１

病
棟

内
に

お
け

る
医

療
療

養
病

床
と

介
護

療
養

病
床

と
で

、
届

け
出

る
看

護
師

等
の

配
置

基
準

が
異

な
る

こ
と

が
あ

り
得

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
医

療
療

養
病

床
及

び
介

護
療

養
病

床
各

々
に

お
い

て
満

た
す

こ
と

の
で

き
る

看
護

師
等

の
配

置
基

準
に

係
る

入
院

基
本

料
等

を
採

用
す

る
こ

と
も

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
な

お
、

医
療

療
養

病
床

に
係

る
届

出
に

つ
い

て
は

、
基

本
診

療
料

の
施

設
基

準
等
（

平
成

2
0
年

厚
生

労

働
省

告
示

第
6
2
号

）
及

び
「

基
本

診
療

料
の

施
設

基
準

等
及

び
そ

の
届

出
に

関
す

る
手

続
き

の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
（

令
和

２
年

３
月

５
日

保
医

発
0
3
0
5
第

２
号

）
に

基
づ

き
、
療

養
病

棟
入

院
料

１
若

し
く

は
２

又
は

有
床

診
療

所
療

養
病

床
入

院
基

本
料

を
届

け
出

る
も

の
で

あ
る

こ

と
。

 

(
３

)
 

夜
間

勤
務

等
の

体
制

に
つ

い
て

は
、
病

棟
ご

と
に

届
出

を
行

う
こ

と
が

可
能

で
あ

る
が

、
１

病
棟

を
医

療
療

養
病

床
と

介
護

療
養

病
床

と
に

分
け

る
場

合
に

は
、
各

保
険

適
用

の
病

床
ご

と

に
、
１

病
棟

す
べ

て
を

当
該

保
険

の
適

用
病

床
と

み
な

し
た

場
合

に
満

た
す

こ
と

の
で

き
る

夜

間
勤

務
等

の
体

制
を

採
用

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 

３
 

入
院

期
間

、
平

均
在

院
日

数
の

考
え

方
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
し

て
い

る
患

者
が

、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

般
病

棟
で

の
医

療

が
必

要
と

な
り

、
同

病
棟

に
転

棟
し

た
場

合
は

、
転

棟
後

3
0
日

ま
で

の
間

は
、
新

規
入

院
患

者

と
同

様
に

取
り

扱
う

こ
と

。
 

(
２

)
 

(
１

)
以

外
の

場
合

に
つ

い
て

の
入

院
期

間
の

考
え

方
に

つ
い

て
は

、
介

護
保

険
適

用
の

病
床

に
入

院
し

て
い

る
期

間
に

つ
い

て
も

、
医

療
保

険
適

用
病

床
に

入
院

し
て

い
る

場
合

と
同

様
に

取
り

扱
う

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

(
３

)
 

平
均

在
院

日
数

の
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

(
１

)
及

び
(
２

)
と

同
様

で
あ

る
こ

と
。

 

 

４
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
入

院
中

に
医

療
保

険
か

ら
の

給
付

を
受

け
た

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

介
護

保
険

適
用

病
床

に
お

い
て

、
緊

急
そ

の
他

の
場

合
に

お
い

て
療

養
の

給
付

を
受

け
た

場

合
に

お
い

て
、
当

該
医

療
保

険
に

お
け

る
請

求
に

つ
い

て
は

、
「

入
院

外
」
の

レ
セ

プ
ト

を
使

用
す

る
こ

と
。

 

(
２

)
 

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
医

療
保

険
に

お
け

る
患

者
の

一
部

負
担

の
取

扱
い

に
つ

い
て

も
通

常

の
外

来
に

要
す

る
費

用
負

担
に

よ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

 

５
 

医
療

保
険

の
診

療
項

目
と

介
護

保
険

の
特

定
診

療
費

、
特

別
療

養
費

及
び

特
別

診
療

費
の

算
定

に

お
け

る
留

意
事

項
 

(
１

)
 

同
一

施
設

内
の

医
療

保
険

適
用

病
床

か
ら

介
護

保
険

適
用

病
床

へ
転

床
し

た
場

合
、
当

該
転

床
し

た
月

に
お

い
て

は
、
特

定
診

療
費

と
し

て
定

め
ら

れ
た

初
期

入
院

診
療

管
理

は
算

定
で

き

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
た

だ
し

、
当

該
医

療
保

険
適

用
病

床
と

介
護

保
険

適
用

病
床

に
お

け

る
入

院
期

間
が

通
算

し
て

６
月

以
内

の
場

合
で

あ
っ

て
、
当

該
介

護
保

険
適

用
病

床
に

転
床

し

た
患

者
の

病
状

の
変

化
等

に
よ

り
、
診

療
方

針
に

重
要

な
変

更
が

あ
り

、
入

院
診

療
計

画
を

見

直
す

必
要

が
生

じ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(
２

)
 

同
一

施
設

内
の

医
療

保
険

適
用

病
床

か
ら

、
介

護
医

療
院

若
し

く
は

介
護

療
養

型
老

人
保

健

施
設

に
入

所
し

た
者

又
は

当
該

医
療

機
関

と
一

体
的

に
運

営
さ

れ
る

サ
テ

ラ
イ

ト
型

小
規

模

介
護

療
養

型
老

人
保

健
施

設
に

入
所

し
た

者
に

あ
っ

て
は

、
特

別
療

養
費

又
は

特
別

診
療

費
に

定
め

る
初

期
入

所
診

療
加

算
は

算
定

で
き

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
た

だ
し

、
当

該
施

設
の

入

所
期

間
及

び
当

該
施

設
入

所
前

の
医

療
保

険
適

用
病

床
に

お
け

る
入

所
期

間
が

通
算

し
て

６

月
以

内
の

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
入

所
し

た
者

の
病

状
の

変
化

等
に

よ
り

、
診

療
方

針
に

重
要

な
変

更
が

あ
り

、
診

療
計

画
を

見
直

す
必

要
が

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

(
３

)
 

医
療

保
険

適
用

病
床

か
ら

介
護

保
険

適
用

病
床

に
転

床
又

は
介

護
医

療
院

若
し

く
は

介
護

療
養

型
老

人
保

健
施

設
に

入
所

し
た

場
合

、
当

該
転

床
又

は
入

所
し

た
週

に
お

い
て

、
医

療
保

険
の

薬
剤

管
理

指
導

料
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
特

定
診

療
費

、
特

別
療

養
費

又
は

特
別

診
療

費
と

し
て

定
め

ら
れ

た
薬

剤
管

理
指

導
は

算
定

で
き

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。
ま

た
、
介

護
保

険
適

用
病

床
か

ら
医

療
保

険
適

用
病

床
に

転
床

又
は

介
護

医
療

院
若

し
く

は
介

護
療

養

型
老

人
保

健
施

設
か

ら
医

療
保

険
適

用
病

床
に

入
院

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
同

様
で

あ
る

こ

と
。

 

(
４

)
 

特
定

診
療

費
又

は
特

別
診

療
費

と
し

て
定

め
ら

れ
た

理
学

療
法

、
作

業
療

法
、
言

語
聴

覚
療

法
、
集

団
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

療
法

及
び

精
神

科
作

業
療

法
並

び
に

特
別

療
養

費
と

し
て

定

め
ら

れ
た

言
語

聴
覚

療
法

及
び

精
神

科
作

業
療

法
を

行
う

施
設

に
つ

い
て

は
、
医

療
保

険
の

疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
精

神
科

作
業

療
法

を
行

う
施

設
と

同
一

の
場

合
及

び
こ

れ

ら
と

共
用

す
る

場
合

も
認

め
ら

れ
る

も
の

と
す

る
こ

と
。
た

だ
し

、
共

用
す

る
場

合
に

あ
っ

て

は
、
施

設
基

準
及

び
人

員
配

置
基

準
等

に
つ

い
て

、
特

定
診

療
費

、
特

別
療

養
費

又
は

特
別

診

療
費

及
び

医
療

保
険

の
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い

て
定

め
ら

れ
た

施
設

基
準

の
両

方
を

同
時

に
満

た

す
必

要
が

あ
る

こ
と

。
 

 

６
 

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

入
院

中
の

患
者

の
医

療
保

険
に

お
け

る
他

保
険

医
療

機
関

へ
の

受
診

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

入
院

中
の

患
者

が
、
当

該
入

院
の

原
因

と
な

っ
た

傷
病

以
外

の
傷

病
に

罹
患

し
、
当

該
介

護
療

養
型

医
療

施
設

以
外

で
の

診
療

の
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
他

保

険
医

療
機

関
へ

転
医

又
は

対
診

を
求

め
る

こ
と

を
原

則
と

す
る

。
 

(
２

)
 

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
を

算
定

し
て

い
る

患
者

に
つ

い
て

、
当

該
介

護
療

養
施

設
サ

ー

ビ
ス

費
に

含
ま

れ
る

診
療

を
他

保
険

医
療

機
関

で
行

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
他

保
険

医
療

機
関

76



は
当

該
費

用
を

算
定

で
き

な
い

。
 

(
３

)
 

(
２

)
に

か
か

わ
ら

ず
、
介

護
療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

を
算

定
す

る
患

者
に

対
し

眼
科

等
の

専

門
的

な
診

療
が

必
要

と
な

っ
た

場
合
（

当
該

介
護

療
養

型
医

療
施

設
に

当
該

診
療

に
係

る
診

療

科
が

な
い

場
合

に
限

る
。
）
で

あ
っ

て
、
当

該
患

者
に

対
し

当
該

診
療

が
行

わ
れ

た
場

合
（

当

該
診

療
に

係
る

専
門

的
な

診
療

科
を

標
榜

す
る

他
保

険
医

療
機

関
（

特
別

の
関

係
に

あ
る

も
の

を
除

く
。
）
に

お
い

て
、
次

に
掲

げ
る

診
療

行
為

を
含

む
診

療
行

為
が

行
わ

れ
た

場
合

に
限

る
。
）

は
、
当

該
患

者
に

つ
い

て
算

定
す

る
介

護
療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
費

に
含

ま
れ

る
診

療
が

当
該

他

保
険

医
療

機
関

に
お

い
て

行
わ

れ
た

診
療

に
含

ま
れ

る
場

合
に

限
り

、
当

該
他

保
険

医
療

機
関

に
お

い
て

、
当

該
診

療
に

係
る

費
用

を
算

定
で

き
る

。
た

だ
し

、
短

期
滞

在
手

術
等

基
本

料
２

及
び

３
、
医

学
管

理
等

、
在

宅
医

療
、
投

薬
、
注

射
並

び
に

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

係
る

費

用
（

当
該

専
門

的
な

診
療

科
に

特
有

な
薬

剤
を

用
い

た
投

薬
又

は
注

射
に

係
る

費
用

を
除

く
。
）

は
算

定
で

き
な

い
。

 

ア
 

初
・

再
診

料
 

イ
 

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
 

ウ
 

検
査

 

エ
 

画
像

診
断

 

オ
 

精
神

科
専

門
療

法
 

カ
 

処
置

 

キ
 

手
術

 

ク
 

麻
酔

 

ケ
 

放
射

線
治

療
 

コ
 

病
理

診
断

 

(
４

)
 

他
保

険
医

療
機

関
は

、
(
３

)
の

ア
か

ら
コ

ま
で

に
規

定
す

る
診

療
を

行
っ

た
場

合
に

は
、
当

該
患

者
の

入
院

し
て

い
る

介
護

療
養

型
医

療
施

設
か

ら
提

供
さ

れ
る

当
該

患
者

に
係

る
診

療

情
報

に
係

る
文

書
を

診
療

録
に

添
付

す
る

と
と

も
に

、
診

療
報

酬
明

細
書

の
摘

要
欄

に
、
「

入

院
介

護
療

養
型

医
療

施
設

名
」
、
「

受
診

し
た

理
由

」
、
「

診
療

科
」
及

び
「

○
他

○
介

(
受

診

日
数

：
○

日
)
」

と
記

載
す

る
。

 

