
第4回 要介護認定の見直しに係る検証】検討会  

一 議 事 次 第 －  

日時：平成22年1月15日（金）12：30～14：30   

場所：ホテル ルポール麹町2階ロイヤルクリスタル  
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垂由1＿  

要介護認定の見直しに係る検証・検討会 名簿  

（敬称略・五十音順）  

委員名   所 属   

池田省三   龍谷大学教授   

石田光広   東京都稲城市福祉部長   

木村隆次   日本介護支援専門員協会会長   

高橋紘士   立教大学教授   

高見国生   社団法人認知症の人と家族の会代表   

田中聡子   社会福祉去人大慈厚生事業会ケアハウス大慈施設長   

◎田中滋   慶應義塾大学教授   

対馬忠明   健康保険組合連合会専務理事   

筒井孝子   国立保健医療科学院福祉サービス部福祉マネジメント室室長   

野中博   医療法人社団博腎会野中医院院長   

樋口恵子   NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事長   

本間昭   日本認知症ケア学会理事長   

三上裕司   日本医師会常任理事   

結城康博   淑徳大学准教授   

（◎：座長）   



要介護認定の見直しに係る検証・検討会開催要綱  

1．趣旨  

平成21年度からの要介護認定について、見直しの一影響についての検証を行   

うため、要介護認定の見直しに係る検証・検討会（以下「検討会」という。）  

を開催する。  

2．主な検討事項   

見直し後の要介護認定の実施状況を把握した上で、客観的なデータに基づい   

て検証を行う。  

3．検討会の運営等  

（1）検討会は、厚生労働省老健局長が招集する。検討会の庶務は、厚生労働省  

老健局老人保健課において行う。  

（2）座長を置き、委員の互選によりこれを定める。座長は検討会を総理する。  

（3）参考人の招致  

座長は、討議の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招  

致することができるものとする。  

（4）審議の公開  

審議は原則公開とする。  

（5）検討スケジュール  

平成21年4月に第1回会合を開催し、以後、必要に応じ適時開催する。  

JT   



平成21年10月以降の要介護認定の状況について（概要）  
匪画  

見直しに伴う再申請等の勧奨の状況について 資  1．要介護認定方法の  

○ 今年度4月から9月に新規に申請した者について、  

・非該当と判定された者（26，860人）のうち、市町村等が個別＝こ再申請の勧奨を行 った者の割合は、63．9％  

（17，156人）、ホ「ムページや広報 言志等で周知を行った者を含めると83．6％（22，456人）  

・要支援1～要介護5と判定され、本人の認識よりも軽度（重度）に判定された者（990人）のうち、市町村等が鮎   
った者の割合は、75．7％（749人）、ホームページや広報誌等で周知を行った者を含め  

ると88∴5％（876人）  

であった。  

の選択肢に係る自治体間のバラツキについて 資料7  4．調査項目  

李項目の選択肢 に係る自治体間のバラツキについて、平成20年10・11月よりも平成21年10・11月旦左逆   

統計学的有意にバラツキが小さくなった項目（33項目）は、バラツキ大きくなうた項目（2項目）よりも多く、全昼坦±；づ   
ラッキが相当程度小さくなった。  

○ また、平成21年4・5月と比べても、平成21年10・11月の方が統計学的有意にバラツキが小さくなった項目（9項   
目）は、バラツキが大きくなった項目（2項目）よりも多い状況であり、全体的にバラツキが小さくなった。  1   



4．要介護認定に係る集計結果について 資料8  

5．特記事項に係る留意点の周知について 資料9  

○集計された結集等をふ享皇、今後は、より適切な要介護認定の実施のため、各都道府県や市町村等に対し、よ邑   

要Lた研修の実施を依額 すると共に、認定調査鱒び傘軍記声軍査牟l〒軍lナる年額己専科こ係る規定及 
用等について←これまで以上に留意いただくよう、改めて鳳知を行ってはどうか。   



