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＜凡例＞ 

・基準：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） 

・解釈通知：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成１１

年９月１７日老企第２５号） 

・単位数表：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（平成１２年２月１０日厚

生省告示第１９号） 

・予防単位数表：指定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（平成１８年３月

１４日厚生省告示第１２７号） 

・老企第３６号：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（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の

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１日老

企第３６号） 

・県条例：香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成２４年１０

月１２日条例第５２号） 

・市条例：高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成２４年１２

月２６日条例第８５号） 

 

 

【基準の性格】（基準第１条解釈通知）（抜粋） 

１ 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定

めたものであり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければな

らないこと。 

２ 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場

合には、指定居宅サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明ら

かになった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、②相当の期間

内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を

公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定

めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができるものであること。また、③の命令

をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。なお、③の命令

に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて

指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判

明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただし、

次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を

取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものであること。 

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかった

とき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 
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Ⅰ 人員に関する基準 

１ 従業者の員数（基準第４５条） 

 

第４５条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定訪問入浴介護事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき指定訪問入

浴介護の提供に当たる従業者（以下この節から第四節までにおいて「訪問入浴介護従業者」と

いう。）の員数は、次のとおりとする。 

 （１） 看護師または准看護師（以下この章において「看護職員」という。） １以上 

 （２） 介護職員  ２以上 

２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち１人以上は、常勤でなければならない。 

  

● 法人役員が訪問入浴介護従業者として従事しているが、タイムカードや出勤簿を作成してお

らず、勤務実績が確認できない。 

● 勤務表に記載された勤務時間の内、勤務実績が、タイムカードや出勤簿から確認できない部 

 分がある。（タイムカード等には、サービス提供時間のみを勤務時間として記載しているが、 

勤務表には、それよりも長い時間を勤務時間として記載している。） 

 

（ポイント） 

① 訪問入浴介護事業所は、利用者数によらず1人以上、常勤の訪問入浴従業者をおかなくては

ならない。 

② 看護職員、介護職員が訪問入浴介護以外の業務（併設施設・事業所の職員としての業務等）

にも従事している場合は、訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者としての勤務時間と他の

施設・事業所の従業者としての勤務時間を明確に区分すること。 

③ 他の施設・事業所の従業者としての勤務時間は、訪問入浴介護事業所の介護職員、看護職員

の勤務時間として算定できない。 

 

 

２ 管理者（基準第４６条） 

第４６条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所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、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、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。 

● 常勤の管理者を配置していない。 

● 管理者が複数の事業所の職務に従事し、当該訪問入浴介護事業所の営業時間に勤務していな

い日が多く、管理業務等に支障をきたしている。 

 

（ポイント） 

・指定訪問入浴介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務

に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないと

きは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

① 当該事業所のその他の職務（介護職員、看護職員） 

② 同一事業者によって設置された他の事業所、施設等の職務（管理業務等） 

※他の事業所の職務に従事する時間帯も、当該事業所の利用者へのサービス提供の場面等

で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障 

が生じないとき 

※管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、 

同一敷地内における他の事業所、施設等でなくても差し支えない。（令和６年４月改正） 

●は過去の指導事例 
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Ⅱ 設備に関する基準 

設備及び備品等（基準第４７条） 

 

第４７条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区

画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

 

● 設備（事務室・相談室等）が届出の用途・内容と異なっている。 

● 個人ファイル等の個人情報の保管状態が不適切である。 

 

（ポイント） 

・ 平面図、備品に変更があった場合は、変更届を提出すること。 

・ 事業所所在地が変更になる場合は、設備要件の確認を行う必要があるので、事前に相談する

こと。 

・ 手指を洗浄する為の設備等、感染症予防に必要な設備等に配慮すること。なお、支障がない

場合は同一敷地内の他事業所・施設と兼用することができる。 

・ 個人情報の漏洩防止のため、保管庫は施錠可能なものとし、個人ファイルなどが見えないよ

う留意すること。 
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Ⅲ 運営に関する基準 

１ 内容及び手続の説明及び同意（基準第８条準用） 

第８条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

申込者又はその家族に対し、第 53 条に規定する運営規程の概要、訪問入浴介護従業者の勤務

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記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の

規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族

の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場合において、当該指定訪問入浴介護事業者は、当

該文書を交付したものとみなす。 

 