 第
３

 
介

護
調

整
告

示
に

つ
い

て
 

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
（

介
護

医
療

院
に

入
所

中
の

患
者

を
除

く
。
）
に

対
し

算
定

で
き

る
診

療
報

酬
点

数
表

に
掲

げ
る

療
養

に
つ

い
て

は
、
介

護
調

整
告

示
に

よ
る

も
の

と
し

、
別

紙
１

を
参

照
の

こ
と

。
 

な
お

、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
っ

て
、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
の

入
所

者
で

あ
る

も
の

に
対

す

る
診

療
報

酬
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
「

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

に
お

け
る

療
養

の
給

付
の

取
扱

い

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
も

併
せ

て
参

照
す

る
こ

と
。

 

 第
４

 
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
の

医
療

保
険

に
お

け
る

保
険

医
療

機
関

へ
の

受
診

等
に

つ
い

て
 

１
 

介
護

医
療

院
に

入
所

中
の

患
者

に
対

す
る

診
療

の
基

本
的

な
考

え
方

は
、

第
２

の
６

の
(
１

)
、

(
２

)
及

び
(
４

)
の

例
に

よ
る

こ
と

。
 

 

２
 

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

を
算

定
す

る
患

者
に

対
し

専
門

的
な

診
療

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
に

は
、
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
当

該
診

療
に

係
る

費
用

を
算

定
で

き
る

。
算

定
で

き
る

費
用

に
つ

い

て
は

介
護

調
整

告
示

に
よ

る
も

の
と

し
、

別
紙

２
を

参
照

の
こ

と
。

 

３
 

医
療

療
養

病
床

及
び

介
護

療
養

病
床

が
混

在
す

る
病

棟
の

一
部

を
介

護
医

療
院

に
転

換
し

た
場

合
、

夜
間

勤
務

等
の

体
制

に
つ

い
て

は
、

第
２

の
２

の
（

３
）

の
例

に
よ

る
こ

と
。

 

 

第
５

 
医

療
保

険
に

お
け

る
在

宅
医

療
と

介
護

保
険

に
お

け
る

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
に

関
す

る
留

意

事
項

 

１
 

同
一

日
算

定
に

つ
い

て
 

診
療

報
酬

点
数

表
の

別
表

第
一

第
２

章
第

２
部
（

在
宅

医
療

）
に

掲
げ

る
療

養
に

係
る

同
一

日
算

定
に

関
す

る
考

え
方

に
つ

い
て

は
、
介

護
保

険
の

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

は
対

象
と

す
る

も
の

で
は

な

い
こ

と
。

 

 

２
 

月
の

途
中

で
要

介
護

被
保

険
者

等
と

な
る

場
合

等
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

要
介

護
被

保
険

者
等

と
な

っ
た

日
か

ら
、
同

一
の

傷
害

又
は

疾
病

等
に

つ
い

て
の

給
付

が
医

療
保

険
か

ら
介

護
保

険
へ

変
更

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

が
、
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
１

月
あ

た
り

の
算

定
回

数
に

制
限

が
あ

る
場

合
（

医
療

保
険

に
お

け
る

訪
問

歯
科

衛
生

指
導

と
介

護
保

険
に

お
け

る
歯

科
衛

生
士

が
行

う
居

宅
療

養
管

理
指

導
の

場
合

の
月

４
回

な
ど

）
に

つ
い

て
は

、
同

一
保

険
医

療
機

関
に

お
い

て
、
両

方
の

保
険

か
ら

の
給

付
を

合
算

し
た

回
数

で
制

限
回

数
を

考
慮

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

 

３
 

訪
問

診
療

に
関

す
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

指
定

特
定

施
設
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

の
人

員
、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準

（
平

成
1
1
年

厚
生

省
令

第
3
7
号

）
第

1
7
4
条

第
１

項
）
、
指

定
地

域
密

着
型

特
定

施
設
（

指
定

地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
3
4
号

）
第

1
0
9
条

第
１

項
）

又
は

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

（
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
並

び
に

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

介
護

予
防

の
た

め
の

効
果

的
な

支
援

の
方

法
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
令

第
3
5
号

）
第

2
3
0

条
第

１
項

）
の

い
ず

れ
か

に
入

居
す

る
患

者
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

事
業

の
人

員
、
設

備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

第
1
9
2
条

の
２

に
規

定
す

る
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
及

び
指

定
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
並

び
に

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

等
に

係
る

介
護

予
防

の
た

め
の

効
果

的
な

支
援

の
方

法
に

関
す

る

基
準

第
2
5
3
条

に
規

定
す

る
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者
を

除
く

。
）
に

つ
い

て
は

在
宅

が
ん

医
療

総
合

診
療

料
は

算
定

で
き

な

い
。

 

(
２

)
 

要
介

護
被

保
険

者
等

に
つ

い
て

は
、

在
宅

患
者

連
携

指
導

料
は

算
定

で
き

な
い

。
 

(
３

)
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
入

居
者

に
対

し
て

は
、
「

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

に
お

け
る

療
養

の
給

付
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
（

平
成

1
8
年

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
に

定
め

る
場

合
を

除
き

、

在
宅

患
者

訪
問

診
療

料
を

算
定

で
き

な
い

。
 

 

４
 

在
宅

患
者

訪
問

看
護
・
指

導
料

及
び

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・
指

導
料

に
関

す
る

留
意

事
項

77



に
つ

い
て

 

介
護

保
険

に
お

け
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
た

場
合

は
、
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・
指

導

料
の

在
宅

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
及

び
同

一
建

物
居

住
者

訪
問

看
護
・
指

導
料

の
同

一
建

物
居

住
者

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
、
介

護
保

険
に

お
け

る
看

護
・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

、
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・
指

導
料

及
び

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・
指

導
料

の
看

護
・

介
護

職
員

連
携

強
化

加
算

を
算

定
で

き
な

い
。

 

 

５
 

在
宅

患
者

緊
急

時
等

共
同

指
導

料
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

介
護

保
険

に
お

け
る

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

を
算

定
し

た
日

は
調

剤
に

係
る

在
宅

患
者

緊
急

時
等

共
同

指
導

料
を

算
定

で
き

な
い

。
 

 

６
 

在
宅

患
者

訪
問

点
滴

注
射

管
理

指
導

料
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

、
複

合
型

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
に

お
い

て
通

所
サ

ー
ビ

ス
中

に

実
施

さ
れ

る
点

滴
注

射
に

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 

７
 

精
神

科
訪

問
看

護
・

指
導

料
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

精
神

疾
患

を
有

す
る

患
者

で
あ

り
、
精

神
科

訪
問

看
護

指
示

書
が

交
付

さ
れ

た
場

合
は

、
要

介
護

被
保

険
者

等
の

患
者

で
あ

っ
て

も
算

定
で

き
る

。
た

だ
し

、
認

知
症

が
主

傷
病

で
あ

る
患

者
（

精
神

科
在

宅
患

者
支

援
管

理
料

を
算

定
す

る
者

を
除

く
。

）
に

つ
い

て
は

算
定

で
き

な
い

。
 

 ８
 

訪
問

看
護

等
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

(
１

)
 

訪
問

看
護

療
養

費
は

、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
る

患
者

に
つ

い
て

は
、
原

則
と

し
て

は
算

定
で

き
な

い
が

、
特

別
訪

問
看

護
指

示
書

に
係

る
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合

、
訪

問
看

護
療

養
費

に
係

る
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

基
準

等
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
0
3
号

。

以
下
「

基
準

告
示

」
と

い
う

。
）
第

２
の

１
の
（

１
）
に

規
定

す
る

疾
病

等
の

利
用

者
に

対
す

る
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合
（

退
院

支
援

指
導

加
算

に
つ

い
て

は
、
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
又

は
基

準
告

示
第

２

の
１

の
（

１
）
に

規
定

す
る

疾
病

等
の

利
用

者
に

対
す

る
指

定
訪

問
看

護
で

あ
る

場
合

、
訪

問

看
護

情
報

提
供

療
養

費
１

に
つ

い
て

は
、
同

一
月

に
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い

な
い

場
合

に
限

る
。
）
、
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
が

算
定

さ
れ

る
指

定
訪

問
看

護
を

行

う
場

合
（

認
知

症
で

な
い

患
者

に
指

定
訪

問
看

護
を

行
う

場
合

に
限

る
。
）
及

び
入

院
中
（

外

泊
日

を
含

む
。

）
に

退
院

に
向

け
た

指
定

訪
問

看
護

を
行

う
場

合
に

は
、

算
定

で
き

る
。

 

た
だ

し
、
そ

の
場

合
で

あ
っ

て
も

、
介

護
保

険
の

訪
問

看
護

等
に

お
い

て
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

2
4
時

間
対

応

体
制

加
算

、
介

護
保

険
に

お
け

る
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

医
療

保
険

の
特

別
管

理
加

算
、
介

護
保

険
に

お
け

る
看

護
・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
を

算
定

し
て

い
る

月
に

あ
っ

て
は

医
療

保
険

の
看

護
・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
ま

た
、
介

護
保

険
の

訪
問

看
護

等
に

お
い

て
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

を
算

定
し

た
場

合
は

、
訪

問
看

護
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

療
養

費
は

算
定

で
き

な
い

。
 

(
２

)
 

要
介

護
被

保
険

者
等

に
つ

い
て

は
、

在
宅

患
者

連
携

指
導

加
算

は
算

定
で

き
な

い
。

 

 

９
 

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

在
宅

患
者

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
指

導
管

理
料

は
、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
る

患
者

に
つ

い
て

は
、
原

則
と

し
て

は
算

定
で

き
な

い
が

、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

リ
ハ

ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
指

導
管

理
を

行
う

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、
６

月
に

１
回

、
1
4
日

間
に

限
り

算
定

で
き

る
。

 

 

1
0
 

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
に

対
し

て
行

う
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

は
、
同

一
の

疾
患

等
に

つ
い

て
、
医

療
保

険
に

お
け

る
心

大
血

管
疾

患
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
、
脳

血
管

疾
患

等
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
、
廃

用
症

候
群

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

、
運

動
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

又

は
呼

吸
器

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料
（

以
下
「

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
」
と

い
う

。
）
を

算
定

す
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
（

以
下
「

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
」
と

い
う

。
）
を

行
っ

た
後

、
介

護
保

険
に

お
け

る
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

若
し

く
は

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
又

は
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

若
し

く
は

介

護
予

防
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン
（

以
下
「

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
」
と

い

う
。
）
の

利
用

開
始

日
を

含
む

月
の

翌
月

以
降

は
、
当

該
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
係

る
疾

患
等

に

つ
い

て
、
手

術
、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

を
算

定
す

る
患

者
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

を
除

き
、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ

ー
シ

ョ
ン

料
は

算
定

で
き

な
い

。
 

た
だ

し
、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

す
る

施
設

と
は

別
の

施
設

で
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
こ

と
に

な
っ

た
場

合
に

は
、
一

定
期

間
、

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

と
介

護
保

険
の

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

併

用
し

て
行

う
こ

と
で

円
滑

な
移

行
が

期
待

で
き

る
こ

と
か

ら
、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
を

含
む

月
の

翌
々

月
ま

で
、
併

用
が

可
能

で
あ

る
こ

と
。
併

用
す

る
場

合
に

は
、
診

療
録

及
び

診
療

報
酬

明
細

書
に
「

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
」
を

記
載

す
る

こ
と

に
よ

り
、
同

一
の

疾
患

等
に

つ
い

て
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

日
以

外
の

日
に

医
療

保
険

に
お

け
る

疾
患

別
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

料
を

算
定

す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
。
た

だ
し

、
当

該
利

用
開

始
日

の
翌

月
及

び
翌

々
月

に
算

定
で

き
る

疾
患

別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

は
１

月
７

単
位

ま
で

と
す

る
。

 