匡垂司  
10月以降の要介護認定等の方法の見直しに伴う再申請の勧奨の状況について   

※ 平成21年11月20日までに勧奨を行った者の状況について、平成21年10月9日～11月30日に調査を行い、さらに個別の勧奨、ホームページ・広報  

誌等での周知のいずれも行っていない市町村等に対して、改めて勧奨を依頼し、平成22年1月5日までに勧奨を行った者の状況について、平成21年12  

月15日～平成22年1月5日に調査を行い、両調査の合計を集計した。  

○勧奨を行った者の割合  0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％   100．0％  

①：非該当と判定された者  

②：①のうち再申請の勧奨を行った者（個別の勧奨に  

加え、広報誌、ホームページの掲載等も含む）  

③：①のうち個別に再申請の勧奨を行った者  

○個別に再申請の勧奨を行った者の割合（都道府県別）  
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10月以降の要介護認定等の方法の見直しに伴う区分変更申請の勧奨の状況について  

※平成21年11月20日までに勧奨を行った者の状況について、平成21年10月9日～11月30日に調査を行い、さらに個別の勧奨、ホームページ・広報  
誌等での周知のいずれも行っていない市町村等に対して、改めて勧奨を依頼し、平成22年1月5日までに勧奨を行った者の状況について、平成21年12  

月15日～平成22年1月5日に調査を行い、両調査の合計を集計した。  

○個別に区分変更申請の勧奨を行った者の割合（都道府県別）  
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畢寿圭5．  

認定質問窓口に寄せられた問い合わせ等について  

○要介護認定方法の見直しに係る問い合わせ等に関する質問窓口メールアドレスを3月19日に開設したが、10月1日か   
らは、より迅速な回答を行うことを目的に、ホームページ上で質問及び回答できるようにした0  

0■盲蒜壷崩遍前崩iよ、前払’痙ム占ヶ月間の数の推移に比べて、並立塩王キストの使用が開始された10月払隆止   
駈合わせの数が減少債鬼となった。  

010月～12月の問い合わせ件数のうち、お   
た（570件中282件）。  

摘の適切な記載がポイントとなる内容についての質問が、約半数を占め  

○問い合わせ数の推移  

受付時期   4月1日～6月30日  10月1日～12月31日  

＝〉1憲（内、「  172ケ所  

三塁旦性  

自治体数  

件   数  

49．5％  

質問窓口に寄せられた質問件数の推移（参考）  

勝質問窓口メールアドレ   

ス  

1認定質問窓口（ホー⊥   

ページで受付・回答）  

ゝ■ミヰ）ず 

、＼・±㌔ モ＼吏・手′ニ＼r、．亭1 1   





嚢亘さ‾．  

研修実施状況調査について（概要）   



調査の概要について  
（1）調査の目的   

各自治体での介護認定調査の実施方法、調査員への研修・指導、介護認定審査会委員への研修等の状況を把握するこ   
とを目的に調査を実施  

（2）調査対象   

都道府県及び要介護認定に関する業務を実施する自治体（全国市町村・政令市行政区・広域連合・一部事務組合等）   

報告数：47都道府県（47都道府県中）1，411市町村（1．800市町村中の78，4％）  

（3）調査期間  

平成21年12月1日～14日  

（4）調査内容   

－ テキストの配布状況、調査員研修及び介護認定審査会委員研修等の実施状況について  

（5）研修内容に関する項目について   

認定調査員及び介護認定審査会の以下のポイントの研修内容について、「特に重点的に説明した」、「内容に関して一通   
りは説明した」及び「ほとんど説明していない」から選択。   

①認定調査革研修   

・介護認定審査会でより特記事項が重視される方式となったこと  

一 試行した結果と日頃の状況が異なる場合は、頻回な状況に基づいて選択を行い、具体的な内容を特記事項に記載  
すること   

・実際に行われている介助が不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助を選択すること  
■ 選択肢の選択の際に、選択肢の選択基準に含まれていないことであっても介護の手間に関係する内容があれば、  
特記事項に記載することが重要であること  

