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令和３年度介護報酬改定等について 

 

・介護報酬算定に係る基準等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３～５４ 

 

・事業の人員、設備及び運営に関する基準等について・・・・・・・・・・・・・・５５ 

 

・大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに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を定める条例等の一部改正について・・・５６～５７ 

 

・令和３年度介護報酬改定の主な事項について・・・・・・・・・・・・・・５８～８５ 

 

・通所系サービス事業所に係る新型コロナウイルス感染症等の影響による 

利用者数の減少に対応するための加算や特例について・・・・・・・・・・・・・・８６ 

 

・令和３年度介護報酬改定における改定事項について(居宅介護支援抜粋)・・８７～９５ 

 

 

 

※参考（厚生労働省ホームページ）： 

  令和３年度介護報酬改定について 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html 

  介護保険最新情報掲載ページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kour

eisha/index_00010.html 
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介護報酬算定に係る基準等について 

 

 介護報酬の算定に当たっては、以下に示す基準等を確認する必要があります。 

 

1. 基準本文（報酬単位、加算等の算定要件など） 

 

・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 

 （H12.2.10 厚生省告示第 19 号） 

・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 

 （H18.3.14 厚生労働省告示第 127 号） 

・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 

（H12.2.10 厚生省告示第 20 号） 

 

2. 別に定める基準（基準本文中、「厚生労働大臣が定める基準」等として、内容

の一部を別に制定） 

 

・厚生労働大臣が定める１単位の単価 

（H27.3.23 厚生労働省告示第 93 号） 

・厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 

（H27.3.23 厚生労働省告示第 94 号） 

・厚生労働大臣が定める基準 

（H27.3.23 厚生労働省告示第 95 号） 

・厚生労働大臣が定める施設基準 

（H27.3.23 厚生労働省告示第 96 号） 

・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 

（H12.2.10 厚生省告示第 27 号） 

・厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

（H12.2.10 厚生省告示第 29 号） 

・介護保険法施行規則第 68 条第３項及び第 87 条第３項に規定する厚生労働大臣 

 が定めるところにより算定した費用の額 

 （H12.2.10 厚生省告示第 38 号） 

 

3. 留意事項通知（基準の解釈等の詳細を示したもの） 

 

・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 

 （H12.3.1 老企第 36 号） 
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・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 

 （H12.3.8 老企第 40 号） 

・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の制定に伴う実施

上の留意事項について 

 （H18.3.17 老計発第 0317001 号・老振発第 0317001 号・老老発第 0317001 号： 

  別紙１） 

 

4. 関連する告示・通知等（関連する告示、通知、事務連絡等） 

 

5. 介護報酬 Q&A  （基準、留意事項通知等の疑義について QA 方式で示したもの） 

54



事業の人員、設備及び運営に関する基準等について 

 

 事業の実施に当たっては、以下に示す基準等を満たす必要があります。 

 

1. 基準省令（事業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） 

 

・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 

 （H11.3.31 厚生省令第 37 号） 

・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 

 （H18.3.14 厚生労働省令第 35 号） 

・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  

（H11.3.31 厚生省令第 38 号） 

 

2. 大阪府条例等（基準省令等に従い、大阪府条例等として定めた基準等） 

 

・大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに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を定める条例 

（H24.11.1 大阪府条例第 115 号） 

・大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに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を定める条例施行規則 

（H25.3.26 大阪府規則第 36 号） 

・大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに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を定める条例 

（H24.11.1 大阪府条例第 116 号） 

・大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに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を定める条例施行規則 

（H25.3.26 大阪府規則第 37 号） 

※指定居宅介護支援事業に関する基準条例等については、事業所の所在地である

市町村に確認してください。 

 

3. 解釈通知（基準省令の解釈等の詳細を示したもの） 

 

・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 

 （H11.9.17 老企第 25 号） 

・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について 

（H11.7.29 老企第 22 号） 

 

4. 関連する告示・通知等（関連する告示、通知、事務連絡等） 

 

5. 指定基準 Q&A（基準省令、解釈通知等の疑義について QA 方式で示したもの） 
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大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

  国では、令和２年度実施の介護報酬の改定に伴う社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏

まえ、「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）」、「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）」などについて所要の改正を行ったため、大阪府においても国に準じて府条例

で定めている各基準の一部を改正した。（公布日：令和3年3月29日、施行日：同年4月1日） 

 

２ 改正した条例 

法律 今回改正した条例 対象事業者 

介護保険法 

１ 

大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成24年11月1日大

阪府条例第115号） 

指定居宅サービス 

事業者 

２ 

大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並び

に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

準を定める条例（平成24年11月1日大阪府条例

第116号） 

指定介護予防サービス 

事業者 

 