な
お

、
目

標
設

定
等

支
援
・
管

理
料

を
算

定
し

て
か

ら
３

月
以

内
に

、
当

該
支

援
に

よ
っ

て
紹

介

さ
れ

た
事

業
所

に
お

い
て

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

体
験

す
る

目
的

で
、
同

一

の
疾

患
に

つ
い

て
医

療
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
行

っ
た

日
以

外
に

１
月

に
５

日

を
超

え
な

い
範

囲
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
っ

た
場

合
は

、
診

療
録

及
び

診
療

報
酬

明
細

書
に
「

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

利
用

開
始

日
」
を

記
載

す
る

必
要

は
な

く
、
医

療
保

険
に

お
け

る
疾

患
別

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
か

ら
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
へ

移
行

し
た

も
の

と
は

み
な

さ
な

い
。

 

 

1
1
 

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・

ケ
ア

料
等

に
関

す
る

留
意

事
項

に
つ

い
て

 

(
１

)
 

医
療

保
険

に
お

け
る

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
料

、
精

神
科

シ
ョ

ー
ト
・
ケ

ア
、
精

神
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科
デ

イ
・
ケ

ア
、
精

神
科

ナ
イ

ト
・
ケ

ア
又

は
精

神
科

デ
イ
・
ナ

イ
ト
・
ケ

ア
（

以
下
「

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
料

等
」
と

い
う

。
）
を

算
定

し
て

い
る

患
者

に
対

し
て

は
、
当

該
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ
・
ケ

ア
料

等
を

、
同

一
の

環
境

に
お

い
て

反
復

継
続

し
て

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
た

め
、
患

者
が

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
重

度
認

知
症

患
者

デ

イ
・
ケ

ア
料

等
を

行
っ

て
い

る
期

間
内

に
お

い
て

は
、
介

護
保

険
に

お
け

る
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
費

及
び

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
費

を
算

定
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

た
だ

し
、
要

介
護

被
保

険
者

等
で

あ
る

患
者

で
あ

っ
て

、
特

定
施

設
（

指
定

特
定

施
設

、
指

定
域

密
着

型
特

定
施

設
又

は
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）
の

入
居

者
及

び
グ

ル
ー

プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

の
受

給
者

の
入

居
施

設
）
の

入
居

者
以

外
の

も
の

に
対

し
て

行
う

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
等

に
つ

い
て

は
、
介

護
保

険
に

お
け

る
指

定
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー

シ
ョ

ン
を

行
っ

た
日

以
外

の
日

に
限

り
、
医

療
保

険
に

お
け

る
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ
・
ケ

ア

料
等

を
算

定
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

(
２

)
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生

活
介

護
の

受
給

者
の

入
居

施
設

）
の

入
居

者
に

つ
い

て
は

、
医

療
保

険
の

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・
ケ

ア
料

は
算

定
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
認

知
症

で
あ

る
老

人
で

あ
っ

て

日
常

生
活

自
立

度
判

定
基

準
が

ラ
ン

ク
Ｍ

に
該

当
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
こ

と
。

 

 

1
2
 

人
工

腎
臓

等
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て
 

介
護

老
人

保
健

施
設

は
入

所
者

に
つ

い
て

、
人

工
腎

臓
の
「

１
」
か

ら
「

３
」
を

算
定

す
る

場
合

（
「

注
1
3
」
の

加
算

を
算

定
す

る
場

合
を

含
む

。
）
の

取
扱

い
は

、
介

護
老

人
保

健
施

設
の

入
所

者

以
外

の
場

合
と

同
様

で
あ

り
、
透

析
液
（

灌
流

液
）
、
血

液
凝

固
阻

止
剤

、
生

理
食

塩
水

、
エ

リ
ス

ロ
ポ

エ
チ

ン
、
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

及
び

エ
ポ

エ
チ

ン
ベ

ー
タ

ペ
ゴ

ル
の

費
用

は
人

工
腎

臓
の

所
定

点

数
に

含
ま

れ
て

お
り

、
別

に
算

定
で

き
な

い
。

な
お

、
生

理
食

塩
水

に
は

、
回

路
の

洗
浄

・
充

填
、

血
圧

低
下

時
の

補
液

、
回

収
に

使
用

さ
れ

る
も

の
等

が
含

ま
れ

、
同

様
の

目
的

で
使

用
さ

れ
る

電
解

質
補

液
、

ブ
ド

ウ
糖

液
等

に
つ

い
て

も
別

に
算

定
で

き
な

い
。
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

(
別
紙
１
)

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

―
×

○
×

○
×

○
（

入
院

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○
（

配
置

医
師

が
行

う
場

合
を

除
く

。
）

○
×

○
（

Ａ
４

０
０

の
１

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
に

限
る

。
）

○
（

Ａ
２

２
７

精
神

科
措

置
入

院
診

療
加

算
及

び
Ａ

２
２

７
－

２
精

神
科

措
置

入
院

退
院

支
援

加
算

に
限

る
。

）

○
（

Ａ
４

０
０

の
１

短
期

滞
在

手
術

等
基

本
料

１
に

限
る

。
）

×
―

―

○
―

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

―
―

×
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

―
―

×
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
―

○
―

○
―

○
―

―
○

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
（

療
養

病
棟

に
入

院
中

の
者

に
限

る
。

）

×
○

○

○
（

療
養

病
棟

に
入

院
中

の
者

に
限

る
。

）

○

○
○

○
―

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
―

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

注
１

○
○

注
２

○

○
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

場
合

に
限

る
。

）

×
―

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

基 本

初
・

再
診

料
○

入
院

料
等

×

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

×

Ｂ
０

０
１

の
2
4
　

外
来

緩
和

ケ
ア

管
理

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

の
2
5
　

移
植

後
患

者
指

導
管

理
料

○
×

×

Ｂ
０

０
１

の
1
0
　

入
院

栄
養

食
事

指
導

料
―

×
×

○
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
７

　
外

来
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

診
療

料
○

×
××

Ｂ
０

０
１

の
2
7
　

糖
尿

病
透

析
予

防
指

導
管

理
料

○
×

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
５

　
院

内
ト

リ
ア

ー
ジ

実
施

料
○

×
×

Ｂ
０

０
１

の
2
6
　

植
込

型
輸

液
ポ

ン
プ

持
続

注
入

療
法

指
導

管
理

料
○

×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
６

　
夜

間
休

日
救

急
搬

送
医

学
管

理
料

Ｂ
０

０
５

　
退

院
時

共
同

指
導

料
２

―
×

×
×

Ｂ
０

０
１

－
２

－
８

　
外

来
放

射
線

照
射

診
療

料
○

×
×

Ｂ
０

０
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

―
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
１

－
２

　
介

護
支

援
等

連
携

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
６

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
７

　
認

知
症

専
門

診
断

管
理

料
○

×
×

Ｂ
０

０
５

－
６

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
５

－
６

－
４

　
外

来
が

ん
患

者
在

宅
連

携
指

導
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
７

　
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
７

－
２

　
認

知
症

療
養

指
導

料
○

×
×

×

Ｂ
０

０
５

－
８

　
肝

炎
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ロ

ン
治

療
計

画
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
７

－
２

　
退

院
後

訪
問

指
導

料
○

×
×

×

Ｂ
０

０
８

　
薬

剤
管

理
指

導
料

―
×

×
×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅰ

)