● 「重要事項説明書」と「運営規程」の記載（事業所の住所、営業日、営業時間、通常の事業

の実施地域など）に相違がある。記載内容が実態に即していない。 

● 「重要事項説明書」に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理

の体制及び手順、利用料金等の利用申込者がサービス選択するために必要な事項が記載されて

いない。 

● 重要事項の説明を行っていない。 

● 利用開始についての利用申込者の同意・「重要事項説明書」の交付の有無が明確でない。 

 

（ポイント） 

・ 報酬改定がある場合、その内容を反映させた重要事項説明書を作成し、使用すること。 

・ 既存の利用者に対しては、あらかじめ、報酬改定を反映させた重要事項説明書（変更部分の

みでも可）を交付して、説明を行い、同意を得ておくこと。 

・ 同意を得る方法は、利用者及び事業者双方の保護の立場から、サービス提供の内容を相互に

認識できていることを確認するため、書面（署名等）によることが望ましい。 

 

 

（電磁的方法による場合） 

重要事項説明書について、事前に利用者及びその家族（以下、「利用者等」という。）の承諾

を得た上で、次に掲げる電磁的方法による同意・交付等を行うことができる。 

・電磁的方法による交付は、居宅基準第8条第2項から第6項まで及び予防基準第49条の２第2

項から第6項までの規定に準じた方法によること。 

・電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が

考えられること。 

・電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面に

おける署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。 

・電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイダンス」等を遵守すること。 
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２ 提供拒否の禁止（基準第9条準用） 

第９条 指定訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定訪問入浴介護の提供を拒んではならな

い。 

 

（ポイント） 

・原則として、利用申し込みに対しては応じなければならない。 

・提供を拒むことのできる正当な理由のある場合とは、 

①当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合 

②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

③その他利用者に対し自ら適切な指定訪問入浴介護を提供することが困難な場合 

である。 

 

 

３ 心身の状況の把握（基準第13条準用） 

第１３条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る居

宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第

13 条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身

の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。  

 

● サービス提供開始時及び計画変更時等において把握した、利用者の心身の状況について記録

されていない。 

 

 

４ 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供（基準第16条準用） 

第１６条 指定訪問入浴介護事業者は、居宅サービス計画（施行規則第 64 条第一号ハ及びニに

規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問入浴

介護を提供しなければならない。 

 

 

５ サービス提供の記録（基準第19条準用） 

第１９条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護を提供した際には、当該指定訪問入浴

介護の提供日及び内容、当該指定訪問入浴介護について法第 41 条第 6 項の規定により利用

者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービ

ス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護を提供した際には、提供した具体的なサービ

スの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切

な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。  

 

● サービス提供の記録を作成していない。 

● サービス提供した際の、提供日、提供時間、サービス提供者の氏名、提供した具体的なサー

ビス内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録していない。 
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（ポイント） 

・ サービス提供日（実際の提供日）、サービス提供時間（実際の時間）、具体的なサービス内

容、提供者の氏名、利用者の心身の状況について記録すること。 

・ 利用者の心身の状況の記載がなく、単にサービス内容を記載したもの等記録として不十分な

ものが見受けられるので、今後のサービス提供に活かすために、利用者の心身の状況について

把握したことについても記録すること。 

・ サービス提供の記録は、介護報酬の請求の根拠となるため、介護報酬の請求内容を証明でき

るだけの内容の記録が必要である。 

・利用者から求めがあった場合、写しを交付すること。利用者又は家族に対し、その旨を説明す

ること。 

 

 

 

６ 指定訪問入浴介護の具体的取扱方針（第50条） 

第５０条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるもの

とする。 

１ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。 

２ 指定訪問入浴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、理解しやすいように説明を行う。 

３ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該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。 

４ 前号の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しなければならない。 

５ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって

サービスの提供を行う。 

６ 指定訪問入浴介護の提供は、１回の訪問につき、看護職員１人及び介護職員2人をもって行

う者とし、これらの者のうち１人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身

体の状況が安定していること等から、入浴より利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれが

ないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護

職員を充てることができる。 

７ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の

使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の

用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。 

 