一基本調査項目の中で、もっとも類似する又は関連する調査項目の特記事項等に、具体的な介護の手間の内容と頻  
度を記載すること  

②介護認定審査会委員研修   

・認定調査員テキスト改訂版の修正内容  

二次判定における介護の手間にかかる審査判定の方法  

・介護認定審査会として付する意見   



査会委員  

認定調査員テキスト及び介護認定審  

テキスト（紙媒体）の配布状況  

【自治体職員である認定調査員への配布状況】  

6月調査  

（n＝1，369市町村等）  

12月調査  

（∩＝1，402市町村等）  

【委託調査員である認定調査員への配布状況】  

6月調査  

（n＝1，075市町村等）  

12月調査  

（n＝1，057市町村等）  

【介護認定審査会委員への配布状況】   

12月調査  

（∩＝889市町村等）  ）  

60％  80％  100％  

□全員ではないが、半数以上には配布した  

ロほとんど配布していない  
□おおよそ全員に配布した  

田半数には満たないが配布した  

※委託調査員（6月調査）では、選択肢「委託していない」がなかったため、12月調査で紙媒体の配布状況において「委託をしていない」を選択した  自治体の6月調査の回答を「委託していない」に置き換えた上6月、12月調査ともに「委託していない」と回答した市町村等（6月：414市町村等、  
12月‥479市町村等）を除外して集計を行った0   



認定調査員への研修における説明状況  

特記事項が重視される方式と  
なったことの説明  

頻回な状況に基づいて選択を  

行い、具体的に特記事項に記  
載することの説明   

不適切な介助の場合、理由を  
特記事項に記載し、適切な介  
助を選択することの説明  

選択肢の選択基準に含まれ  

ていない介護の手間は、特記  
事項に記載することの説明   

調査項目にない介護の手間等  

を関連する調査項目の特記事  

項に記載することの説明  

80％  100％  

（n＝734市町村等）  

20％  40％  

国ほとんど説明していない 田無回答  □特に重点的に説明した 口内容に関して一通りは説明した  

※ 都道府県、研修を主催した市町村等及び研修を主催しておらず都道府県主催の研修会にのみ参加した市町村等からの回答結   
果を集計した。なお、研修を主催しておらず都道府県主催の研修会にのみ参加した市町村等からの回答は、当該市町村等が所   
属している都道府県からの回答と同じ回答とし集計している。   



介護認定審査会委員への研修における説明状況  

認定調査員テキストの改訂版  

の修正内容についての説明  

二次判定における介護の手  

間にかかる審査判定の方法  
についての説明  

介護認定審査会としての付す  
る意見についての説明  

0％  

（n＝534自治体等）  

ロ特に重点的に説明した 口内容に関して一通りは説明した 田ほとんど説明していない 田無回答  

※ 都道府県、研修を主催した市町村等及び研修を主催しておらず都道府県主催の研修会にのみ参加した市町村等からの回答結   

果を集計した。なお、研修を主催しておらず都道府県主催の研修会にのみ参加した市町村等からの回答は、当該市町村等が所   
属している都道府県からの回答と同じ回答とし集計している。  

4   
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調査項目の選択肢に係る自治体間のバラツキの比較について

