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介護人材の確保と処遇の改善策

について



1.介護人材の確保と処遇改善の推進方策

①介護人材を巡る現状



介護職員数の推移① ～全体～

介護保険制度の倉」設以後、介護職員数は大幅に増加 しており、倍以上になっている。

(単位 :万 人 )
介護職員の実数の推移
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(注 1)介護職員とは、直接介護を行う従事者であり、訪間介護員も含む。

(注 2)各 年の介護サービス施設・事業所調査の数値の合計から算出しているため、年ごとに、調査対象サービスの範囲に相違があり、以下の

サービスの介護職員については、含まれていない。(訪問リハビリテーシヨン:平成12～ 20年、通所リハビリテーション:平成 12年 、特定施

設入居者生活介護 :平成12～ 15年、地域密着型介護老人福祉施設 :平成18年 )

(資料出所)厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」



介護職員数の推移② ～サービス類型別～

○ 居宅サービスに従事する介護職員数の伸びが高い。
○ 介護保険施設は常勤職員、居宅サービス事業所は非常勤職員の割合が比較的高い。

介護職員の実数の推移 (サービス類型別)
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(注 1)介護職員とは、直接介護を行う従事者であり、訪間介護員も含む。
(注 2)各年の介護サービス施設・事業所調査の数値の合計から算出しているため、年ごとに、調査対象サービスの範囲に相違があり、以下のサービスの介護職員については、含まれ

ていない。(訪問リハビリテーション:平成12～ 20年、通所リハビリテーション:平成12年、特定施設入居者生活介護 :平成12～ 15年 、地域密着型介護老人福祉施設 :平成18年 )
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(資料出所)厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」



介護従事者数の推移①

介護保険制度の施行以後、介護従事者は大幅に増力□しており、2倍以上になっている。

介護従事者の実数の推移
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介護従事者とは、介護保険関係の施設・事業所に従事する全ての従事者のこと。介護職員だけでなく、医師・看護師・介護支援専門員等

も含んでいる。

各年の介護サービス施設 '事業所調査の数値の合計から算出しているため、年ごとに、調査対象サービスの範囲に相違があり、以下の

サービスの従事者については、含まれていない。(訪間リハビリテーシヨン:平成12～ 20年、通所リハビリテーション:平成12年 、特定施

設入居者生活介護 :平成12～ 15年 、地域密着型介護老人福祉施設 :平成18年 )

()主 1)

(注 2)
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(資料出所 )厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」



介護従事者数の推移②
○ 居宅サービスに従事する介護従事者数の伸びが高い。
○ 介護保En~施設は常勤の従事者、居宅サービス事業所は非常勤の従事者の害」合が比較的高い。
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(注 1)介護従事者とは、介護保険関係の施設・事業所に従事する全ての従事者のこと。介護職員だけでなく、医師・看護師・介護支援専門員等も含んでいる。
(注 2)各年の介護サービス施設・事業所調査の数値の合計から算出しているため、年ごとに、調査対象サービスの範囲に相違があり、以下のサービスの従事者に

ついては、含まれていない。(訪問リハビリテーション:平成12～20年 、通所リハビリテーション:平成12年、特定施設入居者生活介護 :平成12～ 15年 、地域密
着型介護老人福祉施設 :平成18年 ) 6

(資料出所)厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」
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介護従事者の実数の推移 (サービス類型別)
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職種別介護従事者数 (平成20年度)

職種
介護従事者数 (万 人) 介護従事者数 (万人)

常勤 非常勤 計 職種 常勤 非常勤 計

施設長 0.6 0.0 0.6 機能訓練指導員 3.2 2.6 5.8

医師 2.0 27 4.7 障害者生活支援員 0.0 0.0 0.0

歯科医師 0.0 0.1 01 介護支援専門員 9.8 1.3

生活相談員 6.6 0.5 7.1 調理員 3.7 2.8 6.5

薬斉J自下 04 02 0.6 保健師 0,1 0.0 0.1

看護自雨 7.9 4.5 12.4 助産師 0.0 00 00

准看護師 7.9 3.2 112 歯科衛生士 0.0 0.1 0.1

芥講筆欺1訪門介諄1車を含
=)|

123.0 計画作成担当者 1.5 0.2 1.8

支援相談員 0.6 00 06 福祉用具専門相談員 1,7 0.2 1.9

理学療法士 2.0 0.8 2.8 専門職員 1.7 0.2 20

作業療法士 1.4 0.3 1,7 オペレーター 0.0 0.0 0,0

言語聴覚士 つ
０

（
Ｕ 0.1 0.4 面接相談員 0.0 0.0 0,0

管理栄養士 1.9 0.1 2.0 その他の職員 10.2 5.5 15,7

栄養士 0.9 01 1.0

介護従事者計 141.5 76.7 218.2

※ 訪問リハビリテーションサービスの従事者については、含まれていない。

(資料出所)厚生労働省「平成20年度介護サービス施設・事業所調査」



介護労働者の現状

○ 介護労働者については、女性が多い、非正規雇用が多いという傾向にある。

○ 介護職員と訪間介護員を比較すると、訪間介護員の方が女性が多い、非正規雇用が多い、より高年
齢者が多いという傾向にある。

介護労働者等の性別 介護労働者等の就業形態 介護労働者等の年齢構成
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介護分野における人材確保の状況と労
～有効求人倍率と失業率の動向

働市場の動向

介護分野の有効求人倍率は、経済情勢の変化や諸施策の効果等によ

おり、全国規模で見れば、介護人材の確保はそれほど困難ではな<な
り、一時に比べて大幅に低下して

っていると考えられる。

有効求人倍率 (介護分野)と失業率

【16年度～21年度/年度別】 (%)  (倍 )

有効求人倍率(介護分野)と失業率

【平成20年 4月 ～22年 7月 /月 別】
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離職率・入職率の1犬況① (総論)

○ 介護職員の離職率は、産業計と同程度である。
○ 一方、入職率は、産業計と比べて、介護職員の方が大幅に高い。
○ 産業別に見ると、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「その他サービス業」、

「不動産業、物品賃貸業」は介護職員よりも離職率が高い。

介護職員と各産業別の離職率・入職率の状況 (平成21年 )
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資料出所 _産業計及び各産業の離職 (入職)率 :平成21年雇用動向調査 (厚生労働省 )

介護職員の離職 (入職)率 :平成21年度介護労働実態調査 ((財 )介護労1動安定センター )

1(注 1)離職 (入職)率 =1年間の離職 (入職)者数÷労働者数
(注2)介護職員の離職率については、介護労働実態調査における訪間介護員及び介護職員(訪間介護員以外)の 2職種全体の離職率を記載した。また、介護職員の入職率については、同調査にお

ける訪間介護員及び介護職員 (訪間介護員以外)の 2職種全体の採用率を記載した。
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離職率・入職率の状況② (就業形態別、推移等)

○ 常勤労働者については、産業計と比べて、介護職員の離職率が高いが、短時間労働者については、産業計と比べ

て、介護職員の離職率が低<な つている。

○ 介護職員の離職率は低下傾向にある一方で、産業計の離職率は、直近では上昇傾向にある。

施設介護職員等・

訪問介護員別

離職率口入職率の状況

介護職員の離職率と入職率の推移
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資料出所 産業計の離職 (入職)率 雇用動向調査 (厚生労働省)、 介護職員の離職 (入職)率 平成21年 度介護労働実態調査 ((財 )介 護労働安定センター )

(注 1)離職 (入職)率 =1年間の離職 (入職)者数÷労働者数

(注 2)産業計の常勤労働者 雇用動向調査における一般労働者 (「 常用労働者 (期間を定めず雇われている者等 )」 のうち、「ハートタイム労働者」以外の労働者)。                          11
(注3)産業計の短時間労働者 雇用動向調査におけるパートタイム労働者 (常 用労働者のうち、1日 の所定労働時間がその事業所の一般の労働者より短い者等)。

(注4)訪間介護員とは介護労働実態調査における「訪間介護員」をいい、施設介護職員等とは同調査における「介護職員(訪問介護以外の介護保険の指定事業所で働き、直接介護を行う者 )」 をいう。介護職員とは「訪間介護

員」及び「施設介護職員等」の2職種全体をいう。

(注5)介護職員・施設介護職員等・訪問介護員の常勤労働者・短時間労働者は、介護労働実態調査における常勤労働者・短時間労働者をいう。
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介護職員の賃金① (常勤労働者)

○ 勤続年数、平均年齢等の要素の違いがあり、単純な比較はできないが、①常勤労働者については、介護分野の平均
賃金の水準は産業計の平均賃金と比較して低い傾向にあり、②常勤労働者である介護職員の平均賃金は、医療福祉分
野における他の職種の平均賃金と比較して低い傾向にある。

○ 女性の介護職員については、産業計や福祉 0介護翁野全体との差が、それほど大き<はない。
○ なお、介護職員は、産業計と比較すると、勤続年数が短い (半分弱)。

常勤労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び平均賃金

男女計 男性 女性

平均年齢

(歳 )

勤続年数

(年 )

きまって支給す

る現金給与額

(千円)

構成比

(%)

平均年齢

(歳 )

勤続年数

(年 )

きまつて支給す
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(千 円)

構成比

(%)

平均年齢

(歳 )
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(年 )

きまって支給す
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(千 円)
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ホームヘルパー 44.6 2025 160 378 34 2146 840 459 54 2002

福祉施設介護員 37.6 54 2139 ハ
υ

う
０ 336 う

０ 2315 394 И
■ 206.0

(資料出所)厚生労働省「平成21年賃金構造基本統計調査」
注1)常勤労働者とは、賃金構造基本統計調査の一般労働者 (短時間労働者以外の労働者)をいう。

短時間労働者とは、1日 の所定労働時間が一般の労働者よりも短い労働者、又は、1日 の所定労働時間が一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。

2)サービス業とは、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業、政治・経済・文化団体、宗教、職業紹介
it身

者派遣業が含まれる。
                123)福祉施設介護員は、児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人福祉施設その他の福祉施設において、介護の仕事に従事する者を

4)きまって支給する現金給与額:労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によつて支給される現金給与額。基本給のほか、家族手当、超過労働手

当を含むが、賞与は含まない。なお、手取り額ではなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。



(参考) 中位数で比較した場合の介護職員 (常勤労働者)の賃金 (所定内給与)

○ 平均値の場合、一部の高い数値に誘導される可能性があるため、所定内給与について、中位数 (小さ
い数値から川頁に並べた場合に、中央に位置する値)で比較すると、平均値での比較に比べて、産業計や福祉・介護

分野計との差は縮まる。

○ 特に、女性の場合、産業計や福祉 0介護分野計との差は、大き<ない。

常勤労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び所定内給与額 (平均値・中位数)

男性 女性

構成比

(%)

平均年齢

(歳 )

勤続年数

(年 )

所定内給与額

(干円 )

構成比

(%)

平均年齢

(歳 )

勤続年数

(年 )

所定内給与額

(千 円 )

平均値 中位数 平均値 中位数

産

業

別

産業計 673 42.O 128 326.8: 289.2 327 39.4 86 228.O 207.4

医療業 25.3 397 8_8 417_4 2954 747 38.8 8.○ 2639 2433

社会保険 。社会福祉・介護事業 268 38.8 71 ‖2648 232.9 73.2 40.3 6.7 215.1 199,7

サービス業 67.O 44.6 8.91 2717 246.6 33.○ 396 5,7 206.1 195.1

職

種

別

医 師 70.1 42.3 55 8590 779.9 29.9 36.1 3.8 678.9 591.8

蕎言隻8市 7.6 35.3 7.3 281.2 268.5 92.4 36.4 6_8 2813 269.8

准看護師 9.6 377 87 252.6 239.9 90.4 44.8 9.8 248.8 241.1

理学療法士、作業療法士 48.9 30.9 39 2746 262.5 51.1 289 40 257.8 249_7

保育士 6.○ 311 63 2302 207.1 94.○ 339 7.6 210.2 194.4

ケアマネジャー 20.9 383 7.○ 271.7 266.2 791 461 7.5 2454 237.7

ホームヘルパー 160 378 34・ 200.91 19331  84.○ 45.9 54 189_5 1831

福ネ止施設介護員 309i  336 5.3 2181'2C'66; 69.1 394 54 194.3 186.8

(資料出所)厚生労働省「平成21年賃金構造基本統計調査」

注1)常 勤労働者とは、賃金構造基本統計調査の一般労働者 (短時間労働者以外の労働者)を いう。

短時間労働者とは、1日 の所定労働時間が一般の労働者よりも短い労働者、又は、¬日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。