（ポイント） 

・ 利用者の心身状況によっては、利用者の希望に応じて清しき又は部分浴などの対応をとるこ

と。その際、利用者の希望があったことを記録しておくことが望ましい。 

・ 主治の医師の意見の照会は利用者自ら、又は利用者の同意のもと事業所が行う。なお、事業

所が意見を照会した場合はケアマネージャーに情報提供しておくのが望ましい。 

・ 主治の医師の意見を確認する際には、次に意見を確認するべき時期についても確認するこ 

と。 

・ 主治の医師の意見は、文書でその指示内容を確認しておくか、支援経過等に記録しておくこ

とが望ましい。 

・ 消毒方法等についてはマニュアルを整備し、従業者に周知しておくことが望ましい。 
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・ 主治の医師の意見を確認している場合であっても、介護職員２人のみで訪問することはでき

ない。 

・ なお、第50条第1項第六号を満たさずにサービスを提供した場合（介護職員１人看護職員１

人でサービス提供をした場合や、医師の意見を確認することなく介護職員３人でサービス提供

をした場合など）は報酬請求の要件を満たさない。（１７ページ参照） 

 

 

７ 管理者の責務（基準第52条） 

第５２条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者及び業務管理

及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元

的に行うものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定

を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。  

 

● 管理者が管理者の本来業務（従業者及び業務の一元的管理、従業者に対して運営に関する基

準を遵守させるために必要な指揮命令、訪問入浴介護の業務把握等）を実施できていない。 

 

 

８ 運営規定（基準第53条） 

第５３条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておか

なければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域  

六 サービスの利用にあたっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法※令和６年４月１日から義務化 

八 虐待の防止のための措置に関する事項 

九 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポイント） 

・ 第ニ号について、従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観

点から、規程を定めるに当たっては、居宅基準第５条において置くべきとされている員数を満

たす範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えない。 

・ 第七号は、虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計

画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法を

指す内容であること。 
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９ 勤務体制の確保等（基準第53条の２） 

第５３条の２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できる

よう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。  

２ 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所

の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。  

３ 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護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。 その際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従

業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定

める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的

な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

  ※令和６年４月１日から義務化 

４ 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

● 勤務予定表が作成されていない。 

● 勤務予定表に管理者、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職務の内容、管理者と

の兼務関係などが明記されていない。 

● 勤務表上、訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者として勤務した時間と訪問入浴介護以

外（併設されている他事業所等）の業務に従事した時間が区分されていない。 

● 派遣契約といった形態でサービス提供を行っているが、契約関係が確認できない。 

● 訪問入浴介護従業者に対して、研修計画を作成していない、あるいは研修を実施していな

い。また実施はしているが、確認できる記録がない。 

（ポイント） 

・ 管理者を含む全ての従業者を記載し、事業所ごと、月ごとに作成すること。 

・ 従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職務の内容、兼務関係などを明記すること。 

・ 労働者派遣法に基づき派遣会社から派遣された訪問入浴介護従業者については、訪問入浴介

護事業所に指揮命令権が生じるので従事させることが可能であるが、派遣会社と訪問入浴介護

事業所との契約において、業務の指示関係について明記しておくことが必要である。（「業務

の委託契約」や「業務の請負契約」は、指揮命令関係が生じないため不可。） 

・ 第３項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資

格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを

義務づけることとしたものである。また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用

した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用につい

ては、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するまでに認知症介護基

礎研修を受講させることとする。 

 

・ 第４項について、事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取 

組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚 

に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨

の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口を
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あらかじめ定め、労働者に周知すること。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメ

ント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例とし

て、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取

組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害

防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が

規定されている。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメント

の防止が求められていることから、イ（事業者が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置

を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員

向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニ

ュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされ

たい。（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

 

 

 

１０ 業務継続計画の策定等（基準第30条の二準用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポイント） 

・ 令和６年４月1日から義務とされている。 

・ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、令和７年４月1日

より基本報酬が減額される。（所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算） 

・ 業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。 

・ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。ま

た、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じ

て設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるもの

ではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん延の防止のための

指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には 、一体的に策定す

ることとして差し支えない 。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有

等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の 

対策、必要品の備蓄等） 

第３０条の２ 指定訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

する指定訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 
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ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

 

・ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも

に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するととも

に、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記

録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

 

・ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動で

きるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合

に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務

継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施

することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に

係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

 