特 掲

医 学 管 理 等
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

注
３

―
○

注
４

○
×

○
―

注
５

及
び

注
６

○
○

×
○

注
８

加
算

及
び

注
９

加
算

○
○

注
1
0
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
紹

介
加

算
）

○
○

×
○

注
1
1
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
連

携
加

算
）

注
1
2
加

算
（

精
神

科
医

連
携

加
算

）
注

1
3
加

算
（

肝
炎

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

治
療

連
携

加
算

）
―

○

注
1
4
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

１
）

注
1
5
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

２
）

○
○

注
1
6
加

算
（

地
域

連
携

診
療

計
画

加
算

）
―

―

注
1
7
加

算
（

療
養

情
報

提
供

加
算

）
―

○

注
1
8
加

算
（

検
査

･
画

像
情

報
提

供
加

算
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
―

○
―

○
○

×
○

※
１

―
×

○
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
○

※
1
0

―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

(
Ⅱ

)
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

看
取

り
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
○

※
1
0

―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

(
Ⅱ

)
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

看
取

り
加

算
は

算
定

で
き

な
い

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
（

養
護

老
人

ホ
ー

ム
、

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
A
型

、
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

入
所

者
を

除
く

。
）

○
※

1
0

―
―

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

（
医

師
が

行
う

場
合

に
限

る
。

）
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

×

○
×

×

○
×

×

○
×

×
×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

（
医

師
が

行
う

場
合

に
限

る
。

）
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×

○
×

×
×

○
×

×
×

×
×

○
×

×
×

Ｂ
０

０
９

－
２

　
電

子
的

診
療

情
報

評
価

料
○

×
×

×

Ｂ
０

１
０

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅱ

)
○

×
×

×

Ｂ
０

１
０

－
２

　
診

療
情

報
連

携
共

有
料

○
○

○
×

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

薬
剤

情
報

管
理

指
導

料
―

×
×

×

Ｂ
０

１
1
　

診
療

情
報

提
供

料
（

Ⅲ
）

○
×

×
×

上
記

以
外

○
×

×

Ｃ
０

０
０

　
往

診
料

○
×

×

Ｃ
０

０
１

　
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

(
Ⅰ

)
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
診

療
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

○
×

×
×

Ｃ
０

０
１

－
２

　
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

(
Ⅱ

)
○

×
×

×

Ｃ
０

０
２

　
在

宅
時

医
学

総
合

管
理

料
―

×
×

×

Ｂ
０

１
５

　
精

神
科

退
院

時
共

同
指

導
料

―
×

×
×

81



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
（

定
員

1
1
0
名

以
下

の
養

護
老

人
ホ

ー
ム

、
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

A
型

、
有

料
老

人
ホ

ー
ム

及
び

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
の

入
所

者
並

び
に

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

入
所

者
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

も
の

に
限

る
。

）
に

限
る

。
）

―
―

ア
：

○
　

※
８

（
死

亡
日

か
ら

さ
か

の
ぼ

っ
て

3
0
日

以
内

の
患

者
及

び
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
0

○
○

※
1
0

○
×

○
―

―

―
○

○
※

２
○

※
２

及
び

※
1
1

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

在
宅

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
及

び
同

一
建

物
居

住
者

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

○
※

２
及

び
※

1
1

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

ア
：

○
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

に
限

る
。

た
だ

し
、

看
取

り
介

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
在

宅
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

又
は

同
一

建
物

居
住

者
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

を
算

定
す

る
。

）
イ

：
○

　
※

1
2

在
宅

移
行

管
理

加
算

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

２
及

び
※

1
1

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

特
別

管
理

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
○

―
―

そ
の

他
の

加
算

○
※

２
○

※
２

及
び

※
1
1

―
ア

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

イ
：

○
　

※
1
2

○
○

※
２

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

特 掲

在 宅 医 療

Ｃ
０

０
２

－
２

　
施

設
入

居
時

等
医

学
総

合
管

理
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
が

ん
医

療
総

合
診

療
料

×
×

×

Ｃ
０

０
４

　
救

急
搬

送
診

療
料

○
×

×
×

○
※

２
（

同
一

月
に

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

×
×

×

×
×

×
×

Ｃ
０

０
５

　
在

宅
患

者
訪

問
看

護
・

指
導

料
Ｃ

０
０

５
－

１
－

２
　

同
一

建
物

居
住

者
訪

問
看

護
・

指
導

料 （
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

指
導

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

２
×

×
×

○
※

２
（

た
だ

し
、

看
取

り
介

護
加

算
を

算
定

し
て

い
る

場
合

に
は

、
在

宅
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

又
は

同
一

建
物

居
住

者
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

加
算

の
ロ

を
算

定
す

る
。

）

×
×

×

Ｃ
０

０
６

　
在

宅
患

者
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

指
導

管
理

料
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
指

導
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

○
（

急
性

増
悪

等
に

よ
り

一
時

的
に

頻
回

の
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

が
必

要
な

患
者

に
限

る
。

）
×

×
×

○
※

２
×

×
×

Ｃ
０

０
５

－
２

　
在

宅
患

者
訪

問
点

滴
注

射
管

理
指

導
料

○
※

２
×

×
×

Ｃ
０

０
７

　
訪

問
看

護
指

示
料

○
×

×
×

Ｃ
０

０
７

－
２

　
介

護
職

員
喀

痰
吸

引
等

指
示

料
○

×
×

×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

（
当

該
患

者
が

居
住

す
る

建
築

物
に

居
住

す
る

者
の

う
ち

当
該

保
険

医
療

機
関

が
当

該
指

導
料

を
算

定
す

る
者

の
人

数
等

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

×
×

×
×

82



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
―

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
○

（
配

置
医

師
が

行
う

場
合

を
除

く
。

）

○
×

―
―

―
―

―
○

※
１

―
○

○
×

○
×

○
○

○

○
（

単
純

撮
影

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○
×

○
○

○
○

※
３

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○
（

第
３

節
に

限
る

。
）

※
３

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○

○

○
（

第
２

節
に

限
る

。
）

※
４

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○
（

第
２

節
に

限
る

。
）

※
４

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

○

○

○
（

Ｈ
０

０
５

視
能

訓
練

及
び

Ｈ
０

０
６

難
病

患
者

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
料

に
限

る
。

）

×

○
（

同
一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
月

の
翌

月
以

降
は

算
定

不
可

（
た

だ
し

、
別

の
施

設
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

場
合

に
は

、
利

用
開

始
月

の
３

月
目

以
降

は
算

定
不

可
）

）

―
×

○
○

※
１

―
×

―

○
（

た
だ

し
、

往
診

時
に

行
う

場
合

に
は

精
神

療
法

が
必

要
な

理
由

を
診

療
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

）

―
×

○

○
（

た
だ

し
、

往
診

時
に

行
う

場
合

に
は

精
神

療
法

が
必

要
な

理
由

を
診

療
録

に
記

載
す

る
こ

と
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

―

○
×

○
×

○
○

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

―

Ｃ
０

０
９

　
在

宅
患

者
訪

問
栄

養
食

事
指

導
料

（
当

該
患

者
が

居
住

す
る

建
築

物
に

居
住

す
る

者
の

う
ち

当
該

保
険

医
療

機
関

が
当

該
指

導
料

を
算

定
す

る
者

の
人

数
等

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

×
×

×
×

Ｃ
０

１
０

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

１
１

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
○

×
×

×

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
１

○
×

×
×

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
２

Ｃ
０

１
２

　
在

宅
患

者
共

同
診

療
料

の
３

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

診
療

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
×

×
×

検
査

○
○

※
７

画
像

診
断Ｃ

０
１

３
　

在
宅

患
者

訪
問

褥
瘡

管
理

指
導

料
○

×
×

×

第
２

節
第

１
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

料
○

×
×

×

○
○

投
薬

○
○

※
３

注
射

○
○

※
５

第
２

節
第

２
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

材
料

加
算

○
×

×
○

○
×

×

Ｉ
０

０
３

－
２

　
認

知
療

法
・

認
知

行
動

療
法

○
×

×

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

○
（

同
一

の
疾

患
等

に
つ

い
て

、
介

護
保

険
に

お
け

る
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

の
利

用
開

始
月

の
翌

月
以

降
は

算
定

不
可

（
た

だ
し

、
別

の
施

設
で

介
護

保
険

に
お

け
る

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

行
う

場
合

に
は

、
利

用
開

始
月

の
３

月
目

以
降

は
算

定
不

可
）

）

×
○

※
７

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

（
１

通
院

精
神

療
法

に
限

る
。

）
○

×
×

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

（
２

在
宅

精
神

療
法

に
限

る
。

）

Ｉ
０

０
８

　
入

院
生

活
技

能
訓

練
療

法
―

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
×

Ｉ
０

０
５

　
入

院
集

団
精

神
療

法
―

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

特
定

診
療

費
を

算
定

す
る

場
合

を
除

く
。

）
×

Ｉ
０

０
７

　
精

神
科

作
業

療
法

○
×

83



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

又
は

地
域

移
行

機
能

強
化

病
棟

入
院

料
を

算
定

し
た

も
の

に
限

る
。

）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

○

注
５

○
○

―
○

―
―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

又
は

地
域

移
行

機
能

強
化

病
棟

入
院

料
を

算
定

し
た

も
の

に
限

る
。

）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

×

○
（

精
神

科
退

院
指

導
料

を
算

定
し

た
も

の
に

限
る

。
）

○

注
６

○
○

―
○

―
―

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○
―

○

○
○

×
○

×
―

○
※

９
○

※
９

及
び

※
1
3

―
×

×
×

×

ア
：

○
（

認
知

症
患

者
を

除
く

。
）

イ
：

○
　

※
1
3

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
○

―
×

×
×

×
―

―
―

―
―

―
○

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

○
（

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

日
以

外
の

日
は

算
定

可
）

○

○
（

認
知

症
で

あ
る

老
人

で
あ

っ
て

日
常

生
活

自
立

度
判

定
基

準
が

ラ
ン

ク
Ｍ

の
も

の
に

限
る

。
）

―
○

―
○

（
精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
１

の
ハ

を
算

定
す

る
場

合
を

除
く

。
）

○
○

※
１

○
○

※
６

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
○

○
×

○
×

○
○

○
○

○
―

○
―

○
○

特 掲

精 神 科 専 門 療 法

Ｉ
０

０
８

－
２

　
精

神
科

シ
ョ

ー
ト

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

×

Ｉ
０

１
０

　
精

神
科

ナ
イ

ト
・

ケ
ア

Ｉ
０

１
０

－
２

　
精

神
科

デ
イ

・
ナ

イ
ト

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

―
―

×

Ｉ
０

１
１

　
精

神
科

退
院

指
導

料
Ｉ

０
１

１
－

２
　

精
神

科
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×

―
×

Ｉ
０

０
９

　
精

神
科

デ
イ

・
ケ

ア

○
（

当
該

療
法

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

×

―
×

Ｉ
０

１
２

－
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

指
示

料
○

×

Ｉ
０

１
５

　
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ

・
ケ

ア
料

○
（

重
度

認
知

症
患

者
デ

イ
・

ケ
ア

を
行

っ
て

い
る

期
間

内
に

お
い

て
、

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

費
又

は
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

費
を

算
定

し
た

場
合

は
算

定
不

可
）

―
―

×

Ｉ
０

１
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

・
指

導
料

(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅲ

)
（

同
一

建
物

に
お

い
て

同
一

日
に

２
件

以
上

医
療

保
険

か
ら

給
付

さ
れ

る
訪

問
看

護
を

行
う

か
否

か
に

よ
り

該
当

す
る

区
分

を
算

定
）

（
看

護
・

介
護

職
員

連
携

強
化

加
算

以
外

の
加

算
を

含
む

。
）

○
※

９
×

×
×

処
置

○
○

※
７

手
術

○
○

○
※

７

Ｉ
０

１
６

　
精

神
科

在
宅

患
者

支
援

管
理

料
○

×
×

×

上
記

以
外

○
○

○
×

Ｂ
０

０
０

－
４

　
歯

科
疾

患
管

理
料

Ｂ
０

０
２

　
歯

科
特

定
疾

患
療

養
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｂ
０

０
４

－
１

－
４

　
入

院
栄

養
食

事
指

導
料

―

特 掲

麻
酔

○
○

○
※

７

放
射

線
治

療
○

○
○

病
理

診
断

×
×

―

Ｂ
０

０
４

－
９

　
介

護
支

援
等

連
携

指
導

料
―

×
×

―

○
○

Ｂ
０

０
６

－
３

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○
×

×
○
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
○

○
―

○
―

―
○

○
○

※
１

○
―

○
―

○
―

○
○

○
○

○
○

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

―
―

―
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
○

×
○

×
×

×
×

×
○

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

×
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