2)サービス業とは、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業、政治・経済・文化団体、宗教、職業紹介・労働者派遣業が含まれる。

3)福祉施設介護員は、児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人福祉施設その他の福祉施設において、介護の仕事に従事する者をいう。
4)所定内給与額 労働協約又は就業規則等によりあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月 分として支給された現在給与額(き まって支給する現金給与額)の うち、超過労働給与額(C)時 間外勤務手

当、̀2)深 夜勤務手当、C休 日出勤手当、C)宿 日直手当、16,交 代手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。
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介護職員の賃金② (短時間労働者)

勤続年数、平均年齢等の要素の違いがあり、単純な比較はできないが、短時間労働者である介護職員
の 1時間あたり所定内給与額は、産業計と同水準、又は、産業計より高い傾向にある。

短時間労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び1時間あたり平均所定内給与額

男女 計 男 性 女 性

平 均 年 齢

(デ霊甦)

勤続 年数

(`→三)

1時間あたり

所 定 内給与額

(円 )

構 成 比

(%)

平均年齢

(歳 )

勤 続 年 数

(年 )

1時 間 あた り

所 定 内給 与 額

(F月 )

構成比

(%)

平 均 年 齢

(鴨壼甦)

勤 続 年 数

(年)|

1時 間 あた り

所 定 内 給 与 額

(F日 )

産 業計 433 48 1.002 257 403 41 1,086 743 :     444 1           973

職

種

別

医 自市 444 51 11,498 766 454 11,630 234 403 11,064

理学 療 法 士 、作 業療 法 士 392 44 3.592 426 395 5,138 574 390 48 1        2,444

看 護 師 433 42 1,626 441 30 1,739 988 433 42 1,624

ケアマネジャー 497 44 1,405 446 42 1,472 924 501 44 1,400

准 看護 師 459 55 1,383 20 267 25 1.257 980 463 1,386

ホーム ヘル パ ー 51 9 48 1,271 434 35 1.294 905 523 49 1,270

幼 稚 園教 諭 421 1,033 530 135 1,715 982 419 52 1,021

保 育 士 444 49 1,024 17 433 987 983 444 49 1,025

福祉 施 設 介 護 員 483 971 500 30 994 903      481 969

機 械 組 立 工 492 110 953 221 554 152 1,234 779 474 873

百 貨 店 店 員 461 62 942 150 333 33 956 850 483 7 1          940

ビル清 掃 員 582 50 923 176 568 40 1,051 824 585 896

給 仕 従 事 者 332 30 912 239 254 19 934 761 :     356 33 905

調 理 士 388 40 909 452 273 24 928 54.8 | 48.3 54 :          893

パ ン・洋 生 菓 子 製 造 工 461 65 897 171 458 63 980 829 462 880

7-r\-lE+-.'yh- 369 862 157 249 20 841 843 i 3g2 42 865

ミシン縫 製 工 490 777 11 641 60 1.053 989 1     488 774

(資料出所)厚生労働省「平成21年賃金構造基本統計調査」

注¬)短時間労働者とは、¬日の所定労働時間が同一事業所の一般の労働者よりも短い労働者、又は、1日 の所定労働時間が同一事業所の一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が同一事業所の一般の労働者よりも
少ない労働者をいう。

2)福祉施設介護員は、児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人福祉施設その他の福祉施設において、介護の仕事に従事する者をいう。
b)1時間あたり所定内給与額 各労働者ごとに、所定内給与額を所定内実労働時間数で除したものである。円未満に端数がある場合は、円未満を四捨五入している。なお、所定内給与額とは、労働協約又は就業規則等に

よりあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月 分として支給された現在給与額 (き まつて支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額 (①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直
手当、⑤交代手当として支給される給与をいう。)を 差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。
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職種別の年収 (推計)∈ 1)

○  「賃金構造基本統計調査」より、常勤労働者の職種別の年収を推計し、男性の福祉施設介護員・ホームヘルパーと
同程度の収入の職種を抽出した上で、性別ごとに比較した。

○ 男性の場合、福祉施設介護員であれば通信機器組立工・給仕従事者と、ホームヘルバーであれば、理容・美容師や
タクシー運転者と同程度である。

○ 女性の場合、これらの職種よりも収入が高い傾向にある。

職種別の推計年収 (男 )
職種別の推計年収 (女 )

(万円 )
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資料出所 :「平成21年度賃金構造基本統計調査」
(注 1):常 勤労働者 (一般労働者)の年収は、「平成21年度賃金構造基本統計調査」における「きまつて支給する現金給与額」(平成21年 6月 )に¬2を乗じ、「年間賞与 そ

の他特別給与額」(平成20年 1年間)を加える形で推計した。                                            15
(注2):各職種名の下にある()の 中の数字は、勤続年数。           ｀
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賃金 (時間額)が800円 未満の労働者数の割合 (業種別)

賃金 (時間額)が800円 未満の労働者数の害」合について、主だった業種と比較 したところ、社会
保険・社会福祉・介護事業の業種は、衣服 。その他の繊維製品製造業や飲食料品小売業、一般飲食
店、宿泊業等と比べて低<なつている。

賃金 (時間額)が800円未満の労働者数の割合 (業種別)

就業形態計

業種
全体に占める割合

(%)

衣服 `その他の繊維製品製造業 43.6

飲食料品小売業 り
０

り
０

食料品製造業 22.6

一般飲食店 22.2

宿泊業 16.4

その他の小売業 15.3

その他の事業サービス業 12.7

各種商品小売業 И
”

り
ι

社会保険口社会福祉・介護事業 ７
′

広
υ

医療業 つ
０

●
０

一般労働者 (常勤労働者 )

業種
全体に占める割合

(%)

衣服・その他の繊維製品製造業 38.2

食料品製造業
公
υ

飲食料品小売業 15.4

道路旅客運送業 （
υ

う
０

一般飲食店 11.0

その他の事業サービス業 ０
乙

７
′

電子部品ロデバイス製造業 ｎ
υ

民
υ

道路貨物運送業 公
Ｕ

う
０

社会保険=社会福祉口介護事業 り
０

つ
０

医療業 ０
こ

の
乙

短時間労働者

業種
全体に占める割合

(%)

洗濯・理容・美容・浴場業 41,3

飲食料品小売業 ｎ
υ

０
０

●
０

飲食料品卸売業 37.8

食料品製造業 37.4

宿泊業 34.4

一般飲食店 つ
′

民
Ｊ

Ｏ
乙

その他の事業サービス業 24.4

その他の小売業 22.9

各種商品小売業 公
Ｕ

「
′

社会保険口社会福祉`介護事業
Ｏ
υ

※「「中小企業における最低賃金の引上げの円滑な実施のための調査等事業」に係る説明・意見聴取会 (社会保険・社会福祉・介護事業)」 (H22.6.16)に おいて

提出された資料 (厚生労働省「平成20年賃金構造基本統計調査」の個票から、独立行政法人労働政策研究・研修機構において独自に集計を行つたもの。)を

厚生労働省老健局において再構成したもの。
※賃金構造基本統計調査は事業所規模5人以上を対象としており、対象労働者数は約2,900万人

(最低賃金が適用となる労働者数は約5,000万 人)
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各介護サービスにおける介護職員の給与

(千 円 )

介護サービス施設・事業所における介護福祉士の

常勤換算1人 当たり給与 (賞与等を含む)

介護サービス施設・事業所における介護職員の

常勤換算1人当たり給与 (賞与等を含む)(千 円 )

400
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100

50
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250

(資料出所)厚生労働省「平成20年介護事業経営実態調査」

注¬)介護職員には、介護福祉士は含まれない。

注2)特定施設入所者生活介護には、特定施設以外の有料老人ホームが含まれる。
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法人種類別の給与 推定組織率の状況等

○ 社会福祉法人に<らべ、営利法人の介護職員の給与は低<なっている。
○ 営利法人・NPO等 は、処遇改善交付金の申請率が全国平均よりも低<なつている。
○ 介護関係事業の推定組織率は、全産業と比べて低<なっている。

O給与比較

①介護福祉士

馘蛛鷺
グルニプ|

rホ
=ム

27.5 29.3 30.4 30.2 29.2

25.2 27.3 25.5 25.0 27.5

②介護職員(介護福祉士以外) (単位 :万 円 )

※常勤、賞与等を含む

資料出所 :平成20年介護事業所経営実態調査

○介護職員処遇改善交付金 法人種類別申請率
(平成22年 6月 現在)(単位 :万 円 )

○推定組織率 (雇用者数に占める労働組合員数の割合)

協

賜

協

協

協

協

％

％

％

％

％

υ

０

０

０

０

０

０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

８

そ
の
他

１

地
方
公
共
団
体

生
協

農
協

Ｎ
Ｐ
Ｏ

営
利
法
人

社
団
・財
団

医
療
法
人

社
福
法
人

（社
協
）

社
福
法
人

（社
協
以
外
）

81%                81%

蘭

護
訪́
介

螺

　

，一

:訪
'間
入浴

介護
通所介護

認知症対応

型通所介護

グループ
ホーム

23.4 26.6 24.5 23.3 25.9

22.1 24.2 22.9 20.7 20.6

資料出所 :平成21年労働組合基礎調査、労働力調査 (平成21年6月 分 )



事業所ごとの離職率・事業所規模別の離職率

○ 離職率の分布には、離職率が「10%未満」の事業所と「30%以上」の事業所との二極イしが見られる。

○ 事業所規模局」で見ると、事業所の規模が大きくなるほど離職率が低くなる傾向が見られる。

事業所別離職率の分布 (平成21年 ) (%) 事業所規模別 (従業員数別)離職率

(%)
60.0

50,0

40.0

30,0

20.0

10.0

0.0

10%未満 10～ 15%15～ 20%20～25%25～ 30% 30%～ ～9人   10～
19人

30

,R只

20.6
施設介護職員等20.2

19.6

16.5

口′Jl中 」′ :嘔 ―       上 上 .D      ‐

9.8

25

20

15

10

20´V

49ノに

50-
99ノに

100ノに

以上

一 施設介護職員等

+訪 間介護員

(資料出所)(財 )介護労働安定センター「平成21年度介護労働実態調査」 注)離職率=(1年間の離職者数)÷ 労働者数
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事業所規模別の賃金の状況

基本的には、事業所規模が大きい方が、事業所の平均月収が高い傾向にある。

(万 円 ) 事業所規模別 (従業員数別)平均月収

24.0

23.0

22.0

21.0

20.0

19,0

18,0

17,0

16.0

15.0

14.0

～9人 10-
19ノに

20～

49人

50～

99人

100ノk

以上

全体平均

(18.47フラF弓 )

(資料出所)(財)介護労働安定センター「平成21年介護労働実態調査」
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人材育成の取組みのための方策 ～事業所規模別～
事業所規模 (従業員数)の大きな事業所であるほど、人材育成の取組のための方策を多<行つてい

る傾向がある。

(%) 人材育成の取組みのための方策 (複数回答)