１１ 衛生管理等（基準第31条準用）  

第 31 条 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態につい

て、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所の指定訪問入浴介護に用いる浴槽その

他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 

３  指定訪問入浴介護事業者は、当該指定訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はま

ん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検 

討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」とい 

う。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に一回以上開催すると 

ともに、その結果について、訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。 

  二 当該指定訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整 

   備すること。 

  三 当該指定訪問入浴介護事業所において、訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及び 

   まん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

● 管理者が従業者の健康診断の結果を把握し、記録を保管するなどの方法により、必要な管理

を行っていない。 

●感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備し、従業者に研修・訓練を実施、対策委員

会を開催するなど感染症予防に必要な措置をとっていない。 

 

（ポイント） 

・ 感染症等の発生を予防するためのマニュアルを整備し、従業者に周知するなど感染症予防に

必要な措置を採ること。感染症等が発生した場合には、保健所の助言、指導を求めるととも

に、常に密接な連携を保つこと。 

・ 従業者、利用者双方の安全のために、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備え

る等対策を講じること。 
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・ 第２項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については、事
業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差
し支えない。（令和6年４月１日から義務） 
 
イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以 
下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種 
により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者 
も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確に 
するとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決め 
ておくことが必要である。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、 
おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案 
して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 
なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運 

   営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサ 
   ービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対 

策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策 

（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防 

止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への 

報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連 

絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引 

き」を参照されたい。 

 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

看護師等に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策 

の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づ 

いた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以 

上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。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。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のた 

めの研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の 

実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練

（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、  

感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に 

基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施する 

ものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するも 

のを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
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１２ 掲示（基準第32条準用、県条例第４条、市条例第４条） 

第３２条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、訪問入浴介護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。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問入浴介護事

業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定

による掲示に代えることができる。 

３ 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

 

 

● 事業運営に当たっての重要事項が掲示または自由に閲覧できる状態にない。 

● 掲示または備え付けられている内容が最新のものではない、又は実態と異なっている。 

● 非常災害対策計画の概要が掲示されていない。 

 

（ポイント） 

・ 掲示すべき内容（項目）は、重要事項説明書と同じ。 

・ 受付コーナー、相談室等利用申込者等が見やすいよう工夫して掲示すること。 

・ 重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族等が自由

に閲覧可能な形で事業所内に備え付けることで掲示に代えることができる。 

・ 「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者

は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表シス

テム上）に掲載・公表しなければならない。（令和７年３月31日まで努力義務とする。） 

 

 

 

１３ 秘密保持等（基準第33条準用） 

第３３条 指定訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、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。  

２ 指定訪問入浴介護事業者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理

由がなく、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がないよう、必要な措

置を講じなければならない。  

３ 指定訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場

合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ

文書により得ておかなければならない。  

● 従業者の在職中及び退職後における、利用者及びその家族の個人情報に関する秘密保持につ

いて、事業者と従業者間で取決め（誓約書、労働条件通知書等）が行われていない。 

● 利用者及びその家族の個人情報を用いることについて、文書による同意が得られていない。 

（ポイント） 

・ 事業者と従業者間での取決め（誓約書、労働条件通知書等）は、全従業者について個別に交 

わしたことが確認できるようにしておくこと。 

・ 家族の個人情報を使用する可能性もあるため、利用者だけでなく家族に対しても説明し、同

意を得ること。 
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１４ 苦情処理（基準第36条準用） 

第３６条 指定訪問入浴介護事業者は、提供した指定訪問入浴介護に係る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に、苦情を受け付けるための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。  

２ 指定訪問入浴介護事業者は、前項の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。  

３ 指定訪問入浴介護事業者は、提供した指定訪問入浴介護に関し、法第 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当該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関し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においては、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。  

４ 指定訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町

村に報告しなければならない。  

５ 指定訪問入浴介護事業者は、提供した指定訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国

民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第 45 条第 5 項に規定

する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第 176 条第 1 項第三号の調査に

協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合において

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。  

６ 指定訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の

改善の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。 

 

● 苦情処理に関する記録様式（処理簿、台帳等）が作成されていない。 

● 苦情処理の内容が記録様式に記録されていない。 

 

（ポイント） 

・ 苦情処理に関する記録様式を作成しておくこと。 

・ 苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録すること。 

・ 苦情の内容だけでなく、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための取組」な

どについても記録し、サービスの質の向上に向けた取組を行うこと。 

 