に

限
る

。
）

○
―

×
○

×
○

歯 科

Ｂ
０

０
６

－
３

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○
×

×
○

Ｂ
０

０
７

　
退

院
前

訪
問

指
導

料
―

×
×

―

Ｂ
０

０
８

　
薬

剤
管

理
指

導
料

―
×

×
―

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

○
×

×
×

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

(
Ⅰ

)
（

注
２

及
び

注
６

）
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

○
○

○

Ｂ
０

１
１

－
４

　
退

院
時

薬
剤

情
報

管
理

指
導

料
―

×
×

―

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

―
×

×
×

Ｂ
０

１
５

　
退

院
時

共
同

指
導

料
２

―
×

×
―

Ｃ
０

０
１

　
訪

問
歯

科
衛

生
指

導
料

×
○

○
○

Ｃ
０

０
１

－
３

　
歯

科
疾

患
在

宅
療

養
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｃ
０

０
１

－
５

　
在

宅
患

者
訪

問
口

腔
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

指
導

管
理

料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
○

○
○

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

０
７

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

×
×

×
×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
○

×
×

×

上
記

以
外

○
○

○
○ ×

１
３

の
３

　
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
包

括
管

理
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

１
３

の
２

　
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
指

導
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

た
だ

し
、

当
該

患
者

の
薬

学
的

管
理

指
導

計
画

に
係

る
疾

病
と

別
の

疾
病

又
は

負
傷

に
係

る
臨

時
の

投
薬

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
算

定
可

）

×
×

×

１
４

の
２

　
外

来
服

薬
支

援
料

○
（

同
一

月
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×
×

１
５

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×
×

×

×
×

調 剤

１
５

の
５

　
服

薬
情

報
等

提
供

料
○

（
同

一
月

に
お

い
て

、
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

又
は

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
が

算
定

さ
れ

て
い

る
場

合
を

除
く

。
）

×
×

１
５

の
２

　
在

宅
患

者
緊

急
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

○
×

×

調 剤

１
０

　
薬

剤
服

用
歴

管
理

指
導

料

１
５

の
３

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
共

同
指

導
料

○
（

同
一

日
に

お
い

て
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

費
又

は
介

護
予

防
居

宅
療

養
管

理
指

導
費

が
算

定
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

）
×

×

×

上
記

以
外

○
×

×
×

１
５

の
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
―

×
×

×

85



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

○
※

２

○
※

２
（

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

）
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
）

―

ア
：

○
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

に
限

る
。

）
イ

：
○

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
で

あ
っ

て
、

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

）

○
※

９
○

※
９

及
び

※
1
4

―

ア
：

○
（

認
知

症
患

者
を

除
く

。
）

イ
：

○
　

※
1
4

（
認

知
症

患
者

を
除

く
。

）

○
―

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
の

特
別

管
理

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
7

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

０
１

　
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅱ

)
（

注
加

算
を

含
む

。
）

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

看
護

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

２
―

―
―

０
１

－
２

　
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
(
Ⅰ

)
及

び
(
Ⅲ

)
（

注
加

算
を

含
む

。
）

（
同

一
建

物
に

お
い

て
同

一
日

に
２

件
以

上
医

療
保

険
か

ら
給

付
さ

れ
る

訪
問

看
護

を
行

う
か

否
か

に
よ

り
該

当
す

る
区

分
を

算
定

）

○
※

９
―

―

０
１

－
３

　
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

(
Ⅲ

)
及

び
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
(
Ⅳ

)
―

ア
：

○
イ

：
×

ア
：

○
イ

：
×

―

０
２

　
訪

問
看

護
管

理
療

養
費

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―

2
4
時

間
対

応
体

制
加

算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
緊

急
時

訪
問

看
護

加
算

又
は

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

特
別

管
理

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

お
い

て
、

介
護

保
険

の
特

別
管

理
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

退
院

時
共

同
指

導
加

算
―

×
×

ア
：

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

イ
：

×

退
院

支
援

指
導

加
算

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

等
の

患
者

で
あ

る
場

合
又

は
退

院
後

行
う

初
回

の
訪

問
看

護
が

特
別

訪
問

看
護

指
示

書
に

係
る

指
定

訪
問

看
護

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
ア

：
○

　
※

1
6

イ
：

○
　

※
1
6
及

び
※

1
7

○
―

×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
×

―
―

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

○
※

1
5
及

び
※

1
7

―
×

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

○
※

1
5
及

び
※

1
7

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―

ア
：

○
　

※
1
6

（
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

は
、

訪
問

看
護

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
療

養
費

２
を

算
定

す
る

）
イ

：
○

　
※

1
6
及

び
※

1
7

注
）

※
１

※
２

※
３

※
４

在
宅

患
者

連
携

指
導

加
算

×
―

―
―

在
宅

患
者

緊
急

時
等

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
加

算
○

※
２

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者
―

―
―

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
×

―
―

―

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

―
―

―

社
会

福
祉

施
設

、
身

体
障

害
者

施
設

等
、

養
護

老
人

ホ
ー

ム
及

び
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

に
係

る
診

療
報

酬
の

算
定

に
つ

い
て

は
、

「
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
に

お
け

る
療

養
の

給
付

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
8
年

３
月

3
1
日

保
医

発
第

0
3
3
1
0
0
2
号

）
に

特
段

の
規

定
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
規

定
が

適
用

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
等

の
患

者
及

び
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

看
護

が
必

要
で

あ
る

患
者

に
限

る
。

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
抗

悪
性

腫
瘍

剤
（

悪
性

新
生

物
に

罹
患

し
て

い
る

患
者

に
対

し
て

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
若

し
く

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

若
し

く
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）

次
に

掲
げ

る
薬

剤
の

薬
剤

料
に

限
る

。
　

・
エ

リ
ス

ロ
ポ

エ
チ

ン
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

エ
ポ

エ
チ

ン
ベ

ー
タ

ペ
ゴ

ル
（

人
工

腎
臓

又
は

腹
膜

灌
流

を
受

け
て

い
る

患
者

の
う

ち
腎

性
貧

血
状

態
に

あ
る

も
の

に
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
　

・
疼

痛
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
の

た
め

の
医

療
用

麻
薬

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
抗

ウ
イ

ル
ス

剤
（

Ｂ
型

肝
炎

又
は

Ｃ
型

肝
炎

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
及

び
後

天
性

免
疫

不
全

症
候

群
又

は
Ｈ

Ｉ
Ｖ

感
染

症
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体

０
３

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

１

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
同

一
月

に
お

い
て

、
介

護
保

険
に

よ
る

訪
問

看
護

を
受

け
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

―
―

―

０
３

－
２

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

２
―

―
―

―

０
５

　
訪

問
看

護
タ

ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア

療
養

費

○
※

２
又

は
精

神
科

訪
問

看
護

基
本

療
養

費
を

算
定

で
き

る
者

（
た

だ
し

、
看

取
り

介
護

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
に

は
、

訪
問

看
護

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
療

養
費

２
を

算
定

す
る

）

―
―

―

〇
：

要
介

護
被

保
険

者
等

で
あ

る
患

者
に

つ
い

て
療

養
に

要
す

る
費

用
の

額
を

算
定

で
き

る
場

合
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
2
8
号

）
の

規
定

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

べ
き

療
養

と
し

て
い

る
も

の
　

×
：

診
療

報
酬

の
算

定
方

法
（

平
成

2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
9
号

）
第

６
号

の
規

定
に

よ
り

算
定

で
き

な
い

も
の

　
－

：
診

療
報

酬
の

算
定

方
法

の
算

定
要

件
を

満
た

し
得

な
い

も
の

０
３

－
３

　
訪

問
看

護
情

報
提

供
療

養
費

３
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

う
ち

、
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

又
は

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

て
い

る
患

者
（

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。

）

う
ち

、
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
又

は
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

指
定

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
を

受
け

る
者

が
入

居
す

る
施

設

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

療
養

施
設

サ
ー

ビ
ス

費
の

う
ち

、
他

科
受

診
時

費
用

（
3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関

ア
.
介

護
老

人
保

健
施

設
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者
ア

.
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

又
は

介
護

老
人

福
祉

施
設

イ
.
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
を

受
け

て
い

る
患

者

区
　

分

１
．

入
院

中
の

患
者

以
外

の
患

者
（

次
の

施
設

に
入

居
又

は
入

所
す

る
者

を
含

み
、

３
の

患
者

を
除

く
。

）
２

．
入

院
中

の
患

者
３

．
入

所
中

の
患

者

自
宅

、
社

会
福

祉
施

設
、

身
体

障
害

者
施

設
等

（
短

期
入

所
生

活
介

護
、

介
護

予
防

短
期

入
所

生
活

介
護

、
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
を

受
け

て
い

る
も

の
を

除
く

。
）

※
１

認
知

症
対

応
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
（

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

）

特
定

施
設

（
指

定
特

定
施

設
、

指
定

地
域

密
着

型
特

定
施

設
及

び
指

定
介

護
予

防
特

定
施

設
に

限
る

。
）

介
護

療
養

型
医

療
施

設
の

病
床

以
外

の
病

床
（

短
期

入
所

療
養

介
護

又
は

介
護

予
防

短
期

入
所

療
養

介
護

を
受

け
て

い
る

患
者

を
除

く
。

）

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
を

除
く

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
療

養
室

又
は

認
知

症
病

棟
の

病
床

を
除

く
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

ア
.
介

護
療

養
型

医
療

施
設

（
認

知
症

病
棟

の
病

床
に

限
る

。
）

イ
.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

認
知

症
病

棟
の

病
床

に
限

る
。

）
を

受
け

て
い

る
患

者

※
５

※
６

※
７

※
８

死
亡

日
か

ら
さ

か
の

ぼ
っ

て
3
0
日

以
内

の
患

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
患

者
を

当
該

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
（

看
取

り
介

護
加

算
の

施
設

基
準

に
適

合
し

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

に
お

い
て

看
取

っ
た

場
合

（
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

又
は

在
宅

療
養

支
援

病
院

若
し

く
は

当
該

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

協
力

医
療

機
関

の
医

師
に

よ
り

行
わ

れ
た

も
の

に
限

る
。

）
に

限
る

。

※
９

※
1
0

※
1
1

※
1
2

※
1
3

※
1
4

※
1
5

※
1
6

※
1
7

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

、
急

性
増

悪
等

に
よ

り
一

時
的

に
頻

回
の

訪
問

看
護

が
必

要
で

あ
る

患
者

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
出

来
る

者
（

認
知

症
で

な
い

者
に

限
る

。
）

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
出

来
る

者
（

認
知

症
で

な
い

者
に

限
る

。
）

に
限

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

訪
問

看
護

療
養

費
を

算
定

し
た

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
看

護
師

等
が

指
定

訪
問

看
護

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

）
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

検
査

、
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
処

置
、

手
術

又
は

麻
酔

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
、

特
掲

診
療

料
の

施
設

基
準

（
平

成
2
0
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

6
3
号

）
別

表
第

1
2
の

第
１

号
、

第
２

号
、

第
３

号
、

第
４

号
又

は
第

５
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

認
知

症
患

者
を

除
く

。
（

た
だ

し
、

精
神

科
在

宅
患

者
支

援
管

理
料

を
算

定
す

る
患

者
に

あ
っ

て
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
）

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

診
療

料
、

在
宅

時
医

学
総

合
管

理
料

、
施

設
入

居
時

等
医

学
総

合
管

理
料

又
は

在
宅

が
ん

医
療

総
合

診
療

料
（

以
下

「
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

等
」

と
い

う
。

）
を

算
定

し
た

保
険

医
療

機
関

の
医

師
（

配
置

医
師

を
除

く
。

）
が

診
察

し
た

場
合

に
限

り
、