地
域
の
同
業
他
社
と
協
力
、

ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
し
て
育
成

に
取
り
組
ん
で
い
る

自
治
体
や
業
界
団
体
が
主

催
す
る
教
育
・研
修
に
は

積
極
的
に
参
加
さ
せ
る

法
人
全
体
で
連
携
し
て

育
成
に
取
り
組
ん
で
い
る

能
力
の
向
上
が
認
め
ら

れ
た
者
は
、
配
置
や
処

遇
に
反
映
し
て
い
る

職
員
に
後
輩
の
育
成

経
験
を
持
た
せ
て
い
る

採
用
時
の
教
育
・研
修

を
充
実
さ
せ
て
い
る

教
育

口
研
修

の
責
任
者

ま
た
は
担
当
部
署
を
決

め
て
い
る

教
育
口研
修
計
画
を

立
て
て
い
る

:Ⅲ 50-99人

(出典)

鷺100ノ｀́ψ

(財)介護労働安定センター

爾～4人  臨5～ 9人 10～ 19人 20-49人

「平成21年度介護労働実態調査」
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介護事業における事業所・法人規模

○ 介護事業所は、半数以上が従業員規模20人未満であるなど、小規模な事業所が多い。

○ 事業所ごとの法人規模も、小規模である場合が多い。

介護事業所の従業員規模

(平成21年 )

29。 8% 28.7%

震～4メ、    蘊5～ 9人     10～ 19人

20～ 49人  聯50～99人   100人～

_無回答

介護事業所における法人全体の

従業員規模 (平成21年度)(注 1)

1.7%

16.1%

轍-49人      爾50～ 99メ、    100～ 299人

300～ 499人 11500人 ～   無回答

(注 )単一事業所の場合の「100人以上」については、「100人

～299人 」の枠内に収まるものみなして、計上している。

【参考】介護事業所における法人

全体の従業員規模 (平成18年度)

(事業所を複数有している場合に限る)

■～9人
20人～29人
100人～299人

■500メ、～

饉10人 ～ 19人
■30人 ～99人
■300人 ～499人
璽無回答

(出典)(財 )介護労働安定センター 「平成21年度介護労働実態調査」

22



介護職員として働<理由

やりがいを求めて介護職員となる者が多い。

10。 1

現在の仕事を選んだ理由(複数回答)

34.8

(%)

60

50

40

30

20

10

他
に
よ
い
仕
事
が
な
い

た
め

都
合
の
よ
い
時
間
（
日
）

に
働
け
る
か
ら

給
与
等
の
収
入
が
多
い

か
ら

介
護
の
知
識
や
技
能

が
身
に
つ
く
か
ら

資
格
・技
能
が
生
か

せ
る
か
ら

身
近
な
人
の
介
護
の

経
験
か
ら

お
年
寄
り
が
好
き
だ
か

らヽ

生
き
が
い
・社
会
参
加

の
た
め

人
や
社
会
に
役
に
立
ち

た
い
か
ら

今
後
も
ニ
ー
ズ
が
高

ま
る
仕
事
だ
か
ら

働
き
が
い
の
あ
る
仕
事

だ
と
思
っ
た
か
ら

23

(資料出所 )(財 )介護労103安定センター「平成21年度介護労働実態調査」



働<上での主な悩み、不安、不満等

％
　
７０

○ 労働条件等の主な悩み、不安、不満等として、「仕事内容の害」に賃金が低い」、「人手が足りない」、 「身体的負
担が大きい」、「精神的にきつい」 といった業務負担に関する悩み等や、「有給休暇が取りに<い」、「休憩がとり
に<い」といった休暇・休憩等に対する悩み等が多<挙げられている。

○ 利用者等に関する悩み等として、「利用者に適切なケアができているか不安J、 「介護事故で利用者に怪我をさせ
! ないか不安」といったケアの実施についての悩み等を挙げる介護従事者が多い。

労働条件等の悩み、不安、不満等 (複数回答 )

利用者及びその家族についての悩み、

不安、不満等 (複数回答)

149131

輻
躙

っAΩ                   1 291

亀∫ 輻  18.9 輻
鱚
跛
躙

隋

隋

(%)

50

４２

介
護
事
故
で
利
用
者
に

怪
我
を
さ
せ
な
い
か
不
安

良
い
と
思
っ
て
や
っ
た
こ
と
が

利
用
者
に
理
解
さ
れ
な
い

利
用
者
の
家
族
が
必
要
な

サ
ポ
ー
ト
・理
解
を
し
て
く
れ
な
い

利
用
者
と
家
族
の
希
望
が

一
致
し
な
い

利
用
者
は
何
を
や
っ
て
も
ら
っ

て
も
当
然
と
思
っ
て
い
る

利
用
者
に
適
切
な
ケ
ア
が

で
き
て
い
る
か
不
安
が
あ
る
。

業
務
に
対
す
る
社
会
的

評
価
が
低
い

健
康
面
（感
染
症
、
怪
我
）

の
不
安
が
あ
る

精
神
的
に
き
つ
い

身
体
的
負
担
が
大
き
い

（腰
痛
、
体
力
に
不
安
）

夜
間
や
深
夜
時
間
帯
に
何
か

起
き
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安

有
給
休
暇
が
取
り
に
く
い

休
憩
が
と
り
に
く
い

仕
事
内
容
の
わ
り
に
賃
金
が

低
い

人
手
が
足
り
な
い

(出典)(財)介護労働安定センター 「平成21年度介護労働実態調査」



直前の介護の仕事を辞めた (他の介護事業所へ転職した)理由 :

○  「事業所等の理念や運営のあり方に不満がある」、「職場の人間関係に問題があった」
「他によい仕事・職場があった」「自分の1晋来の見込みが立たなかったJという理由で、
職)している者が多い。

、「収入が少なかった」、

退職 (他の介護事業所へ転

(%)

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

直前の介護の仕事を辞めた理由(複数回答)

(437)      (1′ 113)     (1′ 220)     (1,062)      (237)

(注 )()内 の数値は回答者数 (回 答労働者数 :6,230)

(資料出所)(財 )介護労働安定センター「平成21年度介護労働実態調査」

家
族
の
看
護
・介
護

結
婚
・妊
娠
・

出
産
・育
児

病
気
書
同
齢
の
た
め

定
年
・雇
用
契
約
の

満
了

家
族
の
転
職
・転
勤
等

事
業
所
等
の
理
念
や

運
営
の
あ
り
方
に
不
満

職
場
の
人
間
関
係
に

問
題
が
あ
っ
た

自
分
に
向
か
な
い
仕
事

だ
っ
た

自
分
の
将
来
の
見
込
み

が
立
た
な
か
っ
た

収
入
が
少
な
か
っ
た

他
に
よ
い
仕
事
・職
場

が
あ
っ
た

人
員
整
理
・退
職
勧
告
・

法
人
整
理
等

(1′484)
(1′ 59助 (22鋤 (244) (241) (493) (270)
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事業所の早期離職防止や定着促進のための方策について

多<の事業所が「早期離職防止や定着促進に最も効果のあつた方策」として挙げている事項は、以下の事項である。
・ 賃金・労働時Fo3等の労働条件を改善する
・ 職場内の仕事上のコミュニケーシ∃ンの円滑化を図っている
・ 非正規社員から正規社員への転換の機会を設けている (特に施設系に効果)

・ 労働時間の希望を聞<(特に訪間系に効果)

(%)

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

早期離職防止や定着促進に最も効果的な方策

６２

離
職
理
由
を
分
析
し
、
早
期
離
職

防
止
等
の
方
策
に
役
立
て
る

子
育
て
支
援
を
行
う

職
場
環
境
を
整
え
る

福
利
厚
生
を
充
実
さ
せ
、
職

場
内
の
交
流
を
深
め
る

経
営
者
等
と
従
業
員
が
経
営

方
針
等
を
共
有
す
る
機
会
を

設
け
て
い
る

職
場
内
の
仕
事
上
の
コ

ミ
ュ
一ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑

化
を
図
っ
て
い
る

健
康
対
策
や
健
康
管
理

に
力
を
入
れ
て
い
る

悩
み
、
不
満
、
不
安
な
ど
の

相
談
窓
口
を
設
け
て
い
る

仕
事
内
容
の
希
望
を
聞
く

労
働
時
間
の
希
望
を
聞
く

能
力
開
発
を
充
実
さ
せ
る

新
人
の
指
導
担
当
・ア
ド

バ
イ
ザ
ー
を
置
い
て
い
る

非
正
規
社
員
か
ら
正
規
社
員
へ
の

転
換
の
機
会
を
設
け
て
い
る

能
力
や
仕
事
ぶ
り
を
評
価
し
、

配
置
や
処
遇
に
反
映
す
る

賃
金
・労
働
時
間
等
の

労
働
条
件
を
改
善
す
る

願訪問介護 鷹通所介護  特別養護老人ホーム ・老人保健施設 (出典)(財)介護労働安定センター 「平成21年度介護労働実態調査」



地域別の離職率の状況

事業所の所在する地域別の離職率を見ると、都市部ほど離職率が高<なる傾向が見られる。

地域別離職率

施設介護職員篭る.7

介護職員

16.1

15。 2

訪間介護員

(%)

30

20

10
町
村

他
の
市
口区

政
令
指
定
都
市
ロ

２
３
区

(資料出所)(財)介護労働安定センター「平成2」 年度介護労働実態調査」
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都道府県別有効求人倍率評成22年 7月 )

○ 介護関係職種の有効求人倍率は、地上或ごとに、大きな差異がある。
○ 基本的には、職業計の揚含と同様、介護関係職種の有効求人倍率も、地方よりも都市
部の方が高 <な っている。東北・北海道、九り中|・ 沖縄では、介護関係職種の有効求人倍
率が 1を下回っている場合が多い。

都道府県別有効求人倍率 (平成22年7月 )

(資料出所)厚生労lSl省「職業安定業務統計」

(注)介護関連職種は、ホームヘルパー、介護支援専門員、介護福祉士等のこと。
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介護事業に従事する介護職員と看護職員の数の推移

介護職員に比べて、看護職員の増加の伸びが小さ<な つている。

(万人)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

介護職員と看護師・准看護師との常勤換算従事者数の比較

介護職員
―

/
看護師鳳准看護師

H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

介護職員と看護師・准看護師の常勤換算数の増加率

常勤換算従事者数 (万 人 ) 増加率 (%)

平成 12年度 平成 13年度 平成 14年度 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成20年 度 平成12～ 20年度 平成19～ 20年 度

看護師・准看護師 11.7 12.9 14.1 14.7 15.4 15.7 16.1 16.1 16.3 40.1 1.7

介護職員 34.3 43.5 50.0 58.0 65.8 73.9 79.0 82.8 86.5 152.1 4.6

(資料出所)厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」
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介護の担い手と介護職員の見通し

0 2007年から2025年にかけて、生産年齢(15～64歳)人□は約15%減少し、労働力人□も約5～
13%程度減少すると見込まれる。一方、必要となる介護職員数は倍増すると推計される。

○ この結果、現行のサービス水準を維持・改善しようとする場合、労働力人□に占める介護職員数の害」
合は、2007年から2025年にかけて、倍以上になる必要があると見込まれる。

生産年齢人口、労働力人口、必要介護職員数の見通し(試算)

(万人) (万 人)

10′000

労働力人口に占める介護職員の割合

8′ 000

4′ 000
(資 料出所)国立社会保障 。人□問題研究所「日本の1零来推計人□(平成18(2006)年 12月 推計)J

雇用政策研究会「労働力人 EIの見通 し(平成 19年 42月 )」 、社会保障国民会議「医療・

介護費用のシミュレーションJ、 総務省「労lelヵ 調査」、「人□推計J、 厚生労 lll省

「介護サービス施設 。事業所調査」

注)2025年 の生産年齢人□は出生中位 (死亡中位)推計の値。労働力人□は20」 7年から2030年

の「労10J市場への参加が進んだケース」と「進まないケース」が平均的に減少すると仮定して

試算したもの。2025年の介護職員数は社会保障国民会議のAシナリオ～82・ B3シナリオ

の値c
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必要介護職員数

(右 目盛)