 

１５ 事故発生時の対応（基準第37条準用） 

第３７条 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護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。  

２ 指定訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。  

３ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  

 

● 事故（｢ヒヤリハット｣を含む）に関する記録様式（報告、台帳等）が作成されていない。 

● 事故（｢ヒヤリハット｣を含む）の事例報告が記録様式に記録されていない。 

● 保険者に報告していない。 

● 損害賠償保険に加入していない等、賠償すべき事態に速やかに対応できるとは言い難い状況

にある。 
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（ポイント） 

・ 事故の状況等によっては、「指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル

（香川県県健康福祉部長寿社会対策課 平成２０年１月１５日制定（令和４年４月１日改正）」

又は「高松市介護サービスの提供時における事故の報告に関する事務取扱要領」に基づき事業

所の所在する保険者及び利用者の保険者に報告すること。 

・ 事故の内容の記録のみでなく、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための取

組」などについても記録し、サービスの質の向上に向けた取組を行うこと。 

 

 

 

１６ 虐待の防止（基準第37条の２準用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポイント） 

・令和６年４月１日から義務化。虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられて 

いない場合には、基本報酬を減算する。（所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を減算） 

 

➀虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）

は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止

するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。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、定期的に開催することが必要である。また、

虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものである

ことが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られ

ず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運

営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサー

ビス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その

際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業

者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

第３７条の２ 指定訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号

に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ 

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、 

その結果について、訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問入浴介護事業所において、訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のため 

の研修を定期的に実施すること。 



- 15 - 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるた

めの方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関

すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

②虐待の防止のための指針(第２号) 

事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むことと

する。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 

③虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的

内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該事業所における指針に基

づき、虐待の防止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、当該事業者が指針に基づいた研修プログ

ラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐

待の防止のため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、事業所内

職員研修での研修で差し支えない。 

④前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に

実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検

討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

 

 

１７ 会計の区分（基準第３８条準用） 

第３８条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。  

 

● 事業所ごとに経理を区分していない。 

● 介護保険事業と他の事業の経理・会計が区分されていない。 
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１８ 記録の整備（基準第５３条の２、県条例第３条別表第２、市条例第３条別表第２） 

  

 

（ポイント） 

・ 平成２５年４月１日以降、県条例及び市条例により、記録の保存期間は５年間。 

・ 保存期間の起算時期であるサービス提供の「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契 

約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連 

のサービス提供が終了した日を指すものとされているが、利用者との契約の終了日ではなく、 

それぞれの書類ごとに、その書類を使わなくなった日とする。基本的には、事業者が「介護報 

酬を受け取った日の翌日」が起算日となるが、５年間は最低基準を定めたものであり、事業運 

営、サービス提供上必要となる記録については、延長して保存することは可能。 

 

 

 

 

 

１９ 非常災害対策（県条例第４条及び第５条、市条例第４条及び第５条） 

第４条 社会福祉施設等の設置者等（設置者若しくは開設者又は当該事業を行う者をいう。以下

同じ。）は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所

に、その概要を掲示しなければならない。 

 

第５条 社会福祉施設等の設置者等は、非常災害時の入所者又は利用者（以下「入所者等」と   

いう。）の安全の確保を図るため、あらかじめ他の社会福祉施設等相互間の及び県、市町、関

係機関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。 

 

（ポイント） 

・ 平成２５年４月１日以降、県条例及び市条例により、居宅サービス事業所において非常災害

対策に関する計画を策定し、計画の概要（事業所としての対応方針）を事業所に掲示すること

が義務付けられた。 

・ 居宅サービスの種類によって、対応方針は異なるが、訪問系サービスの場合、非常災害発生

時の利用者ごとの状況把握（当該利用者の最寄りの避難場所、緊急時の連絡先等）や事業所に

おける連絡体制の整備などの項目を計画に盛り込むことが望ましい。 

第５３条の２ 指定訪問入浴介護事業者は、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。  

２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。             

一 次条において準用する第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容 

等の記録 

 二 第50条第４号の規定による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 

 三 次条において準用する第26条の規定による市町村への通知に係る記録 

 四 次条において準用する第36条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 五 次条において準用する第37条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採っ 