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

ま
た

、
保

険
医

療
機

関
の

退
院

日
か

ら
当

該
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

を
開

始
し

た
患

者
に

つ
い

て
は

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
利

用
開

始
前

の
在

宅
患

者
訪

問
診

療
料

等
の

算
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
退

院
日

を
除

き
算

定
で

き
る

（
末

期
の

悪
性

腫
瘍

の
患

者
以

外
の

患
者

に
お

い
て

は
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

看
護

・
指

導
料

を
算

定
し

た
保

険
医

療
機

関
の

看
護

師
等

が
訪

問
看

護
・

指
導

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

以
外

の
患

者
に

お
い

て
は

、
利

用
開

始
後

3
0
日

ま
で

の
間

に
限

る
。

）
。

末
期

の
悪

性
腫

瘍
の

患
者

で
あ

っ
て

、
当

該
患

者
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

利
用

前
3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

在
宅

患
者

訪
問

看
護

・
指

導
料

を
算

定
し

た
保

険
医

療
機

関
の

看
護

師
等

が
訪

問
看

護
・

指
導

を
実

施
し

た
場

合
に

限
り

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

精
神

科
訪

問
看

護
・

指
導

料
を

算
定

し
た

保
険

医
療

機
関

の
看

護
師

等
が

訪
問

看
護

・
指

導
を

実
施

し
た

場
合

に
限

り
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

次
に

掲
げ

る
費

用
に

限
る

。
　

・
外

来
化

学
療

法
加

算
　

・
静

脈
内

注
射

（
保

険
医

が
療

養
病

床
か

ら
転

換
し

た
介

護
老

人
保

健
施

設
に

赴
い

て
行

う
も

の
及

び
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
動

脈
注

射
（

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

抗
悪

性
腫

瘍
剤

局
所

持
続

注
入

（
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
肝

動
脈

塞
栓

を
伴

う
抗

悪
性

腫
瘍

剤
肝

動
脈

内
注

入
（

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

点
滴

注
射

（
保

険
医

が
療

養
病

床
か

ら
転

換
し

た
介

護
老

人
保

健
施

設
に

赴
い

て
行

う
も

の
及

び
外

来
化

学
療

法
加

算
を

算
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）
　

・
中

心
静

脈
注

射
（

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

植
込

型
カ

テ
ー

テ
ル

に
よ

る
中

心
静

脈
注

射
（

外
来

化
学

療
法

加
算

を
算

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
・

エ
リ

ス
ロ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
ダ

ル
ベ

ポ
エ

チ
ン

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
エ

ポ
エ

チ
ン

ベ
ー

タ
ペ

ゴ
ル

（
人

工
腎

臓
又

は
腹

膜
灌

流
を

受
け

て
い

る
患

者
の

う
ち

腎
性

貧
血

状
態

に
あ

る
も

の
に

投
与

さ
れ

た
場

合
に

限
る

。
）

　
・

抗
悪

性
腫

瘍
剤

（
悪

性
新

生
物

に
罹

患
し

て
い

る
患

者
に

対
し

て
投

与
さ

れ
た

場
合

に
限

る
。

）
の

費
用

　
・

疼
痛

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

の
た

め
の

医
療

用
麻

薬
の

費
用

　
・

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

製
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

に
限

る
。

）
の

費
用

　
・

抗
ウ

イ
ル

ス
剤

（
Ｂ

型
肝

炎
又

は
Ｃ

型
肝

炎
の

効
能

又
は

効
果

を
有

す
る

も
の

及
び

後
天

性
免

疫
不

全
症

候
群

又
は

Ｈ
Ｉ

Ｖ
感

染
症

の
効

能
又

は
効

果
を

有
す

る
も

の
に

限
る

。
）

の
費

用
　

・
血

友
病

の
治

療
に

係
る

血
液

凝
固

因
子

製
剤

及
び

血
液

凝
固

因
子

抗
体

迂
回

活
性

複
合

体
の

費
用

創
傷

処
置

（
手

術
日

か
ら

起
算

し
て

十
四

日
以

内
の

患
者

に
対

す
る

も
の

を
除

く
。

）
、

喀
痰

吸
引

、
摘

便
、

酸
素

吸
入

、
酸

素
テ

ン
ト

、
皮

膚
科

軟
膏

処
置

、
膀

胱
洗

浄
、

留
置

カ
テ

ー
テ

ル
設

置
、

導
尿

、
膣

洗
浄

、
眼

処
置

、
耳

処
置

、
耳

管
処

置
、

鼻
処

置
、

口
腔

、
咽

頭
処

置
、

間
接

喉
頭

鏡
下

喉
頭

処
置

、
ネ

ブ
ラ

イ
ザ

ー
、

超
音

波
ネ

ブ
ラ

イ
ザ

ー
、

介
達

牽
引

、
消

炎
鎮

痛
等

処
置

、
鼻

腔
栄

養
及

び
長

期
療

養
患

者
褥

瘡
等

処
置

を
除

く
。

当
該

患
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
利

用
前

3
0
日

以
内

に
患

家
を

訪
問

し
、

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
し

た
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
の

看
護

師
等

が
指

定
訪

問
看

護
を

実
施

し
た

場
合

に
限

り
、

利
用

開
始

後
3
0
日

ま
で

の
間

、
算

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
別
紙
２
）

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

基 本
×

○

Ｂ
０

０
１

の
１

　
ウ

イ
ル

ス
疾

患
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

の
２

　
特

定
薬

剤
治

療
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
３

　
悪

性
腫

瘍
特

異
物

質
治

療
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
９

　
外

来
栄

養
食

事
指

導
料

○
（

栄
養

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

加
算

を
算

定
し

て
い

な
い

場
合

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

の
1
1
　

集
団

栄
養

食
事

指
導

料
○

（
栄

養
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算
を

算
定

し
て

い
な

い
場

合
に

限
る

。
）

Ｂ
０

０
１

の
1
2
　

心
臓

ペ
ー

ス
メ

ー
カ

ー
指

導
管

理
料

○○

Ｂ
０

０
１

の
2
4
　

外
来

緩
和

ケ
ア

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
5
　

移
植

後
患

者
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
1
4
　

高
度

難
聴

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
1
5
　

慢
性

維
持

透
析

患
者

外
来

医
学

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
1
6
　

喘
息

治
療

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
2
　

が
ん

性
疼

痛
緩

和
指

導
管

理
料

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

初
・

再
診

料
○

入
院

料
等

×
○

（
Ａ

４
０

０
の

１
短

期
滞

在
手

術
等

基
本

料
１

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

の
６

　
て

ん
か

ん
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

の
７

　
難

病
外

来
指

導
管

理
料

○

Ｂ
０

０
１

の
８

　
皮

膚
科

特
定

疾
患

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
0
　

糖
尿

病
合

併
症

管
理

料
×

○

○

Ｂ
０

０
１

の
2
3
　

が
ん

患
者

指
導

管
理

料
○
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

注
１

注
６

注
８

加
算

注
1
0
加

算
 
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
紹

介
加

算
）

注
1
1
加

算
（

認
知

症
専

門
医

療
機

関
連

携
加

算
）

注
1
2
加

算
（

精
神

科
医

連
携

加
算

）
注

1
3
加

算
（

肝
炎

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

ロ
ン

治
療

連
携

加
算

）
注

1
4
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

１
）

注
1
5
加

算
（

歯
科

医
療

機
関

連
携

加
算

２
）

注
1
8
加

算
（

検
査

･
画

像
情

報
提

供
加

算
）

特 掲

医 学 管 理 等

Ｂ
０

０
９

　
診

療
情

報
提

供
料

（
Ⅰ

）

○

Ｂ
０

０
５

－
６

－
３

　
が

ん
治

療
連

携
管

理
料

○

Ｂ
０

０
５

－
７

　
認

知
症

専
門

診
断

管
理

料
○

Ｂ
０

０
５

－
８

　
肝

炎
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ロ

ン
治

療
計

画
料

○

Ｂ
０

０
１

－
７

　
リ

ン
パ

浮
腫

指
導

管
理

料
（

注
２

の
場

合
に

限
る

。
）

○

Ｂ
０

０
５

－
６

　
が

ん
治

療
連

携
計

画
策

定
料

○

Ｂ
０

０
５

－
６

－
２

　
が

ん
治

療
連

携
指

導
料

○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
８

　
外

来
放

射
線

照
射

診
療

料
○

Ｂ
０

０
１

－
３

　
生

活
習

慣
病

管
理

料
○

（
注

３
に

規
定

す
る

加
算

に
限

る
。

）

Ｂ
０

０
１

－
３

－
２

　
ニ

コ
チ

ン
依

存
症

管
理

料
×

○

Ｂ
０

０
１

－
２

－
４

　
地

域
連

携
夜

間
・

休
日

診
療

料

Ｂ
０

０
１

－
２

－
５

　
院

内
ト

リ
ア

ー
ジ

実
施

料

Ｂ
０

０
１

－
２

－
６

　
夜

間
休

日
救

急
搬

送
医

学
管

理
料

Ｂ
０

０
１

の
2
6
　

植
込

型
輸

液
ポ

ン
プ

持
続

注
入

療
法

指
導

管
理

料
○

Ｂ
０

０
１

の
2
7
　

糖
尿

病
透

析
予

防
指

導
管

理
料

×
○
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

×
○

（
同

一
日

に
お

い
て

、
特

別
診

療
費

を
算

定
す

る
場

合
を

除
く

。
）

×
○

Ｉ
０

０
６

　
通

院
集

団
精

神
療

法
×

○
（

専
門

的
な

診
療

に
特

有
な

薬
剤

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

注
射

○
※

２
○

（
専

門
的

な
診

療
に

特
有

な
薬

剤
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
○

（
Ｈ

０
０

５
視

能
訓

練
及

び
Ｈ

０
０

６
難

病
患

者
リ

ハ
ビ

リ
テ

－
シ

ョ
ン

料
に

限
る

。
）

×

特 掲

検
査

×
○

画
像

診
断

○
（

単
純

撮
影

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

○

投
薬

○
※

１

精 神 科 専 門

Ｉ
０

０
０

　
精

神
科

電
気

痙
攣

療
法

×
○

Ｉ
０

０
２

　
通

院
・

在
宅

精
神

療
法

×
○

Ｉ
０

０
３

－
２

　
認

知
療

法
・

認
知

行
動

療
法

Ｂ
０

１
２

　
傷

病
手

当
金

意
見

書
交

付
料

○

上
記

以
外

×

特 掲

在 宅 医 療

Ｃ
０

０
０

　
往

診
料

第
２

節
第

２
款

に
掲

げ
る

在
宅

療
養

指
導

管
理

材
料

加
算

○

上
記

以
外

Ｂ
０

０
９

－
２

　
電

子
的

診
療

情
報

評
価

料

Ｂ
０

１
０

－
２

　
診

療
情

報
連

携
共

有
料

Ｂ
０

１
１

－
３

　
薬

剤
情

報
提

供
料

×

Ｂ
０

１
１

　
診

療
情

報
提

供
料

（
Ⅲ

）
○

Ｉ
０

０
０

－
２

　
経

頭
蓋

磁
気

刺
激

療
法

×
○

91



「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設

保
険

医
療

機
関

併
設

保
険

医
療

機
関

以
外

の
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
併

設
保

険
医

療
機

関
以

外
の

保
険

医
療

機
関

区
　

分

ア
.
介

護
医

療
院

に
入

所
中

の
患

者
イ

.
短

期
入

所
療

養
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
（

介
護

医
療

院
の

療
養

床
に

限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

患
者

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

な
い

日
の

場
合

介
護

医
療

院
サ

ー
ビ

ス
費

の
う

ち
、

他
科

受
診

時
費

用
（

3
6
2
単

位
）

を
算

定
し

た
日

の
場

合

×
○

×
○

×
○

×
○

調 剤

退
院

時
共

同
指

導
加

算

訪
問

看
護

療
養

費
× ○

※
４

又
は

精
神

科
訪

問
看

護
基

本
療

養
費

を
算

定
で

き
る

者

×

Ｃ
０

０
８

　
在

宅
患

者
緊

急
時

等
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

料
×

上
記

以
外

○

別
表

第
三

×

歯 科

Ｂ
０

０
８

－
２

　
薬

剤
総

合
評

価
調

整
管

理
料

×

Ｂ
０

１
４

　
退

院
時

共
同

指
導

料
１

×

Ｃ
０

０
３

　
在

宅
患

者
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
料

×

Ｃ
０

０
７

　
在

宅
患

者
連

携
指

導
料

処
置

○
※

３
○

手
術

○

特 掲

麻
酔

○

放
射

線
治

療
○

病
理

診
断

○

Ｉ
０

０
９

　
精

神
科

デ
イ

・
ケ

ア
（

注
６

の
場

合
を

除
く

。
）

×

Ｉ
０

１
５

　
重

度
認

知
症

患
者

デ
イ

・
ケ

ア
料

×

上
記

以
外

×

Ｉ
０

０
７

　
精

神
科

作
業

療
法

×

Ｉ
０

０
８

－
２

　
精

神
科

シ
ョ

ー
ト

・
ケ

ア
（

注
５

の
場

合
を

除
く

。
）

×

門 療 法
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「
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
給
付
調
整
に
関
す
る
留
意
事
項
及
び
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
相
互
に
関
連
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

併
設
保
険
医
療
機
関

併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険

医
療
機
関

併
設
保
険
医
療
機
関

併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険

医
療
機
関

区
　
分

ア
.
介
護
医
療
院
に
入
所
中
の
患
者

イ
.
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
医
療
院
の
療
養
床
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
患
者

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
う
ち
、
他
科
受
診
時
費
用
（
3
6
2
単
位
）

を
算
定
し
な
い
日
の
場
合

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
う
ち
、
他
科
受
診
時
費
用
（
3
6
2
単
位
）

を
算
定
し
た
日
の
場
合

※
１

※
２

※
３

※
４

末
期
の
悪
性
腫
瘍
等
の
患
者
及
び
急
性
増
悪
等
に
よ
り
一
時
的
に
頻
回
の
訪
問
看
護
が
必
要
で
あ
る
患
者
に
限
る
。

次
に
掲
げ
る
薬
剤
の
薬
剤
料
に
限
る
。

　
・
抗
悪
性
腫
瘍
剤
（
悪
性
新
生
物
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
に
対
し
て
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　
・
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
医
療
用
麻
薬

　
・
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
（
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
の
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
す
る
も
の
及
び
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
又
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
の
効
能
若
し
く
は
効
果
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
薬
剤
の
薬
剤
料
に
限
る
。

　
・
エ
リ
ス
ロ
ポ
エ
チ
ン
（
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
灌
流
を
受
け
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　
・
ダ
ル
ベ
ポ
エ
チ
ン
（
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
灌
流
を
受
け
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　
・
エ
ポ
エ
チ
ン
ベ
ー
タ
ペ
ゴ
ル
（
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
灌
流
を
受
け
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
投
与
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　
・
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
医
療
用
麻
薬

　
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
製
剤
（
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
の
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　
・
抗
ウ
イ
ル
ス
剤
（
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
の
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
も
の
及
び
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
又
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
の
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　
・
血
友
病
の
治
療
に
係
る
血
液
凝
固
因
子
製
剤
及
び
血
液
凝
固
因
子
抗
体
迂
回
活
性
複
合
体

創
傷
処
置
（
手
術
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
の
患
者
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
喀
痰
吸
引
、
摘
便
、
酸
素
吸
入
、
酸
素
テ
ン
ト
、
皮
膚
科
軟
膏
処
置
、
膀
胱
洗
浄
、
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置
、
導
尿
、
膣