約5～ 13%減

5′ 820～

6′320程度

約80～ 117%増

ｎ
∠

　
ツ

‘
．‘撃
『

Ｆ
ヽ
υ
　
　
¨
ヽ
」
卜
ｔ

2007年 2025年

介護職員数 1172万人 212～255万人

労働力人□ 6,669万人 5,820-6,320万 人

害」含 1.8% 3.4～44%
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医療・介護分野全体の人材の見通し

2025年には、必要となる医療・介護分野全体の人材数は、労働力人□の 1害」前後になると見込まれる。

10′000

8′000

6′000

4′000

生産年齢人口、労働力人口、必要となる医療・介護分野全体

の人材数の見通し(試算)

(万 人)                              (万 人)

労働力人口に占める医療・介護分野全体
の人材の割合

(資料出所)国立社会保障 。人□問題研究所「日本の1専来推計人□(平成18(2006)年 42月 推計)」

雇用政策研究会「労llll力 人□の見通し(平成 19年 12月 )」 、社会保障国民会議「医療・

介護費用のシミュレーション」、総務省「労lll力 調査」、「人□推計」、厚生労働省

「介護サービス施設・事業所調査」

)主 )2025年の生産年齢人□は出生中位 (死 亡中位)推計の値。労llll力 人□は2017年から2030年

の「労働市場への参加が進んたケースJと「進まないケース」が平均的に減少すると仮定して

試算したもの。2025年の医療・介護分野全体の人材数は、社会保障国民会議のAシナリオ～

B3シナリオの値。
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労働力人口
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2007   2025

必要となる医療=介護

分野全体の人材数

(右 目盛)
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6′ 669 6′
:20ri度

2007年 2025年

医療 。介護分野

全体の人材数
385万人 551～684万人

労働力人□ 6,669万人 5,820～ 6,320万人

害」含 5.8% 8.7ヘノ11.8%
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マンパワーの必要量のシミュレーション
(「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用のシミュレーション」より)

(注 1)実数の見込みを示したものである。
(注 2)医師・看護職員・医療その他職員の非常勤の割合については、現行から変動する可能性があるので、5%程度幅のある推計値となっている。
(注 3)医師及び看護職員については、病棟については病床当たりの職員配置を基本に配置増を織り込んで推計し、外来については患者数の伸びに比例させて

推計した。また、在宅の看取リケアの体制強化を一定程度見込んだ。さらに、急性期や亜急性期 '回 復期等の病床に勤務する医師及び看護職員について
は、役割分担による負担軽減を見込んでいる。医師については、他の職種との役割分担により、B¬ シナリオでは10%、 B21B3シナリオでは20%業務量
が減ることを見込んだ(平成19年度厚生労働科学研究「質効率向上と職業間連携を目指した病棟マネジメントの研究」を踏まえて計算)。 看護職員につい

ては、医師の業務を分担する分と、他の職員に分担してもらう分とが相殺すると仮定した。

(注4)介護職員は施設・居住系については利用者数の伸びを、在宅については利用額の伸びにより推計。Bシナリオでは施設のユニット化推進による職員増を
見込むとともに、訪問介護員については非正社員(1月 の労働時間617時間)が介護職員の非正社員 (1月 の労働時間1209時間)並みに勤務すると仮定
して推計している。((財 )介護労働安定センター「平成19年度介護労働実態調査」による。)

(注 5)医療その他職員には、病院・診療所に勤務する薬剤師、OT,PTなどのコメディカル職種、看護補助者、事務職員等が含まれる。           32
(注 6)介護その他職員には、介護支援専門員、相談員、OT,PTなどのコメディカル職種等が含まれる。      .
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B2シナリオ B3シナリオ

医 師 27. 5万 人 32.

～   34.
9万人

3万人

31.7万人
～  33.1万人

32.1万 人

～  33.5万 人

32.

～   34.
7万人

1万人

看護職員 132. 2万 人 169.6万人

～ 176.7万人

179.7万人

～ 187.2万人

194. 7フラノk
～ 202. 9万人

198. 0万人

～  206.4万人

介護職員 117.2万 人 211,7万 人 250. 1万人 255.2万人 255.2万人

医療その他職員 78.1万 人 83.

～   87.
4万人

6万人

94. 5万 人

～ 99.1万人

108.1万 人

～ 113.5万人

109.6万 人

～ 115.1万人

介護その他職員 30. 0フラノk 53.5万 人 71,8万 人 73.6万 人 73.6万人

合計 385. 0万人 551.1万 人

～ 563. 8万人

627. 8万人

～ 641.3万 人

663,7万人

～ 678.7万 人

669. 1万 人

～ 684.4万人



1.介護人材の確保と処遇改善の推進方策

②これまでに講じられた主な施策

(参入支援・処遇改善)



介護関係の職業訓練制度等

介護分野においては、補正予算等を通じて、ニーズに応じた様皮な参入支援策

を講じている。



問合せ先  |   ハローワーク

I 概要

・基金訓練の修了者を、6か月間、企業現場 (介護分野の場
合は、介護施設等)で雇い入れて職場実習を行い、正規雇
用につなげる事業

薔介護施設に対し、実習期間中及び正規雇用した場合の助
成措置がある

Ⅱ 特徴

○介護施設の皆様

□介護施設に対して、実習期間中
と、実習終了後に、正社員に雇い

入れた場合、各々に助成措置 が

ある
・実習型雇用中 :月 10万円
・正社員で雇用した場合

:さらに100万円 (半年定着後
に50万円、さらに半年定着
後に50万円)

□実習終了後に、正社員採用の是

非を判断することができる。

○求職者のメリット

□訓練終了後、実務経験を積み、正

規就職を目指したい者向け。(資

格がない者でも利用可能 )

受 入 事 業 所

実習型雇用

※ 実習期間
(6ヶ月 )

実

習

期

間

終

了

就職
(期 間の定めなし)

職場定着

[メンターによる

指導等]

[実習結果を

踏まえた評価 ]
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I 概要

・離職者の再就職を実現するため、無料の職業訓線を実施する
事業

J副|1練のコース

介護・福祉等の新規成長分野での再就職に必要な実践能力
を習得するための訓練(3か月～6か月)を実施。職場実習に
ついては、教育副|1練機関等から介護事業者に委託して実施。

さらに、公共職業部1練で1よ、介護福祉士の資格取得を目的と
した長期間の職業調練(2年以下)を実施。

基金訓練 :(独 )雇用・能力開発機構
各都道府県センター

公共職業訓練 :各都道府県職業能力主管課 (部 )

Ⅱ 特徴

○介護施設の皆様

□実習生の適性を把握した後、雇用
に繋げることができる。

○求職者のメリット

□無料で講座を受講でき、資格取得
などを目指せる。
※テキスト代等実費については、

自己負担

問合せ先

t甕幣鳳

―

。3・・舗撼腱|●●猾

樹

臥
揖

繊
狩
劇

調
響
鋤

訓
授
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摂
腱

暖
ら
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―
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一　
　
　
　
　
か

の

動

方
籟
測

磯
胡

施

乳
鋤
瀬

就
職

3か月～2年

T驚 野ぶ乱猟 |
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I 概要

口求職者を1年以内の期間雇い入れて、介護資格を取得するために養
成施設に通学させながら、休校日等に介護労働に従事してもらう事業

・介護福祉士を目指す事業は¬年契約を更新して2年間の事業実施が
可能

○ 講座受講中の週間スケジュール (例 )

9:00

12:10

13:10

¬6:20

17100

1830

等
蝉　　卿抑

赫　　設への癬

け
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け

お

　
　

りヽ

お

に
　
　
か
　
に

関
　
　
関

設

機

み

機

施

成

休

成

護

養

昼

養

介

□
■
国
鍮

〆
―
―
―
―
―
ｌ
ｔ

ヽ
―
―
―
―
―
―
ノ

月曜 火曜 水曜 木曜    金曜
※ なお、夏期・冬期等の長期
休暇中は通常シフトで勤務可能

Ⅱ 特徴

○介護施設の皆様
□対象者の給与と、資格養成機関への受講料に

ついては、一切負担はない。(自 治体からの委

託費 )

○求職者のメリット
□1年間にもわたる雇用の中で、ホームヘル
パー等の資格を取りたい者向け。

□無料で資格養成講座の受講ができる。
□働いている時間に加え、受講時間についても
給与が支給される。二

ｉ

問合せ先
各ハローワーク

各都道府県福祉人材センター・バンク

○ 求人条件に応じた方を紹介する
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平成21年度介護報酬改定について

平成21年度介護報酬改定  (+3.〇%改定)

訪

サ

通

サ

「改
　
一

施

サ

1.介護従事煮の人材確保 。処遇改善   l

負担の大きな

業務への評価

ン ==ニミョ       E

う間系
ナービス |

]彊否ス |

設系
―ビス

サービス提供責任者の

業務への評価 ・研修実施等の評価

。有資格者害」合の評価
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中

一　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

』

一　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

¨

地
域
毎
の
人
件
曹
（を
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ま
え
基
見
直
し
等

認知症患者や独居高齢者
へのケアマネ業務の評価

1鼎慰天あ罪橋応じた   〕
夜勤業務への評1面

看護体制の評価

i露辱指肇習

矢0症文」
Tの 〕

看取り業務へ9可岬   」

(1)医療と介護の機能分化・連携の推進

(2)認知症高齢者等の増加を踏まえた認矢□

(1)サービスの質を確保した上での効率的かつ適正なサービスの提供

(2)平成18年度に新たに導入されたサービスの検証及び評価の見直し

処遇改善の取組への

総合支援策

雇用管理改善に取り組む事

業主への助成 (※ )

効率的な経営を行うための

経営モデルの作成 。提示

介護報酬改定の影響の

事後的検証 (※ )

潜在的有資格者賛成支援等
の介護人材確保策 (※ )

社会的評価を高めるための

広報 。普及 (※ )

(※ )予算案計上項目

介護従事者の処遇改善に向

けた取組に関する情報公表  |
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介護従事者処遇改善臨時特例交付金 (平成20年度補正)

としつつ、それに伴 う介護保険料の急激な上昇の抑制等を行う。

(内容 )

○ プラス3.0%の介護報酬改定により介護従事者の処遇の向上を図る。

○ このプラス3.0%の介護報酬改定に伴う保険料の上昇を抑制する措置

を講じることとし、

改定による平成21年度の上昇分の全額

改定による平成22年度の上昇分の半額

について、被保険者の負担を国費により軽減。
・65才以上の者 (第 1号被保険者)の保険料分については、市町村に基金を設置。

・40～64才の者 (第2号被保険者)の保険料分については、財政の厳 しい組合等に限定 して交付。

(F~f要篠:) 1,154イ 意円  (第 1号保険料分 631億円、第2号保険料分 443億 円、準備経費 79億円)

改定増分

改定増の半分
特別対策に伴う
保険料 (月 額平均)の
変動

自然増現
在
の

保
険
料
水
準

(保険料上昇抑制のイメージ)
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平成21年度介護従事者処遇状況等調査の結果の概要

1.平成2可 年4月 から9月 の間に、定期昇給を含め何らかの給与等の引き上げを実施した
施設・事業所は、全体の68.9%であり、平成21年 10月 以降に実施する予定を含める
と81.6%となつている。

2.平成20年及び平成21年ともに施設・事業所に在籍している介護従事者の平均給与額
は、平成20年「221,000円 」、平成21年「229,930円 」で、「8,930円 」増額。

3、 平成20年及び平成21年ともに施設・事業所に在籍している介護従事者の平均給与額
の増加額は、サービス別にみると「51560円」から「12,160円 」となっている。