た処置についての記録 
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Ⅳ 介護給付費算定に関する基準 

令和６年４月改正 

●基本単位数 

訪問入浴介護 1,266単位 

介護予防訪問入浴介護 856単位 

 

１ 看護、介護職員の取扱い 

（訪問入浴介護） 

利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同

じ。）１人及び介護職員２人が、指定訪問入浴介護を行った場合に算定する。 

 

（介護予防訪問入浴介護） 

利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護事業所の看護職員（看護師又は准看護師をいう。

以下同じ。）１人及び介護職員１人が、指定訪問入浴介護を行った場合に算定する。 

 

（ポイント） 

・看護職員１人及び介護職員２人（介護予防訪問入浴介護の場合看護職員1人及び介護職員1

名）を満たさずに訪問入浴介護を提供した場合、算定基準を満たしていないことから、報酬を

請求できないこととなる。 

 

２ 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合の取扱い 

（訪問入浴介護） 

利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認めら

れる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員３人が

指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の１００分の９５に相当する単位数を算定する。 

 

（介護予防訪問入浴介護） 

利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認めら

れる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護職

員２人が指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の１００分の９５に相当する単

位数を算定する。 

（ポイント） 

・この場合においては、看護職員を含めた３名（介護予防訪問入浴介護の場合2名）で訪問入浴

介護を行った場合でも１００分の９５の単位数を算定しなくてはならない。 

・医師の意見については書面でなければならないものではなく、口頭で確認することが認められ

るが、主治の医師の意見を確認した旨を適切に記録すること。また、次に意見を確認すべき時期

を確認すること。 

 

３ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取り扱い 

訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により

清しき又は部分浴（洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。）を実施したときは、所定単位数の１０

０分の９０に相当する単位数を算定する。 

 

（ポイント） 

・清拭、部分浴にかかる単位数を算定する場合には利用者の希望があった旨を経過記録等に記載

しておくことが望ましい。 
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４ 同一建物減算 

 

ア 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者の人数が１月当たり50

人未満の場合 

イ 上記以外の範囲に所在する建物で、当該建物に居住する利用者が1月当たり20人以上で

ある場合 

ウ 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者の人数が１月当たり 

50人以上の場合 

ア、イの場合→１００分の９０の単位数を算定 

     ウの場合→１００分の８５の単位数を算定 

  

（ポイント） 

・利用者数とは、その月に訪問入浴介護費を算定した者を指す。従って、契約を締結していて

も、当該月に訪問入浴介護を利用していない場合は、利用者数に数えない。 

・イの場合の利用者数は、訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護の指定を合わせて受けている場

合、それぞれの利用者数の合計によって判定する。 

 

５ 初回加算 

 

 

 

 

（ポイント） 

・初回の訪問入浴介護を行う前に、当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問し、浴槽の設置場所

や給排水の方法の確認等を行った場合に算定が可能。 

・当該加算は、初回の指定訪問入浴介護を行った日の属する月に算定。 

 

（令和３年度介護報酬定関係Ｑ＆Ａ：令和３年３月29日） 

 問 初回加算は、利用者の入院等により前回のサービス利用から間隔が空いた場合、 

どの程度の期間が空いていれば再算定が可能か。 

 答 ・ 初回加算は、初回のサービス提供を行う前に利用者の居宅を訪問し、（介護予防）訪

問入浴介護の利用に関する調整を行った場合を評価する加算であり、この場合の初回とは 

過去の（介護予防）訪問入浴介護のサービス利用の有無に関わらず、当該（介護予防）訪 

問入浴介護事業所とサービス提供契約を締結した場合を指す。 

・ ただし、サービス提供契約締結後に利用者が当該住居を引っ越しするなど住宅環境に

変化が生じたときに、改めて利用者の居宅を訪問し、（介護予防）訪問入浴介護の利用に

関する調整を行った場合は、再度算定することができる。 

  

 問 介護予防訪問入浴介護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営 

している訪問入浴介護事業所からサービス提供を受ける場合は、改めてサービス提供契約を 

締結しない場合でも初回加算は算定可能か。 

 答 ・算定できない（逆の場合である介護予防訪問入浴介護費の算定時においても同様であ

る）。 

・ ただし、サービス提供契約締結後に利用者が当該住居を引っ越しするなど住宅環境に  

変化が生じたときに、改めて利用者の居宅を訪問し、（介護予防）訪問入浴介護の利用に 

関する調整を行った場合は、この限りではない。 

指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に

関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、１月に

つき所定単位数を加算する。（200 単位） 
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６ 認知症専門ケア加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポイント） 