平成２０年１０・１１月

平成２１年４・５月

平成２１年１０・１１月

※１ 各調査項目の複数の選択肢のうち、平成２０年に自治体間の

項目選択率のバラツキが最も大きい選択肢で集計している。

※２ 平成２０年は、見直しによって追加した６項目について、要介

護認定モデル事業（第２次）において３０例以上報告した２３４

自治体の項目選択率のバラツキとしている。

○ 平成２０年１０・１１月、平成２１年４・５月、平成２１年１０・１１月の自治体間の項目選択率のバラツキ（標準偏差）を比較※１

○ 対象：

平成２０年１０・１１月、平成２１年４・５月、平成２１年１０・１１月のすべてにおいて、認定支援ネットワークに１００例以上報告した

１５３自治体※２

○ 平成２０年１０・１１月と平成２１年１０・１１月のバラツキを比較して、７４項目のうち、統計学的有意にバラツキが小さくなったのは

３３項目、有意にバラツキが大きくなったのは２項目（有意水準０．０５未満）

○ 平成２１年４・５月と平成２１年１０・１１月のバラツキを比較して、７４項目のうち、統計学的有意にバラツキが小さくなったのは１２

項目、有意にバラツキが大きくなったのは２項目（有意水準０．０５未満）

平成２０年９月～１１月（モデル事業（第２次））



匪車司  

定に係る集計結果について（概要）   要介護認   
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判定結果の要介護度区分 の比較   
q  

3  



介護度区分の比嘩  一次判定結果の要  

（全体）  

10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％100％  
0％  
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度区分 二次判定結果の要介護の比較  
（全体）  

0％   10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％ 100％  

□非該当  □要支援1 日要支援2  Eコ要介護1〔∃要介護2  Eヨ要介護3  留要介護4  E∃要介護5   



二次判定での一次判定結果の変更割合の比較  

（全体）  

0％  10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％ 100％  

口軽度変更された  □変わらない  国王度変更された  
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更新申請者における一次判定結果の  

更新前一次判定結果との比較（全体）  

平成21年4■5月判定   

（n＝64，064）  

平成21年10・11月判定  

（12／4締めデータ）  

（n＝79，805）  

0％  10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％ 100％  

口前回より軽度に判定された  ロ変わらない  田前回より重度に判定された   



更新申請者における二次判定結果の  

更新前二次判定結果との比較（全体）  

平成18年10・11月判定   

（n＝123，42り  

平成19年10・11月判定   

（n＝131，009）  

平成20年10・11月判定   

（n＝114，522）   

平成21年4－5月判定  

（経過措置適用前）  

（n＝117，426）   

平成21年10・11月判定  

（12／4締めデータ）   

（n＝126，815）  
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認知症高齢者自立度の分類でみた更新申請者における   

二次判定結果の更新前二次判定結果との比較  

（平成21年10－11月判定）   

全体  

（n＝126，815）  

自立、Ⅰ  

（n＝62，018）  

0％  10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％  100％  

□変わらない  同前回より重度に判定された   口前回より軽度に判定された  



平成21年4月から9月に申請し、非該当とされた者で、  
その後、10月以降に再申請を行った者の集計結果  

10   



平成21年4月から9月に申請し、非該当とされた者で、   
その後、10月以降に再申請を行った者の、前回の  

二次判定結果と今回の二次判定結果の比較  

平成21年4月から平成21年9月に  

申請が行われた際の判定結果  

（n＝297）  

前回  

％   

＼   
何れかの要介護度が判定   

された割合92．6％（275名）  

平成21年10・11月に再申請が行  

われた際の判定結果  
（12／4締めデータ）  

（n＝297）  

今回  
0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

□非該当  口要支援1   団要支援2   ［コ要介護1   日要介護2  Eヨ要介護3  詔要介護4  

※平成21年10・11月の再申請者のうち、前回平成21年4月1日～9月30日の間に申請のあった者の集計を行った。   

11  



平成21年4月から9月に申請した者で、その後、  
10月以降に区分変更申請を行った者の集計結果  

12   



平成21年4月から9月に申請した看で、その後、10月以降   
に区分変更申請を行った者の、前回の二次判定結果と  

今回の二次判定結果の比較  

平成21年4月～9月に申請が   

行われた際の判定結果  

（n＝3．281）  

前回  

平成21年10J‖月に申請が   

行われた際の判定結果  

（∩＝3，281）  

今回  

0％  10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％ 100％  

田要介護2  毘要介護3  閻要介護4  Eコ要介護5  □非該当  口要支援1 田要支援2 【コ要介護1  
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平成21年4月から9月に申請した看で、その後、10月以   
降に区分変更申請を行った者の、今回の判定結果と   