参考 :施設・事業所別にみた介護従事者の平均給与額

平成20年 9月 平成21年 9月
差引

(平成21年 一平成20年 )

介護老人福祉施設 269,720円 281,880円 12,160円

介護老人保健施設 283,680円 295,230円 11,550円

介護療養型医療施設 297,780円 304,090円 6,310円

訪間介護事業所 129,350円 134,910円 5,560円

通所介護事業所 189,070円 197,540円 8,470円

認知症対応型共同生活介護事業所 196,980円 205,830円 8,850円

居宅介護支援事業所 298,210円 307,550円 9,340円

※ 介護職員処遇改善交付金は平成21年 10月 から交付されており、その影響は本調査結果に含まれていない。
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介護職員処遇改善交付金

○介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万 円の賃金引上げに相当する額を介護職員

の処遇改善に取り組む事業者へ交付

021年 10月 サービス分から実施し、24年 3月 までの2.5年分を予算計上

(21年度第1次補正予算 事業規模 :約 3,975億円)

022年 10月 サービス分から、キャリアパス要件の適用が始まる。

執行のイメージ

① 都道府県が基金を設置して実施する。

(支払いは国保連に委託)

② 財源  :国費10/10



(参考)平成22年度介護従事者処遇1犬況等調査について
1.目的

平成21年度介護報酬‖改定及び介護職員処遇改善交付金が介護従事者の処遇改善
に与えた影響を把握することを目的とする。

2。 調査時期
平成22年7月 1日 (平成22年6月の処遇状況等を記入)

3。 調査対象
調査対象施設・事業所 三 約8,000施設・事業所
調査対象従事者   : 約70,○ ○○人

4.調査項目

(1)施設 :事業所票
給与等の引上げ状況、介護従事者の処遇状況、収支の状況、加算の取得状況 等

(2)従事者票
性別、年齢、勤続年数、勤務形態、労働時間、資格の取得状況、兼務の状況、基

本給額、一時金額 等

5。 公表時期 (予定)

平成22年 12月 を目途に社会保障審議会介護給付費分科会調査実施委員会に報告
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これまでの主な指摘事項①
・・1■卜,1■  r` 11・ 、1・ ,`11:.メ

1ヽ
い F`1海

研究会・団体等からの指摘事項

○ 地域包括ケア研究会報告書 (平成22年 3月 )

・ 介護人材の確保・定着促進を図るためには、介護事業者内での教育の充実や、介護事業者における適正な

雇用管理の実施を図つていくことが重要であるが、そのためには、介護事業者の規模の拡大、他の介護サービ

スや他業種との組合せによる事業実施の推進等を通じて、介護事業者による組織経営の安定化・効率化を図

ることが必要である。 (組織経営の安定化・効率化の観点からは、一定の事業者規模を有することが重要であ

り、事業所規模は小さくても構わないと考えられる。)

・ そのため、以下のような施策を検討すべきである。
* 組織経営の安定化=効率化の推進という目標を勘案しつつ、指定基準を設定する。また、介護報酬につい

ても、必要な工夫を行う。
*複 数のサービスをパッケージ化して提供する複合型事業所を創設する。これにより、規模の拡大に基づく

組織経営の安定化・効率化が図られ、処遇改善や人材育成の取組みの充実が期待される。

・ 平成21年度第1次補正予算で実施されている「緊急人材育成就職支援基金事業」では、介護分野等につい

て、非正規離職者、長期失業者などに対する職業訓練が拡充されている。また、緊急雇用対策 (2009年 10月 )

においては、施設等で働きながら介護福祉士や訪間介護員2級の資格を取得することを支援する『「働きながら

資格をとる」介護雇用プログラム』(給与・研修費用の相当額を事業主に支給)が創設された。

・ これらは、平成22年度又は平成23年度までの時限措置であるが、期限以降も、これらの取組みの成果等を

踏まえつつ、介護労働市場への参入を支援する施策を講じるべきである。

口平成21年度第1次補正予算で実施している「現任介護職員等の研修支援」及び「介護職員処遇改善交付金」

については、平成23年度までの時限措置であり、その後の対応を検討する必要がある。
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これまでの主な指摘事項②

研究会・団体等からの指摘事項

○ 良質のサービスを提供するために (平成22年4月 UIゼンセン同盟 日本介護クラフトユニオン)

・ 介護従事者が、希望と誇りを持つて働くための賃金水準は、『全産業平均以下であつてはならない』と考え、介護保険制度の
下で働く人たちは、誰でも真面目に働けば、日本の労働者が平均的に受け取つている賃金水準を確保されるべきである。
このことは、仕事への意欲を支え、結果としてサービスの質の向上、雇用の安定、人材確保につながる。
NCC∪は、厚生労働省の「賃金センサス」を根拠として、「常勤者 (月 給者)年収450万円以上、非常勤者 (時給者)は均等待遇

で、時給1800円 以上」と設定している。また、管理職等、重責にある者についての賃金水準は、より高い設定が求められる。
日 (略 )介護職員処遇改善交付金については早急に介護職員の限定枠を解除するとともに、2012年以降は、現状の介護職員処
遇改善交付金の予算額を確保した上で、基本介護報酬単価として反映させるべきである。
「介護従事者の賃金を4万円引き上げる」との民主党の政権公約については、早急に、介護従事者の賃金増を担保した公約
実現への工程を明確に示すべきである。

02009年度社会保障改革委員会 提言 (平成 22年6月 経済同友会 )

・ 2009年度に介護報酬は3%プラス改定されたが、必要な財源は国庫が負担した。人材不足の緩和や賃金の引き上げをねら
いとした改定であったが、本来的には、介護事業者の経営努力による生産性の向上や、付加価値の高いサービスの提供等に
よつて、収益と処遇の改善は実現されるべきである。

O介 護保険を持続・発展させるための 1000万 人の提言 (平成22年3月 介護保険を持続・発展させる100o万人の

輸 )

・ 今後は、まず、介護従事者一人ひとりの所得を上げるべきです。給与が上がることで働く意欲、学習意欲、介護の質の向上に
事業者・介護従事者共に励める体系作りが必然になると思います。

・ 介護従事者の生活設計が描ける賃金は常勤型で年収450万円です。均等待遇の考え方を適用して、非常勤型で1時間当た
り1′ 800円となります。また、22歳からは一人で生活できる給与水準を保証することが必要であり、最低でも年収240万 円が相当
金額であると考えます。



介護人材を巡る現状を踏まえた論点①

○ 経済情勢の変化や諸施策 (職業訓練の充実・処遇改善等)の

実施等によつて、全国的には、介護人材の確保を巡る情勢は大

幅に改善してきている。

※ 有効求人倍率 :2.53(平 成20年 12月 )→ 1.23(平成22年 7月 )

※ 介護職員の離職率 (平成21年度):17.0% 《産業計 :16.4%》

※ 介護職員の入職率 (平成21年度):25.0% 《産業計 :15.5%》

○ 介護人材を巡る状況は、就業形態・事業所・地域ごとに差異
がある。

○ 離職率や賃金、人材育成の取組の実施状況等は、事業所ご

とに差異がある。事業所規模別に比較すると、規模が大きいほ

ど、人材育成の取組が行われているとともに、離職率が低く、賃

金が高くなる傾向にある。

○ 負担が大きい、休暇や休憩が取りにくい等の雇用環境に関連

する悩みを抱える介護職員が多い。また、早期離職防止や定着

促進に効果があつた方策として、労働条件の改善、コミュニケー

ションの円滑化、労働時間の希望を聞く等の雇用管理に関わる

取組を挙げる事業者が多い。

○ 効果を検証しつつ、財源の

制約も考慮しながら、これまで

講じてきた施策の取扱いを検
‐

討すべきではないか。

○ 就業形態・事業所・地域ごと

の差異等に応じた対応を講ず
るべきではないか。

○ 事業者による人材育成 E雇

用管理の取組を促進すべきで
は な い か 。

○ 事業者における人材育成や

雇用管理の取組を促進すると

いう観点から、介護事業者の

規模の拡大を図ることについ
て、どう考えるか。
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介護人材を巡る現状・課題を踏まえた論点②

○ 事業所内で中核的な役割を担うことが期待される常勤労働者で
ある介護職員については、産業計と比較して、賃金が低く離職率が
高い傾向にある。一方で、短時間労働者である介護職員について
は、産業計と比べて1時間当たりの所定内給与が高く、離職率が低
い傾向にある。中核的な役割を担っていく介護職員の確保・育成が
必要。

○ やりがいを求めて介護分野に入職してくる者が多く、また、ケアの
提供に不安を感じている介護職員が多い。介護人材の定着のため
には、業務経験を重ねるごとに、やりがいが高まり、ケアの技能が
高まっていくような仕組みを構築することが必要。

、要となる介護人材数は増加する一

人口は減少する。このため、将来に
わたつて介護人材の確保が大きな課題になる。

○ 医療二一ズのある要介護高齢者が増大する一方で、少子高齢
化の進行により、医療・介護分野全体で考えても、人材の確保が
困難になる。

※ 労働力人口に占める介護職員の割合
1.8%(2007年 )→ 3.4～ 4.4%(2025年 )

※ 労働力人口に占める医療・介護分野全体の人材数
5.89%(2007年 )→ 8,7～ 11.8%(2025年 )

○ 中核的な役割を担うこと
を希望する介護職員がキャ
リアアップできるようにすべ

きではないか。

○ 人材の量的確保と資質向
上を同時に達成するため、
間口を広く保ち労働力確保
を図りつつ、希望する者が

キヤリアアップできる仕組み
の構築が必要ではないか。

○ 医療・介護人材の役割分
担の在り方を検討すべきで
は な い か 。
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2u労働法規遵守、キャリアアップ等の促進策



労働基準法の遵守状況

社会福祉施設は、全産業と比較して労働基準法に違反している害」合が高い。また、個別 (主要条文

別)にみると、その差はさらに大きい傾向にある。

労働基準法違反事業場比率

平成18年 平成19年 平成20年度

社会福祉

施設
全産業

社会福祉
施設

全産業
社会福祉

施設
全産業

78.50/o 67.40/o 75,00/o 67.90/o 77.50/o 68.50/o

15.60/o 9.5% 14.30/o 10.60/o 15.50/o 11.20/o

35.60/o 23.80/o 34,00/o 24.60/o 32.20/o 25.20/o

36.60/o 17.10/o 32.7% 17.50/o 35,80/o 18.10/o

27.10/o 12.70/o 26.90/o 12.70/o 24.30/o 12.50/o

15.80/o 6.30/o 13.30/o 6.7% 14.9% 7.0%

48
(資料出所)厚生労働省「労働基準監督年報」



介護サービス事業者の指定拒否

介護保険法の規定に基づき、介護保険法や保健医療・福祉関係の法律に違反して罰金刑を受けている

者や、社会保険各法の規定に基づき滞納処分を受けている者については、指定拒否を行うこととされて

いる。

【指定居宅サービス事業者の場合 l

(1)申請者が以下のいずれかに該当するときlさ指定をしてIきならない(要新時も同じ)。

①法人でないとき

②人員に関する指定基準を満たしていないとき

③設備、運営に関する指定基準を満たしていないとき

④禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき

⑤介護保険法その他保健医療福祉に関する法律(※ )により罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者であるとき

※ 老人福祉法、高齢者医療確保法、社会福祉士及び介護福祉士法、児童福祉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法等

⑥社会保険各法(※ )が定める保険料等について、当該申請をした日の前日までに、滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から

正当な理由なく3ヶ月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納してい

る者であるとき

※ 介護保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年全保険法、国民年金法等

⑦指定取消から5年を経過しない者であるとき(指定取消手続中に自ら廃止した者を含む。)

③申請前5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき  等

(2)上記の②・③・④・⑤等に該当する場合は、指定の取ιl消しスIさ指定の効力停止を行うことができる。
L_____― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― "― ― ― ― ― ― ― ― … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 』