 ・割合の算定方法は、算定日が属する月の前３月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数

又は利用延人員数で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知

症高齢者の日常生活自立度ⅡまたはⅢ以上の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上であ

ることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、直近３月間のいず

れも所定の割合を下回った場合については、届出を提出しなければならない。 

 

・「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）、「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」及び認知症看護に係 

る適切な研修を指すものとする。 

 

・ 「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」の実施に当たって 

は、登録ヘルパーを含めて、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ 

別に分かれて開催することで差し支えない。 

また、「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」は、テレビ電話 

  装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守していること。 

 

・ 「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」、「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

護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

  

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞ ３単位/日 

 ア認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の100分の50以上 

 イ認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20

名未満の場合は1以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又

は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置 

ウ認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した

場合 

 エ当該事業所の従業員に対して、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 

 

 ＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞ 4単位/日 

 ア認知症専門ケア加算（Ⅰ）のイ・エの要件を満たすこと 

イ認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上 

ウ認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した

場合 

エ認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を

実施 

オ介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実

施を予定 
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７ サービス提供体制強化加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大臣が定める基準（大臣基準告示・五、大臣基準告示・百一） 

（訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 共通） 

＜加算Ⅰ＞ 44単位/回 

   以下のいずれにも該当すること。 

（１）指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、訪問入浴介護従業者ごとに 

   研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施 

を予定していること。 

（２）利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問 

入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催 

すること。 

（３）当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に 

実施すること。 

（４）介護福祉士が60％以上、または勤続10年以上の介護福祉士が25％以上であること。 

 

＜加算Ⅱ＞ 36単位/回 

   上記（１）～（３）のいずれにも該当し、かつ介護福祉士40％以上又は介護福祉士、実 

務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60％以上であること。 

 

＜加算Ⅲ＞ 12単位/回 

   上記（１）～（３）のいずれにも該当し、かつ 以下のいずれかに該当すること。 

①介護福祉士30％以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計 

が50％以上 

②勤続7年以上の者が30％以上 

 

（ポイント） 

・ 研修計画の策定に当たっては、各従業員の保有資格、経歴等を考慮し、従業員ごとに個別具

体的な研修の目標、内容、期間、実施時期等を定めること。 

 

・ 会議をおおむね１月に１回以上行わなくてはならない。また会議には全員が参加しなくては

ならないが、必ずしも一堂に会して行う必要はなく、分かれて開催してもよい。なお、会議の

開催状況については開催日時、議題等の概要を記録すること。 

 

・ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項について、少なくとも次の

事項について、その変化の動向も含め記載しなくてはならない。 

○利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 ○前回のサービス提供時の状況 

○利用者のADLや意欲 ○家族を含む環境 ○その他サービス提供に当たって必要な事項 

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都道府県知事に届け出た指定訪

問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない 

（１）サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44 単位 

（２）サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36 単位 

（３）サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12 単位 
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・ 健康診断は、「常時使用する労働者」以外の訪問入浴従業者も含めて、少なくとも１年以内

ごとに１回、事業者の負担で行わなくてはならない。 

「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全衛

生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診し

ない場合については、他の医師による健康診断（他の事業所が実施した健康診断を含む）を受

診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略

できるほか、費用については本人負担にしても差し支えない。 

新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当該健康診断等が1年以内に実施されるこ

とが計画されていることをもって足りるものとする。 

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

均を用いることとする。介護福祉士等は、前月末日時点で資格を取得又は研修を修了したもの

を指す。 

なお、前年度の実績が６月に満たない事業所（新規又は再開した事業所を含む）においては

算定月の前３月の実績の平均により算出する。毎月この割合を算定し所定の割合を下回った場

合には直ちに加算をやめる旨の申請を行わなくてはならないことに留意すること。 

・ 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。 

・ 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、同法人等の経営する他 

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。 

・ 訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護の事業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。 

・ 産休や介護休業、育児休業期間中は、勤続年数に含めることができる。 

 