３ 府独自の基準 

今回の改正に伴い、新たに業務継続計画の策定及び高齢者の虐待防止等に係る基準が追加され

たが、国基準に過不足がなく、異なる基準を定める必要性は認められないことから、府独自基準

は定めず、改正項目は全て国の基準どおり定めた。 

 

４ 改正の概要 

  別紙のとおり 
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分
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ー
ビ
ス
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府
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阪
府
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
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指
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並

び
に
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
を
定
め
る
条
例

大
阪
府
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

定
並
び
に
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
を
定
め
る

条
例

感
染
症
対
策
の
強
化

委
員
会
の
開
催
、
指
針
の
整
備
、
研
修
及
び
訓
練
の
実
施
を
義
務
付
け
る
。
（
経
過
措
置
期
間
は
３
年
）

省
令
ど
お
り

○
○

業
務
継
続
に
向
け
た
取
組
の
強
化

業
務
継
続
に
向
け
た
計
画
の
策
定
、
研
修
及
び
訓
練
の
実
施
を
義
務
付
け
る
。
（
経
過
措
置
期
間
は
３
年
）

省
令
ど
お
り

○
○

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
強
化

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配
慮
に
努
め
る
。

省
令
ど
お
り

○
○

会
議
や
多
職
種
連
携
に
お
け
る
IC
T
の
活
用

利
用
者
等
が
参
加
せ
ず
、
医
療
・
介
護
の
関
係
者
の
み
で
実
施
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
テ
レ
ビ
電
話
等
を
活
用
し
て
の
実
施
を
認
め
る
。

利
用
者
等
が
参
加
し
て
実
施
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
利
用
者
等
の
同
意
を
得
た
上
で
、
テ
レ
ビ
電
話
等
を
活
用
し
て
の
実
施
を
認
め
る
。

省
令
ど
お
り

○
○

利
用
者
へ
の
説
明
・
同
意
等
に
係
る
見
直
し

利
用
者
等
に
対
し
、
書
面
で
説
明
・
同
意
等
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

省
令
ど
お
り

○
○

記
録
の
保
存
等
に
係
る
見
直
し

諸
記
録
の
保
存
、
交
付
等
に
つ
い
て
、
電
磁
的
な
対
応
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

省
令
ど
お
り

○
○

運
営
規
程
等
の
掲
示
に
係
る
見
直
し

運
営
規
程
等
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
所
内
で
の
掲
示
だ
け
で
な
く
、
閲
覧
可
能
な
形
で
フ
ァ
イ
ル
等
を
備
え
お
く
こ
と
等
を
可
能
と
す
る
。

省
令
ど
お
り

○
○

高
齢
者
虐
待
防
止
の
推
進

虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
委
員
会
の
開
催
、
指
針
の
整
備
、
研
修
の
実
施
及
び
担
当
者
を
定
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。
（
経
過
措
置
期
間
は
３
年
）

省
令
ど
お
り

○
○

訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
等
に
お
け

る
適
正
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
確
保

事
業
所
と
同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
以
外
に
対
し
て
も
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と

す
る
。

省
令
ど
お
り

○

訪
問
入
浴
介
護

認
知
症
介
護
基
礎
研
修
の
受
講
の
義
務
付

け
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
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
経
過
措
置
期
間
は
３
年
）

省
令
ど
お
り

○
○

居
宅
療
養
管
理
指
導

多
職
種
連
携
の
推
進

薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
の
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
必
要
な
情
報
提
供
又
は
助
言
を
行
う

も
の
と
す
る
。

省
令
ど
お
り

○
○

認
知
症
介
護
基
礎
研
修
の
受
講
の
義
務
付

け
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
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
経
過
措
置
期
間
は
３
年
）

省
令
ど
お
り

○

地
域
と
連
携
し
た
災
害
へ
の
対
応
の
強
化

非
常
災
害
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

省
令
ど
お
り

○

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
等
に
お
け

る
適
正
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
確
保

事
業
所
と
同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
以
外
に
対
し
て
も
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と

す
る
。

省
令
ど
お
り

○

看
護
職
員
等
の
配
置
基
準
の
見
直
し

利
用
定
員
が
2
0
人
未
満
の
事
業
所
に
つ
い
て
、
生
活
相
談
員
、
介
護
職
員
、
看
護
職
員
の
い
ず
れ
も
常
勤
で
な
く
て
も
可
能
と
す
る
。