洗
浄
、
眼
処
置
、
耳
処
置
、
耳
管
処
置
、
鼻
処
置
、
口
腔
、
咽
頭
処
置
、
間
接
喉
頭
鏡
下
喉
頭
処
置
、
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
、
超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
、
介
達
牽
引
、
消
炎
鎮
痛
等
処
置
、
鼻
腔
栄
養
及
び
長
期
療
養
患

者
褥
瘡
等
処
置
を
除
く
。
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事
務

連
絡

 
平
成
２
５
年
２
月
１
２
日

 
 全国老人

福
祉
施
設
協
議
会

 
全
国
老
人
保
健
施
設
協
会

 
全
国
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
協
議
会

 
全
国
盲
老
人
福
祉
施
設
連
絡
協
議
会

    御中 
日
本
認
知
症
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
協
会

 
全
国
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会

 
全
国
特
定
施
設
事
業
者
協
議
会

 
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
協
会

 
 

 
厚
生
労
働
省
老
健
局
高
齢
者
支
援
課

  
  

高
齢
者
施
設
等
に
お
け
る
防
火
安
全
体
制
の
徹
底
に
つ
い
て

     長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームにて発生した火災等を
受
け
、
今
般
、

 
「
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
防
火
安
全
体
制
の
徹
底
に
つ
い
て
」
（
平
成
２
５
年
２
月
１
２
日
付

事
務
連
絡
（
別
添
参
照
）
）
が
発
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

  貴会におかれましては、日頃から防火安全対策に関する周知等を行っ
て
い
た
だ
い
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
改
め
て
、
会
員
各
位
に
対
し
、
防
火
体
制
の
確
保
及
び
万
が
一
火
災
が
発
生

し
た
場
合
の
消
火
・
避
難
・
通
報
体
制
の
確
保
等
、
防
火
安
全
対
策
に
万
全
を
期
す
よ
う
、
周
知

  
徹
底
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 
事

務
連

絡
 

平
成
２
５
年
２
月
１
２
日

 
       都道府県  各 指定都市  民生主管部局 御中      中 核 市   厚

生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
総
務
課

 
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
福
祉
基
盤
課

 
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
企
画
課
 

厚
生

労
働

省
老

健
局

総
務

課
 

  社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
防
火
安
全
体
制
の
徹
底
に
つ
い
て

   去る２月８日、長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームにおけ
る
火
災
の
発
生

に
よ
り
４
名
が
死
亡
、
８
名
が
負
傷
し
、
ま
た
、
同
月
１
０
日
に
は
新
潟
県
新
潟
市
の
障
害
者
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
お
け
る
火
災
に
よ
り
１
名
が
死
亡
、
５
名
が
負
傷
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
故

が
発
生
い
た
し
ま
し
た
。

  これを受け、総務省消防庁より、２月１２日付け消防予第５６号「
認
知
症
高
齢
者

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
に
係
る
防
火
対
策
の
更
な
る
徹
底
に
つ
い
て
」
（
別
添
）
が
発
出
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
す
。

  貴部局におかれましては、社会福祉施設等における防火体制の確保
及
び
万
一
火
災

が
発
生
し
た
場
合
の
消
火
・
避
難
・
通
報
体
制
の
確
保
等
、
防
火
安
全
対
策
に
万
全
を
期
す
よ
う
、

管
内
市
町
村
及
び
関
係
団
体
等
へ
の
周
知
徹
底
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

  併せて、厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進
室
よ
り
、
２
月

９
日
付
け
事
務
連
絡
「
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
お
け
る
防
火
安
全
体
制
の
徹
底
及
び

点
検
に
つ
い
て
」
（
参
考
１
）
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課
地

94



域
移
行
・
障
害
児
支
援
室
よ
り
、
２
月
１
１
日
付
け
事
務
連
絡
「
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
ケ

ア
ホ
ー
ム
に
お
け
る
防
火
安
全
体
制
の
徹
底
及
び
点
検
に
つ
い
て
」
（
参
考
２
）
、
厚
生
労
働
省

老
健
局
振
興
課
・
老
人
保
健
課
よ
り
２
月
１
２
日
付
け
事
務
連
絡
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

及
び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
防
火
安
全
体
制
の
徹
底
及
び
点
検
に
つ
い
て
」
（
参
考
３
）
を

発
出
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
関
係
部
局
と
も
連
携
を
図
り
、
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
防
火
安

全
対
策
の
更
な
る
徹
底
が
図
ら
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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○
月