前回の判定結果（平成21年4月～9月）との比較  

【一次判定結果】  
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【ニ次判定結果】  
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二次判定結果の要介護度区分の比較（全体）  

査の結果をふまえた集計）  （▼研修実施状況   

15   



二次判定結果の要介護度区分の比較（全体）  

査の結果をふまえた集計）  （研修実施状況  
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（※1）認定調査員研修における5つのポイント全て （※2）審査会委員研修における3つのポイント全て  



車重互   

特記事項に係る現状及び留意点の周知について  



＿‖＿＿選択鉛毒里  「2・5排尿」の例  
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認定調査票  
●実際の介助で選択  

●頻回な状況で選択。  対象者の状況  頻度が少ないため  

「介助されていない」  

を選択  

●手間は特記事項。  

●排尿の介助はない。  
●週3回程度失禁あり。  
●掃除は家族が行う。  

ヽ、－＿●一一－●一－－－－●■■－■一－－－－一一－－－  

遇に3回程度の  

失業の掃除は  
家族が行っている。  二次判定で、  

介護の手間を  

考慮できない  
記載されていない場合が多い  

改めて周知する留意点（1）  

1   



現状（2）  

認定調査票  

選択の基準  
′一－－－－－M－－－－－－M”■－■■■－－■＝－－■  

。  

！隻手なぃ  

し●手間は特記事項。  

対象者の状況  ■  
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室内は自力移動なので  

「企押されていなむ」  

を選択  

週に2回の通院外出時  

の移動における家族の   

手引き歩行、車送迎。  ニ次判定で、  

介護の手間を  

考慮できない  

●● ◆●＝■＝■■＝＝＝■－＝‥■1‥■■■＝……■◆   

記載されていない場合が多い  

れていない場合（r軟膏の  の   1  いずれの認定調査項眉  

塗布の例）  

認定調査票  

選択の基準  一  

●選垂項目に鱒葦辺 

。ノ、 ′  

対象者の状況  選択すべき  

調香項目なし  

（一次判定には反映されない）  
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●一日三回の軟膏の   

背中への塗布。  

●塞堕による介助あ旦。  

＿′′  

一日三回の家族  

によ各軟膏塗布  
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記載されていない場合が多い  

」  



改めて周知する留意点（2）  

【特記事項の例】  
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 室内では自力で移動できる。外出行 為に関しては定義に含まれないため、「介助されていない」を選択す  

るが、週に2回、病院に通院する際は、長距離の歩行ができないため、介護者が必ず付き添い車での送  
迎の上、手引き歩行している。  
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廷  ←  ヽ 
【特記事項の例】  

帯状癌疹の後遺症のため、二日三回、軟膏を背中に塗布する介助が行われている。   
※第2群の特記事項記載欄のあいている部分や「5－1薬の内服」「特別な医療－11じょくそうの処置」等の特記事項欄など、審査会委員   

の読みやすい場所に記載。   

3  



現状（3）  

○ 
應  

。もし、姓五重壇崖道 出組立壁餌   

のではないか。  

「4．3感情不安定」の例   



改めて周知する留意点（3）  
○ 特U認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上のケ「スについては、BPSD関連項目等について実際の   

介護の手間が発生しているかどうかについて確認を行い、実際に介護の手間が発生している場合は、特記事   

項に、その手聞及び頻度について記載すること。  

【特記事項の例－（「4－3感情不安定」の例）】  

「死にたい」と毎日のように言う。感情が不安定になるほどではないため、選択は「ない」とするが、毎日 の  

が話 ように家族をきき、本人をなだめている。  

互
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【特記事項の例（「4－6大声を出す」の例）】  

気に入らないことがあると「ばかやろう」と吐き捨てるようにいうことが週に2－3回ある。以前はそのようなこ  
とはなかったため、家族は性格が変わったようだと困惑している。家事等、本人の機嫌を損ねないようにし  
ているが家壊には負担になっている。大声でいうわけではないた  とした。  