看
護
職
員
を
配
置
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
利
用
者
の
状
態
像
に
応
じ
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
看
護
職
員
を
病
院
、
診
療
所
又
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
と
の
密
接
な
連
携

に
よ
り
確
保
す
る
。

省
令
ど
お
り

○
○

個
室
ユ
ニ
ッ
ト
型
施
設
の
整
備
・
勤
務
体
制

の
見
直
し

１
ユ
ニ
ッ
ト
の
定
員
を
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
1
0
人
以
下
と
し
、
1
5
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
に
つ
い
て
、
新
た
な
設
置
を
禁
止
す
る
。

省
令
ど
お
り

○
○

認
知
症
介
護
基
礎
研
修
の
受
講
の
義
務
付

け
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
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
経
過
措
置
期
間
は
３
年
）

省
令
ど
お
り

○
○

地
域
と
連
携
し
た
災
害
へ
の
対
応
の
強
化

非
常
災
害
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

省
令
ど
お
り

○
○

認
知
症
介
護
基
礎
研
修
の
受
講
の
義
務
付

け
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
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
経
過
措
置
期
間
は
３
年
）

省
令
ど
お
り

○
○

地
域
と
連
携
し
た
災
害
へ
の
対
応
の
強
化

非
常
災
害
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

省
令
ど
お
り

○
○

認
知
症
介
護
基
礎
研
修
の
受
講
の
義
務
付

け
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
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
経
過
措
置
期
間
は
３
年
）

省
令
ど
お
り

○
○

地
域
と
連
携
し
た
災
害
へ
の
対
応
の
強
化

非
常
災
害
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

省
令
ど
お
り

○
○

全 サ ー ビ ス

全
サ
ー
ビ
ス

通
所
介
護

国
省
令
の
改
正
（
概
要
）

訪 問 系 サ ー ビ ス

居 住 系

サ ー ビ ス

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護短
期
入
所
療
養
介
護

通 所 ・ 短 期 入 所 等 サ ー ビ ス

短
期
入
所
生
活
介
護
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★通所系サービス事業所の皆様へ★

新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合
加算や特例による介護報酬上の評価を行います

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び（介護予防）認知症対応
型通所介護については、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合
に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少
による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための基本報酬への３％の加算や、事
業所規模区分の特例を設けることによる評価を行うことにしました。

新型コロナウイルス感染症による利用者減への対応

サービス・事業所規模区分別の報酬区分に応じ、以下のいずれかにより評価を行います。
① ３％加算 ② 規模区分の特例

令和３年４月サービス提供分から加算を算定するためには、届出が必要です

○ 事業所規模区分を問わず、令和３年２月の利用延人員数をもとに、以下のいずれか
に該当する場合は、４月１日までに指定権者に①３％加算の算定の届出を行い、４
月サービス提供分から算定が可能です。

・ 令和元年度の１月あたりの平均利用延人員数と比較して、５％以上減少
・ 令和２年２月の平均利用延人員数と比較して、５％以上減少

○ 加算算定要件・算定可能期間・届出方法の詳細は、以下の通知をご覧ください。
「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例
の提示について」（老認発0316第４号・老老発0316第３号令和３年３月16日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知）

○ 令和３年３月以降に利用延人員数が減少した場合も、その翌月15日までに届出を
行い、翌々月のサービス提供分から算定することが可能です。

○ 基本的に３か月間算定可能です（１回に限り延長あり）。また、要件に該当しなくなっ
た場合は、その旨の届出が必要です。

※①は令和３年４月サービス提供分から
②は令和３年６月サービス提供分から

大規模型事業所は、令和３年６月サービス提供分から特例の適用も可能です

○ 通所介護、通所リハビリテーションの大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱの事業所は、令和３年
４月の利用延人員数をもとに、以下に該当する場合は、５月15日までに指定権者に
②報酬区分の特例の届出を行い、６月サービス提供分から適用も可能です。

・ 大規模型Ⅰの場合：利用延人員数が750人以下
・ 大規模型Ⅱの場合：利用延人員数が900人以下又は750人以下

（※）令和３年４月・５月に①３％加算を算定している場合でも、同月の利用延人員数に応じ、加算から特例への切り替え
を行うことも可能です。

○ 特例適用要件・適用可能期間・届出方法の詳細は、上記通知をご覧ください。

○ 令和３年５月以降に利用延人員数が減少した場合も、その翌月15日までに届出を
行い、翌々月のサービス提供分から適用することが可能です。

○ 要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。

（問合せ先）※詳細は都道府県・市町村にお問い合わせください。 ○○県・市○○部○○課（○○○○）86
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