※ ⑤・⑥については、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指

定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サー
罫1諷義ξ径雀楊髪禽課員顕驚

者 49
の指定等に関しても、同様の規定が設けられている。なお、⑥については、各事業者・施設



介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件

①

ｌ

２
３

冒.キ ャI′ アパスに関する喜件

次のコから3までに掲げる要件に該当していること。
介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
1に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃全体系 (一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている。
1及び2の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
(注) 就業規則「等」については、法人全体の取扱要領的なものや、労働基準法上の作成義務がない小規模事業所 (場)における内

規等を想定。

② ①によりがたい場合は、その旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。
介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標及びその具体的な取り組みを定

めている。

1 「資質向上のための目標」のlallは 次のとお り。
(1)利用者のニーズに応 じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術・能力 (例 :介護技術・コミュニケーション能力・

協調性 。問題解決能力・マネジメン ト能力等)の 向上に努めること。
(2)事業所全体での資格等 (例 :介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率向上。

2 「具体的な取 り組み」については次の (1)又は (2)に掲げる事項を必須 とする。
(1)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施 (OJT、 OFF」T等)するとともに、介護職員の能力評価

を行 うこと。

(2)資格取得のための支援 (例 :研修受講のための勤務シフ トの調整、休暇の付与、費用 (交通費・受講料等)の援助等 )

2。 適ni時期  ①届出期限 :平成22年 9月 末日     ②減算の適用時期 :平成22年 10月 サービス分～

L30減算率 サービスギとの交付金の額刈 0%を減算          |
4。 キャI′ アパスの普及
キヤリアパス要件の設定とあわせて介護職員のキャリアパスの仕組みの普及・定着に向けての関係者の取組みを促進することを目的とし

て、関係団体及び有識者による公開の意見交換の場を設けるとともに、各種団体等が作成したキャリアパスモデルの公表等を行つている。
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代替職員の確保による現任介護職員等の研修支援事業

緊急雇用創出事業の拡充に伴い、介護職員等 (介護保険サービス事業その他の福祉サービスに従事する職

員)の資質向上等を図るとともに、地域におけるさらなる雇用創出を図る観点から、「介護職員等を研修等に派

遣する場合に必要な代替職員を雇用する事業」を、緊急雇用倉1出事業の事業例として新たに位置づける。

1具体的な事業例

〆
〆'W′

II     ~・
~‐

事業所等 (介護サービス事業所又は施設)が、現任介護職員等 (現に雇用する介護職員等)の資質向上

を図るため、当該現任介護職員等を事業所等が策定する研修計画に基づく研修等に参加させる場合に必

要な代替職員を雇用する事業

<事業例2>

外部機関からの依頼等に基づき、介護職員等の資質向上等のための研修における講師として、現任介

護職員等の派遣等を行う場合に必要な代替職員を雇用する事業



介護職員関係の資格 研修
(訪間介護員の場合のイ ―ジ図)

・

メ

<国家資格>

H24.3に養成

終了予定。介

護職員基礎研

修に一本化の

予定。

H22.4～

介護報酬

算定外 52

<上級レベル>

中級レベル>
訪問介護員 (ホ

ロム倒l′1°
日)養成研修 1級課程

サービス提供責任者

<初級レベル>
訪問介護員 (ホ

ロム倒レヽ
°‐)養威研修 2級課程

訪間介護員(新人)等

― ― ― ・ ― ― ―  ・ ― ―  … … …  ―  口  … …
 …  …  ―  "…

…
 
…
 …  

…  ■

L_口 ___―蓄叩含委員 (ホームヘルパー)養成研修3級課程      :



介護職員関1系の資格・研修②

定義 カリキュラム等
資格取得者数

研修修了者数

介護

福祉士

介護福祉士の名称を用いて、専門

的知識及び技術をもって、身体上又

は精神上の障害があることにより日常

生活を営むのに支障がある者につき

心身の状況に応じた介護を行い、並

びにその者及びその介護者に対して

介護に関する指導を行うことを業とす

る者。
(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2

項 )

①

②

厚生労働大臣が指定した養成施設を卒

業する方法(24年度から、介護福祉士国

家資格に合格することが必要になる予定)

2年間・1,800時間

3年以上介護等の業務に従事した者等
が介護福祉士国家試験に合格する方法

現行では、24年度以降は、3年以上十

600時間となる予定だが、現在、検討中。

81.1万人

(21年 9月 末現在 )

介護職員

基礎研修

介護に従事する職員が行う業務全

般に関する専門的な知識及び技術を

修得することを目的とする。
(介護保険法施行規則第22条の23第 2項に

規定する厚生労働大臣が定める基準 )

500時間

(講義・研修360時間、実習140時間)

※ ホームヘルパー研修課程を修了した者

については、実務経験年数により受講を
一部免除。

0.6万人

(21年 3月 末現在 )

訪間介護

員研修

(1級・2級
課程 )

訪間介護員が行う業務に関する知

識及び技術を修得することを目的とす

る(1級は、2級課程で修得した知識

及び技術を深めること等を目的とす

る)。

(介護保険法施行規則第22条の23第 2項に

規定する厚生労働大臣が定める基準)

1級 :230時間

(講義84時間、演習62時間、実習84時間 )

2級 :130時間

(講義58時間、演習42時間、実習30時間 )

1級 :18.3万 人

2級 :284.1万 人

(21年 3月 末現在 )
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今後の介護人材養成の在り方に関する検討会 中間まとめ概要

～現任介護職員が介護福祉士受験資格を取得するための養成の
在り方等に関する意見の要点と今後の検討の方向性について～

(平成22年 8 13日 )

○ 介護福祉士の資格取得方法については、その資質向上を図る観点から、平成19年度に法改
正を行い、実務経験ルート(改正前は実務3年 +国家試験)に 6月 (600時間)以上の課程を新た
に義務付け、平成24年度より施行することとされたところ。

○ しかしながら、これによる資質向上が期待される一方、現在の介護分野においては、離職率
が高く、地域 |二よつては人手不足が生じてぃる等の課題があり、介護人材の量的な確保に自け
た見直しが必要との意見がある。

―

○ このため、資質向上と量的確保が可能な限り両立されちよう、介護分野の現状に即した介護
福祉士養成の在り方について検討を行うとともに、介護職員全体のキャリアラダー構築に資す
るため、                   言可堪当萄うもの。      ・

介護職員研修等実施状況調査の結果について

介護福祉士の資格取得方法の見直しに関するご意見募集の結果について

○

　

○
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.3.意見の要点と今後の検討の方向I性について  「

【介護福祉士資格取得までの養成の在り方について】

○ 多様な経歴の人々が介護の仕事へ参入できるよう間口を維持しつつ、段階的な技能形成を可能にす

ることで、量の確保と資質の向上が両立できるようにすることが必要。

○ 現状での支援策等を前提とする限り、今回の介護職員研修等実施状況調査の結果を踏まえると、600

時間課程を平成24年度から予定どおり施行することに対応できない事業者、従事者が多数である。

○ 実務者が介護福祉士資格取得に至るプロセスの検討にあたつては、600時間課程、介護職員基礎研

修、ホームヘルパー2級研修等との関係を見直し、従事者が働きながら段階的にステップアップができる

研修受講が可能となるよう、研修体系を再編することが必要。

その際、新しい研修体系の中においても、現行のホームヘルパー2級相当の介護職員の導入的な研修

は維持すべき。

○ その体系の再編にあたつては、各段階の介護職員の役割、求められる能力、キャリア等との関係を明

確にし、段階的な技能形成とキャリアラダーの構築を図ることが必要。

○ 介護福祉士に至るまでの教育の在り方については、600時間程度の研修が必要という意見と、600時

間課程は現実的ではないとする意見があるが、介護福祉士取得段階の到達目標としては、利用者が望

む質の高いサービスが提供できるよう、専門性の向上、根拠に基づく介護の計画的な実施、医療職等と

の連携、未経験者等への指導を行うことができることとすべき。

○ さらに、現在、介護職員のたんの吸引等の医療的ケア実施にかかる検討が行われており、このことは

介護福祉士の教育内容とも密接にかかわることから、その議論を踏まえつつ、介護福祉士の実務経験
ルートの教育内容の在り方についても見直しを検討すべき。
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【研修の実施方法について】

○ 実務者が身近な地域で、無理なく、効率的に学習できるよう、多様な教育資源を活用し、多様な方法で
学習できる方策や一定の要件を満たす研修受講歴を読み替える仕組み等を講ずるべき。

【研修の受講支援策等について】

○ 利用者に質の高いサービスを提供するために、従事者は自ら資質の向上に努めること、事業者は従
事者の研修機会の提供・確保に努めるとともに、従事者の資質向上に応じた処遇改善に努めること、養
成関係者は多様な学習プログラムロ方法の開発に努めることが必要。

○ 国及び地方公共団体は、実務者の学費負担の軽減、事業者の代替職員確保に対する支援策を講ず
る等、介護職員が研修に参加しやすい環境整備に努めるべき。

○ 国は介護職員の資質向上の努力を促進する報酬体系等のあり方について検討すべき。

【施行時期等について】

○ 医療的ケア実施に係る教育内容等の検討、介護福祉士資格取得に至るまでの研修体系の再編と施
行準備に時間を要するため、介護福祉士の実務経験ルートについては見直したうえで、その施行は平成
24年度から3年程度延期すべき。なお、実務経験ルートの教育課程の再編にあたっては、事業者、従事
者が対応できるものとすべき。

○ 養成施設ルートヘの国家試験受験義務付けの施行時期についても、併せて見直しを検討すべき。
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平成24年度からの介護福祉主資格取得ルートの全体像
介 護 福 祉 士 資 格 取 得

【
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
】

“琲

国 家 言式験

`半へ′レI撫″‐ 鯛神
三血

―

養 成 校
2年 ‐■′800時 間 以 上

【養 威 椰υ レー ト】

福 祉 系 高 校
3年 ‐■′80m寺 間 以 上

【福 祉 系 高 校 ル ー ト】

介 護 等 の 実 務 経 験
9月 以 上

一

M…

特 例 福 祉 系 高 校
3年 ‐■′■90時 間 以 上

【特 例 福 祉 系 高 校 ル ー ト】
(経過 措 置 )

【実 務 経 験 ル ー‐卜】

介 護 福 祉 士 資 格 取 得

【
平
成
二
十
四
年
度
以
降
】

【養「露眠 〕レー ト】 【福 祉 系 高 校 ル ー ト】 【特 例 福 祉 系 高 校 ル ー ト1

=:ヽ
FlF::F:F::F:::]「「:11:1::::lF::冒 lF言

犠 撫 燎

養 成 校
2年 ‐■,800時 間 以 上

福 祉 系 高 校
3年 ‐■′800時間 以 上

螂眈 ^

´ 讚

壇 鵞 甍 1里 盤 群

―

介 護 等 の 実 務 経 験
9月 以 上

轟
皿|「

ほ

特 例 福 祉 系 高 校
3年・ ■′■90時間 以 上

養 成 校
6月・ 600時 間 以 上

(通信 の 場 合 ■年 以 上 )

(資料出所)厚生労働省「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」資料  (経過措置)



ごだ戒で
|め

主な指摘事項①

①閣議決定等

○ 新成長戦略 (平成22年 6月 18日 閣議決定 )

第3章 7つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

(6)雇用・人材戦略

(成長力を支える「トランポリン型社会」の構築)

(略 )非正規労働者を含めた、社会全体に通ずる職業能力開発・評価制度を構築するため、現在の「ジョブ
カード制度」を「日本版NVQ(NaJonal∨ ocaゼ onal Qual面 caUon)」へと発展させていく。

※ NVQは、英国で20年以上前から導入されている国民共通の職業能力評価制度。訓練や仕事の実績を
客観的に評価し、再就職やキャリアアップにつなげる役割を果たしている。