【特記事項の例（「4－15話がまとまらない、会話にならない」の例）】   

家族によると対象者の言動が以前と変わってきており、話していることに整合性がなくなっているように  
感じることもあるとのこと。「会話が成立しない」というほどではないので「串がまとまらず、会話にならないl  
Jま「なし1としたが、家族は心配で外出等を控えて、1人にならないようにして見守っm、る。  

【特記事項の例（「認知症高齢者の日常生活自立度の選択」の例）】  

車の運転が好きで、自分で運転しようとするが、家族が危険と判断し、やめるように言っている。認知症  
の周辺症状としての行動ではないようにも見えるが、本人が車の運転に固執しており、家族がカギを隠し  
ていることで、ロげんかになることが週に1度はあるといった状況である。他に適当な項目がないため、当  
項邑ド記載した。  

改めて周知する留意点（4  
○享忍定審査会は、上記のように認定調査員が記載した特記事項等を用いて、必要な場合には、一 次判定結集   

旦変亘（重度変更及び軽度変更）左往主こと。   

特に、一次判定で要支埠1等の ケースで、かつ、「 知症高齢者の日常生活自 立度」がⅡ   

以上のケースについては、旦PSD関連項目の特 記事項等に着目して、「次判定の変更の必要性について検  
5   



（参考）  
特記事項に係る規定等について   

○ 介護認定審査会の二次判定（重度変更及び軽度変更）では、特記事項及び主治医意見書から読み取れる「介   
護の手間」に基づき一次判定結果の変更の理由を明らかにすることとされていることから、認定調査においては、   

記 事項I圭介護の手間」及びその「頻度」lこ関する情報が適切に提供されていることが重要である（介護認定審   
査会委員テキスト21ページ、認定調査員テキスト2ページ）。   

○ 時に、BPSD関連項目においては、実際の対応や介護の手間とは関係なく、BPSD関連の行動の有無に基   
づき、選択肢を選択することとなっていることから、当該頃日の有無だけで介護 の手間が発生しているかどうか  

は必ずしも判断できなし！。したがって、二次判定で介護の手間を適切に評価するために、   

¢草間の状況や頻度 等について特記事項に記載することとしている（平成21年9月30日発出事務連絡によるQ＆Aの問   

4など）。   
※ BPSD関連項目：「認知症に伴う行動・心理状態」の関連項目   

○また、墨筆にしたがい、「介助されていない」（介助の方法の項目）、「址」（有無の項月）、「三主星」（能力の項   
目）等を選択する場合であっても、 実嘩に介護の手間が発生している場合には、当該介護の手間及び頻度につ   

いて、特記事項に記載することが重要である（平成21年9月30日発出事務連絡によるQ＆Aの間21など）。   

○ さらに、実際に介護の手間が発生しているにも関わらず、「能力」、「介助の方法」、「有無（麻痔等1拘縮及び   
BPSD関連）」のいずれの基本調査項目にも当該介護の手間に対応した調査項目が設定されていないために、   

調項 栗野の介護の手間を基本李目の選択肢の選択lこよって反映することができない場合蝶、基本調査項目の   
中で、をっとも類似する又は関連する調査項目の埠言己事嗅蔓に、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載する   
必呈がある（同上）。  

認知症高齢者の日常生活邑立度Ⅰ  津知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ  認知症高儀竜の日常生活自立度Ⅲ  知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ  認知症高齢者の日常生活自立度M  

何らかの認知症を有するが、日常  ．6常生活に支憧を来たすような 症∴∴  日常生活に支障を来たすような症∴  骨蘇生帯に支障蕾乗たす慕うな症二＝  翠捗瀬神症状や固唾行動泰阜い   

生活は家庭内及び社会的にほぼ  状■行動や意患旛遇め国難きが多  状－行動や恵恵疎簿¢困難車わ辛み：、  准肇軒や泰阜疎連中車離さが好  埠畢車掌身体疾患が鼻られ皐巴   
自立している。   少見られても誰かが注意していれ  繋lさ鼻きれ：∴膏に介護を必要とす  