●指導事例 

・非常勤職員や他事業所と兼務している訪問入浴従業者について、個別の研修計画が策定されて

いない。 

・研修計画に基づく、研修の実施記録が作成されていない。 

・定期的な会議について、全ての従業者が参加していなかった。参加者の記録がなかった。（グ

ループ別開催等可） 

・従業者全員分の健康診断結果が保管されていない。 

 

（補足）常勤換算方法について 

 事業所の従業員の員数を常勤換算方法で求める場合、以下のような計算式が用いられる。 

 訪問入浴介護従業者の勤務延時間数÷常勤職員の勤務すべき時間数 

 この際、以下の点に留意が必要である。 

・各従業員について、勤務時間に算入することができる時間数は、常勤職員の勤務時間とする。従っ

て、例としてある月の常勤職員の勤務時間数が月160時間である事業所において、当月に180時

間勤務した従業員がいる場合、上記の計算のうえでは当該職員の勤務時間数を160時間として取り

扱う。 

・法人等で定めた勤務時間数が週３２時間を下回る場合は、常勤職員の勤務すべき時間数を 

週３２時間として扱う。 

・職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置による短時間勤務制度、「治

療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者かつ自主的に設ける短時間勤務制度としての勤務時

間の短縮等を利用する場合、週 30 時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。 

・当該従業者が他の事業所（施設）と兼務している場合は、当該従事者の勤務延時間数については、

当該事業所のサービス提供に従事する時間数だけを算入する。 

・常勤職員の場合は、休暇や出張（いずれも歴月で１月を越えないもの）の期間についても、勤務し

たものとして扱う。 
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８ 看取り連携体制加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポイント） 

①「利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制」とは、指定訪問入浴介護事業所が病院、診

療所又は指定訪問看護ステーション（以下）「訪問看護ステーション等」という。）と連携し、緊

急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの連絡方法や必

要に応じて訪問看護等が提供されるよう、サービス提供の日時等に関する取り決めを事前に定め

た上で、利用者の状態等に応じて、指定訪問入浴介護事業所から訪問看護ステーション等へ連絡

ができる体制を整えることとする。 

②管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期にお

ける対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、次に掲げ

る事項を含むこととする。 

ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方 

イ 訪問看護ステーション等との連携体制（緊急時の対応を含む。） 

ウ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法 

エ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 

オ その他職員の具体的対応等 

 

③看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返ること

等により、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制について、

適宜見直しを行う。 

看取り連携体制加算：64 単位/回 

※死亡日及び死亡日以前 30 日以下に限る。 

○利用者基準 

（１）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。 

（２）看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、 

看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明 

を受け、同意した上でサービスを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサ 

ービスを受けている者を含む。）であること。 

 

○ 事業所基準 

（１）病院、診療所又は訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）と 

の連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じ 

て当該訪問看護ステーション等により訪問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時

を当該訪問看護ステーション等と調整していること。 

（２）看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、 

当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。 

（３）看取りに関する職員研修を行っていること。 
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④看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、

多職種連携のための情報共有を行うこと。 

ア 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録 

イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それ

に基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

 

⑤利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、随時、

介護記録等その他の利用者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、

利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。 

 

⑥指定訪問入浴介護事業所から医療機関へ入院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、看取り連携体制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、訪問入浴

介護の利用を終了した翌月についても自己負担を請求されることになる。このため、利用者が入

院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り連携体制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。 

 

⑦指定訪問入浴介護事業所は、入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを持

つことが必要である。なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等 

に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることにつ

いて、入院の際、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。 

 

⑧本人又 はその家族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、適切な看取り期における取組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、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について記

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ともに考えることは極めて重要であり、事業所は、定期的

に連絡を取ることにより、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。 

 

⑨看取り期の利用者に対するサービス提供にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における

医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医

療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に

努めること。 
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９ 高齢者虐待防止措置未実施減算 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ：所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 

 ○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（ポイント） 

・措置を講じていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、 

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都道府県知事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、利用者全員について所定単

位数から減算することとする。 

 

 

１０ 業務継続計画未実施減算 （令和７年４月1日から適用） 

 

 業務継続計画未実施減算 ：所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 

○ 以下の基準に適合していない場合 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

 

（ポイント） 

・基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の 

初日である場合は当該月）から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所 

の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。 

 