○ 新成長戦略実現 に向けた3段構えの経済対策 (平成22年 9月 10日 閣議決定 )

Ⅲ.緊急的な対応の具体策

1.「雇用」の基盤づくり

(2)雇用創造口人材育成の支援

○実践キャリアロアップ戦略 (キャリア段位制度の推進)の推進【内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】
「介護・ライフケア」、「環境・エネルギー(含、林業)」 、「食口観光」などの新たな成長分野への労働移動を

促し、当該分野・業種での人材を育成田確保するため、実践的な職業能力に関する評価基準や育成プログラ
ムの策定などを内容とする実践キャリア・アップ戦略 (キャリア段位制度)を推進する。
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これまでの主な指摘事項②

②研究会・団体等からの指摘事項

○ 地域包括ケア研究会報告書 (平成22年3月 )

・ 雇用管理の改善を図るため、事業者による労働法規の遵守を徹底すべきである。介護事業者の中には、望ましい雇用管理の在り方や

遵守すべき労働法規の内容を十分に理解していない事業者・労働者が多いことから、介護事業者・介護労働者に対して、適切な雇用管

理の在り方や労1動法規の内容を周知するべきである。

・ こうした取組みを進めた上で、労働法規に違反して罰則を受けている事業者については介護保険法の指定を行わない等の措置を講じ

ることを検討してはどうか。なお、検討に当たつては、介護保険法やその他の社会保険各法における指定拒否関連の規定との整合性を

踏まえることが必要である。

・ 介護事業者の希望に応じて、その介護事業者の雇用管理関連のデータ(例えば、離職率、賃金、勤務時間、人材育成の取組み、腰痛

対策等の労働環境整備など)を公表することを検討すべきではないか。こうした取組みにより、介護業界での就業者や就業希望者が事

業者ごとの雇用管理の取組みを知ることができるようになり、雇用管理の取組みが進んだ事業者への就職希望が高まるとともに、事業

者同士が相互に雇用管理の取組みを知ることができるようになり、結果として、雇用管理の改善につながることが期待できる。なお、雇

用管理関連情報の公表に当たつては、現行の介護サービス情報公表制度の仕組みを活用してはどうか。

・ 平成21年度第1次補正予算で実施されている「介護職員処遇改善交付金」については、介護職員への処遇改善計画の周知を求められ

るとともに、平成22年度以降の支給要件の1つとして、職務哺ヒカ・経験等と賃金が結びついたキャリアパスの設定が求められている。ま

た、同じく平成21年度第¬次補正予算で実施されている「現任介護職員の研修支援」については、現任介護職員が研修を受講する場合

の代替雇用に係る費用が支弁され、介護職員のための研修機会の確保の支援と、介護職員のキヤリアアップの促進につながることが

期待される。
・ これらの取組みは、平成23年度までの時限措置であるが、平成24年度以降も、その成果等を踏まえつつ、事業者によるキヤリアアップ

の取組みを強化する施策や、介護業務を継続しながら教育・研修を受けられる施策を講じるべきである。

・ また、キヤリアアップの仕組みの構築によつて、職員の定着口能力開発が図られ、サービスの質が向上し、利用者からも高い評価を受け

るというような、キャリアアップの好事例の普及を図るべきである。

・ 介護職員については、人材確保の観点から、現場の二一ズに応じながら、キヤリア開発に資するような資格制度を構築すべきである。

具体的には、介護福祉士による基礎的な医療的ケアの実施の検討のほか、「より専門性を有した介護福祉士」の創設や、看護職員と介

護福祉士の有資格者がもう一方の資格をとりやすくすることなどを検討してはどうか。
・ 訪間介護員等に関する研修については、今後、介護職員基礎研修 (500時間)・ 訪間介護員2級課程 (130時間)に集約される。介護福

祉士制度の見直しの動向、訪間介護員等に今後期待すべき役割を勘案しながら、資質の向上口介護人材の確保という観点から、介護職

員基礎研修や訪間介護員2級課程の在り方について、検討が必要である。 59



これまでの主な指摘事項③
②研究会・団体等からの指摘事項

○ 良質のサービスを提供するために (平成22年 4月 UIゼンセン同盟 日本介護クラフトユニオン)

・ キヤリアパスは、介護従事者が進む能カアップの段階的な道筋 (経歴)を示すものであり、その段階を処遇上
で適切に評価することにより、介護従事者のモチベーションや職業的地位の向上、またサービスの質の向上に
も大きく寄与するものと考える。
こうした観点からは、国は、キャリアパスを導入し積極的に処遇の改善に結びつけている事業者を評価する

仕組みを構築するべきである。また、個々人が培つてきた能力や資格を適切に認証・評価する公的なシステム
づくりを急ぐべきである。

02009年度社会保障改革委員会 提言 (平成22年 6月 経済 同友会 )

・ 人材を確保するためには、介護に携わることにおける職業としての魅力を高める必要がある。介護の職種に
おいて、より専門性の高い知識や技術を身につけ、それに基づくイ寸加価値の高いサービスを提供することによ
り、介護が高い専門性を必要とする職業であるという認識を社会的に広めていかなければならない。
また、職業としてのキャリアパスを明らかにし、携わる人材が将来の展望を描きやすくする必要がある。具体

的には、医療との連携強化を念頭に置き、キャリアラダーを形成していくことである。すなわち、ホームヘル
パー、介護福祉士、ケアマネジャーといった介護に携わる職種や職種内における業務内容の違いに応じて、医
療に関する知識や技術等を習得することで、それぞれの職能とキャリアが向上できる。

○ 介護保険を持続・発展させるための1000万人の提言 (平成22年 3月 介護保険を持続 口発展させる
1000万人の輪 )

・ 介護に従事し、将来展望を具体的に描けるよう現行制度を見直し、資格・検定取得が収入に反映される仕組
みを作り、そのための教育・研修や教育の時間と費用は、公共財との観点から公費負担とすべきと考えます。



論点

○ 介護サービス事業所の労働法規遵守やキャリアアップ等の促進方策としてどのよう

なことが考えられるのか。

○ 事業者における雇用管理の取組を促進するという観点から、介護サービス事業者

の労働法規遵守のための具体的な仕組みを、どのように考えるか。

○ 事業者によるキャリアアップの取組み (キヤリアパスの設定等)の充実・強化策を検

討すべきではないか。

※ 介護人材の養成、介護福祉士や訪間介護員の在り方等については、「今後の介

護人材養成の在り方に関する検討会」において検討中。
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3.介護職員等によるたんの吸引等の実施

について



介護職員等によるたんの吸弓1等の現在の取扱い (実質的違法性阻去口)

○ たんの吸引日経管栄養は、医行為に該当し、医師法等により、

医師、看護職員のみが実施可能

たんの吸引

①鼻腔内

②口腔内

③気管力ニューレ内

○ 例外として、一定の条件下 (本人の文書による同意、適切な医学的管理等)で

ヘルパー等による実施を容認 (実質的違法性阻却論)

◆在宅の患者口障害者…口①②③
◆特別支援学校の児童生徒・・・①②十④⑤⑥
◆特別養護老人ホームの利用者・・・②+④

※ ①～⑥のそれぞれの行為の中に、部分的にヘルパー等が行えない行為がある。

(例 :特養での胃ろうにおけるチューブ等の接続と注入開始は×)

⑥経鼻経管栄養

経管栄養

④ 胃ろう ⑤腸ろう(空腸ろう)

・

一
　

／
´
　

　

＼ヽ
、ヽ

ヽ

ヽ

―

―

―

ノ

′

ｒ

‐
気管 ゝ
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介護職員等によるたんの吸ヨ1等の現在の取扱い (実質的違法性阻却)

在宅 (療養患者・障害者 ) 特別支援学校 (児童生徒 ) 特別養護老人ホーム (高齢者 )

対
象
範
囲

たんの

吸引

口腔内
○

(咽頭の手前までを限度)

○
(咽頭の手前までを限度)

○
(咽頭の手前までを限度)

鼻 腔 ○ ○ X

気管カニューレ

内部
○ X ×

経管
栄養

胃ろう ×
○

(胃 ろうの状態確認は看護師 )

○
(胃 ろうの状態確認菫チューブ接続コ注入

開始は看護職)

腸ろう X
○

(腸ろうの状態確認は看護師 )

×

経 鼻 X ○

(チューブ挿入状態の確認は看護師 )

X

要
件
等

Э本人との同意

1患者が、方法を習得した家族以外の者
に依頼し、当該者が行うことについて文
書による同意(ヘルパー個人が同意)

・ホームヘルパー業務と位置づけられて
いない

・保護者が、学校に依頼し、学校の組織
的対応を理解の上、教員が行うことに
ついて書面による同意

・主治医が、学校の組織的対応を理解の
上、書面による同意

日入所者 (入所者に同意する能力がな百
場合にはその家族等)が、施設に依頼
し、施設の組織的対応を施設長から説
明を受け、それを理解の上、介護職員
が行うことについて書面による同意

Э医療関係者による
的確な医学的管理

日かかりつけ医、訪間看護職員による定
期的な診療、訪間看護

主治医から看護師に対する書面による
指示

看護師の具体的指示の下で実施
在校時は看護師が校内に常駐
保護者、主治医、看護師、教員の参加
下で、個別具体的な計画の整備

配置医から看護職員に対する書面に
よる指示

看護職員の指示の下で実施
配置医、看護職員、介護職員の参加
の下、個別具体的な計画の整備

Э医行為の水準の確保

口かかりつけ医、訪問看護職員による家
族以外の者への技術指導

・かかりつけ医、訪問看護職員との間にお
いて同行訪間や連絡琳目言炎・報告などに
より手技を確認

看護師及び教員が研修を受講
主治医による担当教員、実施範囲の特
定
マニュアルの整備

・看護師及び介護職員が研修を受講
日配置医による担当介護職員・実施範囲
の特定
・マニュアルの整備

Э施設・地域の体制整
備

:緊急時の家族、かかりつけ医、訪間看

護職員、家族以外の者等の間の連絡・

支援体制の確保

学校長の統括の下、関係者からなる校
内委員会の設置

指示書、実施記録の作成・保管
緊急時対応の手順、訓練の実施 等

・施設長の統括の下、関係者からなる施

設内委員会の設置
口指示書、実施記録の作成・保管  6`
・緊急時対応の手順、訓練の実施 等



介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する

検討会について
1.趣旨

これまで、当面のやむを得ず必要な措置 (実質的違法性阻去8)と して、在宅・特別養護者人ホーム・特別支援学校において、介護職員

等がたんの吸弓卜経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用によって認めてきた。

しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律において位置づけるべきではないか、グループホーム・有料老人ホ

ームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルバーの業務として位置づけるべきではないか等の課

題が指摘されている。

こうしたことから、たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケアをより安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸弓1等の実施

のための法制度の在り方等について、検討を行う。

2,検討課題

(Э介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在り方

②たんの吸引等の適切な実施のために必要な研修の在り方

③試行的に行う場合の事業の在り方

3.構成員 ⑬榊 略、50音順)