額
包

括
報

酬
の

日
割

り
請

求
に

か
か

る
適

用
に

つ
い

て
は

以
下

の
と

お
り

。

・
以

下
の

対
象

事
由

に
該

当
す

る
場

合
、

日
割

り
で

算
定

す
る

。
該

当
し

な
い

場
合

は
、

月
額

包
括

報
酬

で
算

定
す

る
。

・
日

割
り

の
算

定
方

法
に

つ
い

て
は

、
実

際
に

利
用

し
た

日
数

に
か

か
わ

ら
ず

、
サ

ー
ビ

ス
算

定
対

象
期

間
（
※

）
に

応
じ

た
　

日
数

に
よ

る
日

割
り

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

用
意

さ
れ

た
日

額
の

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ド
の

単
位

数
に

、
サ

ー
ビ

ス
算

定
対

象
　

日
数

を
乗

じ
て

単
位

数
を

算
定

す
る

。
　

※
サ

ー
ビ

ス
算

定
対

象
期

間
：
月

の
途

中
に

開
始

し
た

場
合

は
、

起
算

日
か

ら
月

末
ま

で
の

期
間

。
  
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
月

の
途

中
に

終
了

し
た

場
合

は
、

月
初

か
ら

起
算

日
ま

で
の

期
間

。

＜
対

象
事

由
と

起
算

日
＞

月
額

報
酬

対
象

サ
ー

ビ
ス

起
算

日
※

２

・
区

分
変

更
（
要

支
援

Ⅰ
⇔

要
支

援
Ⅱ

）
変

更
日

・
区

分
変

更
（
要

介
護

→
要

支
援

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）
（
※

１
）

・
事

業
開

始
（
指

定
有

効
期

間
開

始
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
解

除

契
約

日

・
介

護
予

防
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

の
退

居
（
※

１
）

退
居

日
の

翌
日

・
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

の
契

約
解

除
（
※

１
）

契
約

解
除

日
の

翌
日

・
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
の

退
所

（
※

１
）

退
所

日
の

翌
日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

開
始

開
始

日

・
生

保
単

独
か

ら
生

保
併

用
へ

の
変

更
　

（
６

５
歳

に
な

っ
て

被
保

険
者

資
格

を
取

得
し

た
場

合
）

資
格

取
得

日

・
区

分
変

更
（
要

支
援

Ⅰ
⇔

要
支

援
Ⅱ

）
変

更
日

・
区

分
変

更
（
要

支
援

→
要

介
護

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）
（
※

１
）

・
事

業
廃

止
（
指

定
有

効
期

間
満

了
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
開

始

契
約

解
除

日

（
廃

止
・
満

了
日

）
（
開

始
日

）

・
介

護
予

防
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

の
入

居
　

（
※

１
）

入
居

日
の

前
日

・
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

の
利

用
者

の
登

録
開

始
　

（
※

１
）

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
（
通

い
、

訪
問

又
は

宿
泊

）
の

前
日

・
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
の

入
所

（
※

１
）

入
所

日
の

前
日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

終
了

終
了

日

月
途

中
の

事
由

Ⅰ
－

資
料

９

開 始 終 了

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

（
介

護
予

防
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

に
お

け
る

外
部

サ
ー

ビ
ス

利
用

型
を

含
む

）

-
 1

 -

月
額

報
酬

対
象

サ
ー

ビ
ス

起
算

日
※

２
月

途
中

の
事

由

・
区

分
変

更
（
要

介
護

１
～

要
介

護
５

の
間

、
要

支
援

Ⅰ
⇔

要
支

援
Ⅱ

）
変

更
日

・
区

分
変

更
（
要

介
護

⇔
要

支
援

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）

・
事

業
開

始
（
指

定
有

効
期

間
開

始
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
解

除
・
受

給
資

格
取

得
・
転

入
・
利

用
者

の
登

録
開

始
（
前

月
以

前
か

ら
継

続
し

て
い

る
場

合
を

除
く
）

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
（
通

い
、

訪
問

又
は

宿
泊

）

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

開
始

開
始

日

・
生

保
単

独
か

ら
生

保
併

用
へ

の
変

更
　

（
６

５
歳

に
な

っ
て

被
保

険
者

資
格

を
取

得
し

た
場

合
）

資
格

取
得

日

・
区

分
変

更
（
要

介
護

１
～

要
介

護
５

の
間

、
要

支
援

Ⅰ
⇔

要
支

援
Ⅱ

）
変

更
日

・
区

分
変

更
（
要

介
護

⇔
要

支
援

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）

・
事

業
廃

止
（
指

定
有

効
期

間
満

了
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
開

始
・
受

給
資

格
喪

失
・
転

出
・
利

用
者

と
の

契
約

解
除

契
約

解
除

日

（
廃

止
・
満

了
日

）
（
開

始
日

）
（
喪

失
日

）
（
転

出
日

）

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

終
了

終
了

日

・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）
（
※

１
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
解

除
・
利

用
者

の
登

録
開

始
（
前

月
以

前
か

ら
継

続
し

て
い

る
場

合
を

除
く
）

契
約

日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

開
始

開
始

日

・
生

保
単

独
か

ら
生

保
併

用
へ

の
変

更
　

（
６

５
歳

に
な

っ
て

被
保

険
者

資
格

を
取

得
し

た
場

合
）

資
格

取
得

日

・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）
（
※

１
）

・
事

業
所

指
定

有
効

期
間

満
了

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
開

始
・
利

用
者

と
の

契
約

解
除

契
約

解
除

日
（
満

了
日

）
（
開

始
日

）

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

終
了

終
了

日

開 始 終 了

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

）

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護

開 始 終 了

-
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月
額

報
酬

対
象

サ
ー

ビ
ス

起
算

日
※

２
月

途
中

の
事

由

・
区

分
変

更
（
要

介
護

１
～

５
の

間
）

変
更

日

・
区

分
変

更
（
要

支
援

→
要

介
護

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）
（
※

１
）

・
事

業
開

始
（
指

定
有

効
期

間
開

始
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
解

除
・
利

用
者

の
登

録
開

始
（
前

月
以

前
か

ら
継

続
し

て
い

る
場

合
を

除
く
）

契
約

日

・
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
短

期
入

所
療

養
介

護
の

退
所

（
※

１
）

・
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

（
短

期
利

用
型

）
、

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

（
短

期
利

用
型

）
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
（
短

期
利

用
型

）
又

は
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
、

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

・
短

期
利

用
型

）
の

退
居

（
※

１
）

退
所

日
の

翌
日

退
居

日
の

翌
日

・
医

療
保

険
の

訪
問

看
護

の
給

付
対

象
と

な
っ

た
期

間
（
た

だ
し

、
特

別
訪

問
看

護
指

示
書

の
場

合
を

除
く
）

給
付

終
了

日
の

翌
日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

開
始

開
始

日

・
生

保
単

独
か

ら
生

保
併

用
へ

の
変

更
　

（
６

５
歳

に
な

っ
て

被
保

険
者

資
格

を
取

得
し

た
場

合
）

資
格

取
得

日

・
区

分
変

更
（
要

介
護

１
～

５
の

間
）

変
更

日

・
区

分
変

更
（
要

介
護

→
要

支
援

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
（
※

１
）

・
事

業
廃

止
（
指

定
有

効
期

間
満

了
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
開

始
・
利

用
者

と
の

契
約

解
除

契
約

解
除

日

（
満

了
日

）
（
開

始
日

）

・
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
短

期
入

所
療

養
介

護
の

入
所

（
※

１
）

・
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

（
短

期
利

用
型

）
、

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

（
短

期
利

用
型

）
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
（
短

期
利

用
型

）
又

は
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
、

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

・
短

期
利

用
型

）
の

入
居

（
※

１
）

入
所

日
の

前
日

入
居

日
の

前
日

・
医

療
保

険
の

訪
問

看
護

の
給

付
対

象
と

な
っ

た
期

間
（
た

だ
し

、
特

別
訪

問
看

護
指

示
書

の
場

合
を

除
く
）

給
付

開
始

日
の

前
日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

終
了

終
了

日

開 始

訪
問

看
護

（
定

期
巡

回
・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

事
業

所
と

連
携

し
て

訪
問

看
護

を
行

う
場

合
）

終 了

-
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 -

月
額

報
酬

対
象

サ
ー

ビ
ス

起
算

日
※

２
月

途
中

の
事

由

・
区

分
変

更
（
要

介
護

１
～

５
の

間
）

変
更

日

・
区

分
変

更
（
要

支
援

→
要

介
護

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）
（
※

１
）

・
事

業
開

始
（
指

定
有

効
期

間
開

始
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
解

除
・
利

用
者

の
登

録
開

始
（
前

月
以

前
か

ら
継

続
し

て
い

る
場

合
を

除
く
）

契
約

日

・
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
短

期
入

所
療

養
介

護
の

退
所

（
※

１
）

・
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

（
短

期
利

用
型

）
、

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

（
短

期
利

用
型

）
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
（
短

期
利

用
型

）
又

は
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
、

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

・
短

期
利

用
型

）
の

退
居

（
※

１
）

退
所

日
退

居
日

・
医

療
保

険
の

訪
問

看
護

の
給

付
対

象
と

な
っ

た
期

間
給

付
終

了
日

の
翌

日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

開
始

開
始

日

・
生

保
単

独
か

ら
生

保
併

用
へ

の
変

更
　

（
６

５
歳

に
な

っ
て

被
保

険
者

資
格

を
取

得
し

た
場

合
）

資
格

取
得

日

・
区

分
変

更
（
要

介
護

１
～

５
の

間
）

変
更

日

・
区

分
変

更
（
要

介
護

→
要

支
援

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）
（
※

１
）

・
事

業
廃

止
（
指

定
有

効
期

間
満

了
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
開

始
・
利

用
者

と
の

契
約

解
除

契
約

解
除

日

（
満

了
日

）
（
開

始
日

）

・
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
短

期
入

所
療

養
介

護
の

入
所

（
※

１
）

・
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

（
短

期
利

用
型

）
、

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

（
短

期
利

用
型

）
、

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
（
短

期
利

用
型

）
又

は
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
、

複
合

型
サ

ー
ビ

ス
（
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

・
短

期
利

用
型

）
の

入
居

（
※

１
）

入
所

日
の

前
日

入
居

日
の

前
日

・
医

療
保

険
の

訪
問

看
護

の
給

付
対

象
と

な
っ

た
期

間
給

付
開

始
日

の
前

日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

終
了

終
了

日

・
福

祉
用

具
貸

与
の

開
始

月
と

中
止

月
が

異
な

り
、

か
つ

、
当

該
月

の
貸

与
期

間
が

一
月

に
満

た
な

い
場

合
（
た

だ
し

、
当

分
の

間
、

半
月

単
位

の
計

算
方

法
を

行
う

こ
と

も
差

し
支

え
な

い
。

）

開
始

日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

開
始

開
始

日

・
生

保
単

独
か

ら
生

保
併

用
へ

の
変

更
　

（
６

５
歳

に
な

っ
て

被
保

険
者

資
格

を
取

得
し

た
場

合
）

資
格

取
得

日

・
福

祉
用

具
貸

与
の

開
始

月
と

中
止

月
が

異
な

り
、

か
つ

、
当

該
月

の
貸

与
期

間
が

一
月

に
満

た
な

い
場

合
（
た

だ
し

、
当

分
の

間
、

半
月

単
位

の
計

算
方

法
を

行
う

こ
と

も
差

し
支

え
な

い
。

）

中
止

日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

終
了

終
了

日

福
祉

用
具

貸
与

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

（
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

及
び

介
護

予
防

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
に

お
け

る
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

を
含

む
）

開 始 終 了開 始

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

終 了
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月
額

報
酬

対
象

サ
ー

ビ
ス

起
算

日
※

２
月

途
中

の
事

由

・
区

分
変

更
（
要

支
援

Ⅰ
⇔

要
支

援
Ⅱ

）
・
区

分
変

更
（
事

業
対

象
者

→
要

支
援

）
変

更
日

・
区

分
変

更
（
要

介
護

→
要

支
援

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）
（
※

１
）

・
事

業
開

始
（
指

定
有

効
期

間
開

始
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
解

除

契
約

日

・
利

用
者

と
の

契
約

開
始

契
約

日

・
介

護
予

防
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

の
退

居
（
※

１
）

退
居

日
の

翌
日

・
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

の
契

約
解

除
（
※

１
）

契
約

解
除

日
の

翌
日

・
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
の

退
所

（
※

１
）

退
所

日
の

翌
日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

開
始

開
始

日

・
生

保
単

独
か

ら
生

保
併

用
へ

の
変

更
　

（
６

５
歳

に
な

っ
て

被
保

険
者

資
格

を
取

得
し

た
場

合
）

資
格

取
得

日

・
区

分
変

更
（
要

支
援

Ⅰ
⇔

要
支

援
Ⅱ

）
・
区

分
変

更
（
事

業
対

象
者

→
要

支
援

）
変

更
日

・
区

分
変

更
（
事

業
対

象
者

→
要

介
護

）
・
区

分
変

更
（
要

支
援

→
要

介
護

）
・
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
変

更
（
同

一
サ

ー
ビ

ス
種

類
の

み
）
（
※

１
）

・
事

業
廃

止
（
指

定
有

効
期

間
満

了
）

・
事

業
所

指
定

効
力

停
止

の
開

始

契
約

解
除

日

（
廃

止
・
満

了
日

）
（
開

始
日

）

・
利

用
者

と
の

契
約

解
除

契
約

解
除

日

・
介

護
予

防
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

又
は

介
護

予
防

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

の
入

居
　

（
※

１
）

入
居

日
の

前
日

・
介

護
予

防
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

の
利

用
者

の
登

録
開

始
　

（
※

１
）

サ
ー

ビ
ス

提
供

日
（
通

い
、

訪
問

又
は

宿
泊

）
の

前
日

・
介

護
予

防
短

期
入

所
生

活
介

護
又

は
介

護
予

防
短

期
入

所
療

養
介

護
の

入
所

（
※

１
）

入
所

日
の

前
日

・
公

費
適

用
の

有
効

期
間

終
了

終
了

日

居
宅

介
護

支
援

費
介

護
予

防
支

援
費

介
護

予
防

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

費
-

・
日

割
り

は
行

わ
な

い
。

・
月

の
途

中
で

、
事

業
者

の
変

更
が

あ
る

場
合

は
、

変
更

後
の

事
業

者
の

み
月

額
包

括
報

酬
の

算
定

を
可

能
と

す
る

。
（
※

１
）

・
月

の
途

中
で

、
要

介
護

度
に

変
更

が
あ

る
場

合
は

、
月

末
に

お
け

る
要

介
護

度
に

応
じ

た
報

酬
を

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

・
月

の
途

中
で

、
利

用
者

が
他

の
保

険
者

に
転

出
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

保
険

者
に

お
い

て
月

額
包

括
報

酬
の

算
定

を
可

能
と

す
る

。
・
月

の
途

中
で

、
生

保
単

独
か

ら
生

保
併

用
へ

変
更

が
あ

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
に

お
い

て
月

額
包

括
報

酬
の

算
定

を
可

能
と

す
る

。

-

終 了開 始

介
護

予
防

・
日

常
生

活
支

援
総

合
事

業
・
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

（
み

な
し

）
・
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

（
独

自
）

・
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

（
み

な
し

）
・
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

（
独

自
）

※
月

額
包

括
報

酬
の

単
位

と
し

た
場

合

-
 5

 -

月
額

報
酬

対
象

サ
ー

ビ
ス

起
算

日
※

２
月

途
中

の
事

由

日
割

り
計

算
用

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ド
が

な
い

加
算

及
び

減
算

-

・
日

割
り

は
行

わ
な

い
。

・
月

の
途

中
で

、
事

業
者

の
変

更
が

あ
る

場
合

は
、

変
更

後
の

事
業

者
の

み
月

額
包

括
報

酬
の

算
定

を
可

能
と

す
る

。
（
※

１
）

・
月

の
途

中
で

、
要

介
護

度
に

変
更

が
あ

る
場

合
は

、
月

末
に

お
け

る
要

介
護

度
に

応
じ

た
報

酬
を

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

・
月

の
途

中
で

、
利

用
者

が
他

の
保

険
者

に
転

出
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

保
険

者
に

お
い

て
月

額
包

括
報

酬
の

算
定

を
可

能
と

す
る

。
・
月

の
途

中
で

、
生

保
単

独
か

ら
生

保
併

用
へ

変
更

が
あ

る
場

合
は

、
生

保
併

用
に

て
月

額
包

括
報

酬
の

算
定

を
可

能
と

す
る

。

-

※
１

　
た

だ
し

、
利

用
者

が
月

の
途

中
で

他
の

保
険

者
に

転
出

す
る

場
合

を
除

く
。

月
の

途
中

で
、

利
用

者
が

他
の

保
険

者
に

※
２

  
終

了
の

起
算

日
は

、
引

き
続

き
月

途
中

か
ら

の
開

始
事

由
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て

は
そ

の
前

日
と

な
る

。

　
　

　
 転

出
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

保
険

者
に

お
い

て
月

額
包

括
報

酬
の

算
定

を
可

能
と

す
る

。
　

　
　

 な
お

、
保

険
者

と
は

、
政

令
市

又
は

広
域

連
合

の
場

合
は

、
構

成
市

区
町

村
で

は
な

く
、

政
令

市
又

は
広

域
連

合
を

示
す

。

-
 6

 -

104



介護保険関連情報のホームページアドレスについて 

 

 介護保険関連情報のホームページアドレスをまとめたものです。常に介護保険の最新情

報を御確認していただくとともに、日頃の業務で疑問が生じた場合等に御活用ください。 

 

（１）厚生労働省 平成 30年度介護報酬改定について 

   平成 30年度介護報酬改定に伴うＱ＆Ａを含む。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/housyu/kaitei30.html 

 

（２）厚生労働省 令和元年度介護報酬改定について 

   令和元年度介護報酬改定に伴うＱ＆Ａを含む。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/housyu/kaitei31_00005.html 

 

（３）介護保険最新情報（福岡県庁ホームページ） 

   厚生労働省から発出される介護保険の最新情報を掲載 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/saishinjouhou-all.html 

〇（Vol.704平成 31年３月 28日）「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関

する基準の一部を改正する件（平成 31 年厚生労働省令告示第 101 号）」の公布につ

いて」の送付について 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/524414_60245523_misc.pdf 

 

（４）介護サービス関係Ｑ&Ａ 

   介護サービス関係のＱ&ＡをＰＤＦ又はエクセルファイルで閲覧可能 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kourei

sha/qa/ 

 

（５）ＷＡＭ ＮＥＴ 介護サービス関係Ｑ&Ａ一覧 

   介護サービス関係Ｑ&Ａの内容を検索できるページ 

https://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=00&kc=0

&pc=1 

 

（６）「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に

関連する事項等について」の一部改正について 

https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/K_kyufuchosei_05.pdf 

    ※ 検索サイトで「保医発 0327第３号」で検索すると閲覧できます。 
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