岩 城 節 子  社会福祉法人全国重症 |い身障害児 (者)を守る会評議員  齋 藤 訓 子  日本看護協会常任理事

因  利 恵  日本ホームヘルバー協会会長              島 崎 謙 治  政策研究大学院大学教授

内 田 千恵子  日本介護福祉士会副会長                白 江  浩   全国身体障害者施設協議会冨」会長

大 島 伸 ―  独立行政法人国立長寿医療研究センター総長       中 尾 辰 代  全国ホームヘルバー協議会会長

太 田 秀 樹  医療法人アスムス理事長                橋 本   操  NPO法 人さくら会理事長・日本ALS協 会副会長

川 崎 千鶴子  特別養護者人ホームみずべの苑施設長          平 林 勝 政  國學院大學法科大学院長

河 原 四 良  ∪ |ゼンセン同盟日本介護クラフトユニオン会長     桝 田 和 平  全国老人福祉施設協議会介護保険委員会委員長

川 村 佐和子  聖隷クリス トフアー大学教授              三 上 裕 司  日本医師会常任理事

黒 岩 祐 治  ジヤーナリスト、国際医療福祉大学大学院教授      三 室 秀 雄  東京都立光明特別支援学校校長

4.これまでの開催状況及び今後の検討スケジュール

7月 5日 に第 1回、 7月 22日 に第 2回、 7月 29日 に第 3回、 8月 9日 に第 4回を開催。

今後、試行事業の実施・検証を踏まえ、年度内を目途に制度の在 り方についてのとりまとめを行う。



介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について
(試行事業の実施に当たつての考え方 )

以下の基本的考え方等の議論を踏まえ、特定の者を対象とする場合を含め、試行事
1

業を実施し、研修の効果や医療安全の確保などについて検証を行う。        |
具体的な制度、教育・研修のあり方については、試行事業の実施状況も踏まえ、更  |

に検討を行う。
メ

【主として考慮すべき事項】
・現行の運用と比べ不利益な変更が生じないよう十分に配慮
0介護職員等の不安や法的な不安定を解消し、介護職員等の
処遇改善に資する方向で議論

・ 安全性の確保については、医学や医療の観点、利用者の視
点や社会的な観点から納得できる仕組みによるものとす
る。教育・研修の在り方についても、不特定多数の者を対
象とする安全性を標準とするが、特定の者を対象とする場
合は区別 して取り扱う

e医療・介護サービス、その連携、報酬‖等のあり方などの事
項については、当検討会としても、引き続き、意見交換を
行い、必要に応じて提言

:_________― ―――……………――――――――lL_____― ――――――――………………………………………………………………………―――d6
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【基本的な考え方】
・ 必要な人に必要なサービスを安

全に提供

0医行為に関する現行の基本的者
え方の変更を行うような議論
は、当検討会の役害」ではな<、

現行の在り方の中で、年度内の
できるだけ早い時期に結論

・ 現在検討中の具体案と現行の医
事法制との整理については、引
き続き、議論

【介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会(平成22年 8月 9日 )の資料及び議論をもとに作成】



制度の在り方の具体的方向 (対象範囲 )

【実施可能な行為の範囲】

・ これまで運用によ り許容されていた範囲が縮小されないよう配慮 し、まずは運用により許容されて

きた範囲を対象に

/たんの吸引 (□腔内、鼻腔内、気管力ニューレ内部):□腔内は、]因頭の手前までを限度

/経管栄養 (胃ろう、腸ろう、経鼻):胃ろう 。腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認
は、琶護職員が行う

・ 上記の整理は、1晋来的な対象行為の範囲の拡大の道を閉ざすものではない

0上記の範囲であつても、介護職員等が実施することに適さない事1列もあることから、介護職員等が
実施可能かどうかは、個別に、医師が判断

【実施可能な介護職員等の範囲】
0-定の追加的な研修を修了した介護職員等 (介護福祉士、訪間介護員、保育士その他の介護職員。

特別支援学校にあっては教員を含み得る)

【実施可能な場所等の範囲】

・ 一定のニーズはあるが、看護職員だけでは十分なケアができない施設等
/介護関係施設 (特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム等)

/障害者支援施設等 (通所施設及びケアホームを含み、医療機関である場合を除<。 )

0特別支援学校についても、なお検討

・ 医療職 ・介護職等が連携・協働可能な場合

/在宅においても、適切な連携・協働が可能な訪間介護事業所 (訪問看護事業所と連携 0協働する場合を含  6
む。)が実施



制度の在 り方の具体的方向 (安全性の確保 )

【連携体制の確保】
0-定 のニーズはあるが、看護職員だけでは十分なケアができない施設等

0下記のような要件を設定する万向で検討
/本人・家族の同意
/医療職との適切な役害」分担、継続的な連携・協働
/関係者による連携体制の整備
/マニュアル・記録の整備
/緊急時対応の手順、訓練の実施等

・ 施設や研修等の監督、サービス提供体制の整備など、行政の関与のあり方も弓|き続き議論

【教育・研修の在 り方】
0介護福祉士を含め、追加的研修等を行つた者に限り認める

0基本研修及び実地研修とし、実地研修は可能な限り施設、在宅等の現場で実施。介護療養型医療施
設において実地研修を行うことも可能 (重症lb身障害児施設での実地研修も検討)

・ 安全性を前提とし現場で対応可能なカリキュラム

・ 研修効果の評価、評価結果を踏まえた対応

・ 不特定多数の者を対象とする安全性を標準とするが、特定の者を対象とする場合はこれと区別して

取り扱う

0介護職員等の既存の教育・研修歴等を考慮可能



介護職員によるたんの吸引等の試行事業 (案 )の概要
(8/9第 4回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会資料をもとに作成) χ今″、修正力惨グβる。

※ 試行事業の実施にあたつては、基本的内容について検討会で御議論いただいた上で、具体的なテキスト作成、評価①評価②の基準、実地研修の実

施方法等については、検討会委員の中からアドバイザーをお願いする。

※ 指導者講習は老人保健健康増進等事業で実施、基本研修及び実地研修は介護サービス指導者等養成研修等事業及び障害保健福祉部保健福祉調

査委託費で実施。
【不特定多数の者を対象とするたんの吸引等の試行のイメージ】

指導者講習 基本研修 実地研修 ※

厚 生労働 省

(民間の研修機関
に事務委託 )

指導看護師
(40人程度)

●指導者講習において、

基本研修で講師となる医

師口看護師や実地研修
の指導看護師を養成。

●講習期間は1日 間程度

●講習内容は指導のポイ

ント・評価基準等

研修事業実施団体

(公募6団体程度)

施設 口在宅等

(所要の要件を満たすものに限る)

i  医師の指示のもと  |
指導看護師

: 指導  颯 "

介護職員

実習

利用者
利用者

※ 要件を満たす場合は、

自施設において実地研

修を行うことも可能。

ケアの試行

自施設ヨ在宅

医師、看護師

医師、看護師
(公募6団体24人程度 )

介護職員
(6団 体120人程度 )

1指導者
、賃デ 講習

検
討
会
に
報
告

欄

蘇生 1回以上、たんの吸引5回 以

上 (「 口腔」・「鼻腔」・「気管カニューレ内部」

のそれぞれごとに、5回 以上)、 経管栄養

5回以上 (「 冒ろう・腸ろう」・「経鼻」のそれ

ぞれごとに、5回以上)

●基本研修を受講する介護職員は

計120人程度

●たんの吸引の実地研修 :口 腔10回 以上 (

鼻腔20回 以上、気管カニューレ内部20

回以上

●経管栄養の実地研修 :胃 ろう。腸ろう20

回以上、経鼻20回 以上

●実地研修は40か所程度で実施し、各施

設・在宅事業所等で3人程度の介護職

平成23年 1月 目途
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ま で の 主 な 指 摘 事 項 ①し

①閣議決定

○ 新成長戦略(平成22年6月 18日 閣議決定)

(不安の解消、生涯を楽しむための医療口介護サービス
の基盤強化)

高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の
象徴であり、経済成長の礎である。しかし、既存の制度
や供給体制は、近年の急速な高齢化や医療技術の進
歩、それに伴う多様で質の高いサービスヘの需要の高
まり等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者
が将来の不安を払拭し、不安のための貯蓄から、生涯
を楽しむための支出を行えるように医療口介護サービ

【成長戦略実行計画 (工程表 )】

スの基盤を強化する。
具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医療・介護従事者の確保とともに、医療・介護従事

者間の役割分担を見直す。また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、介護施設、居住系サービスの増加を加
速させ、質の高い医療・介護サービスを安定的に提供できる体制を整備する。

O規 制・制度改革に係る対処方針 (平成22年6月 18日 閣議決定 )

I.各分野における規制改革事項目対処方針
2.ライフイノベーション分野
規制改革事項
⑫医行為の範囲の明確化(介護職による痰の吸引、胃ろう処置の解禁等)

対処方針

医療安全が確保されるような一定の条件下で特別養護老人ホームの介護職員に実施が許容された医行為を、広く介護施
設等において、一定の知識口技術を修得した介護職員に解禁する方向で検討する。また、介護職員が実施可能な行為の拡大
についても併せて検討する。<平成22年度中検討・結論、結論を得次第措置>

70

早期実皓出頂
(2010輝農r室61jる事項)

2011年度に
実臓すべき亭睡

2013年度までに
窮情すべき事項

・暑署眼 翠配■輔購目頸 餓

存の医療'介ヨ飼厳叢種の活用饉
il・ 役獅
・医療ケテク家助喘詢導入Cil



これまでの主な指摘事項②
,1   、        . 1`

②研究会 0団体等からの指摘事項

○ 地域包括ケア研究会報告書 (平成22年 3月 )

(2)地域包括ケアを支える人材に関する検討部会における提言

①良質なケアを効率的に提供するための人材の役割分担の見直し
i)介護福祉士制度について

02025年に向けては、医療口介護人材の役割分担の総合的な見直しが必要であるが、現状では、
口居宅における医療的ケアヘのニーズに対応できていないことが、要介護高齢者が居宅で安心して生活する際の障壁になつている
こと

口特別養護老人ホーム等においては、入所者の重度化が進み、医療的ケアに対するニーズが高まつていること

等を勘案し、まずは、介護職員と連携しながら、要介護者に対する基礎的な医療的ケアについて、介護職が行えるようにしていくこと

を検討する必要がある。
○ このため、まずは、「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」における検討を

踏まえて、看護職員と連携しながら、特別養護老人ホームにおいて介護職員が口腔内吸引等を実施できるようにする。

○ さらに、例えば教育課程の充実など、介護についての国家資格を有する介護福祉士が要介護者に対する基礎的な医療的ケアを実

施するとした場合の条件について検討していくべきである。
・ 介護福祉士が要介護者に対する基礎的な医療的ケアを実施するとした場合の教育課程の在り方については、
#増 大する医療的ケアのニーズに対応できるようにする
#訪 問介護員からのキヤリアアップを行いやすくする

等の観点を踏まえて検討することが必要である。
・ このため、「介護福祉士の教育課程の中で、医療に関する基礎的な教育も実施し、国家資格を取得した後には、要介護者に対す
る基礎的な医療的ケアの実施が可能となる」仕組みを構築していくべきである。

・ また、その場合には、実務経験ルートにおける教育の在り方や、既に介護福祉士の資格を取得している者の扱いについても検討
していくべきである。

○ チーム医療の推進について(平成22年 3月 19日 チーム医療の推進に関する検討会報告書)

3看護師以外の医療スタッフ等の役割の拡大

(9)介護職員

○ 地域における医療・介護等の連携に基づくケアの提供 (地域包括ケア)を実現し、看護師の負担軽減を図るとともに、患者・家族のサー

ビス向上を推進する観点から、介護職員と看護職員の役割分担と連携をよリー層進めていく必要がある。

○ こうした観点から、介護職員による一定の医行為 (たんの吸引や経管栄養等)の具体的な実施方策について、別途早急に検討すべきで 71

ある。



論点

○ 「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」
における議論を踏まえて、在宅等において介護職員等がたんの吸引等を実施できる
ようにされた場合、介護職員等が実施するたんの吸引等についても、介護保険法上
の位置づけを明確にすべきでないか。

※ 訪間介護の定義規定 (介護保険法第8条第2項 )

要介護者であって、(中 略)その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であつて、厚生労働省令で定めるもの (夜間
対応型訪間介護に該当するものを除く。)をいう。

※ 介護職員によるたんの吸引等の制度の在り方については、「介護職員等によ
るたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」において議論。
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