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社会保険介護老人保健施設について

１．現状
（１）社会保険介護老人保健施設の設置状況

（２）社会保険介護老人保健施設の運営状況

（３）利用者に対する医療と介護の切れ目のない療養環境の確保

（４）地方自治体等との連携

（５）運営コストの効率化

２．社会保険介護老人保健施設に対する基本的認識

３．今後の検討の在り方
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１．現状

２，６６０
７０高 浜14

合 計
１００岐 阜15

８０宮 崎28１００福 井13

１００南 海27１００金 沢12

１００天 草26１００鰍 沢11

８０佐 賀25１００川 崎10

８０久留米24１００城 東9

１００宇和島23１００千 葉8

７２下 関22１００埼 玉7

１００徳 山21８０群 馬6

１００神 戸20１００宇都宮5

１００滋 賀19１００二本松4

１００四日市18１００秋 田3

１００中 京17１００宮 城2

９８三 島16１００北海道1

入所

定員
施設名

入所

定員
施設名

（単位：人）

（2008.4.1現在）

（１）社会保険介護老人保健施設の設置状況
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（２）社会保険介護老人保健施設の運営状況

――※ ３４．３％新入所者の経路 居宅から

――※ ５９．７％医療機関から

１００．０％３，７２８人３，７２８人退所者数

９８．２％３，７１５人３，６４８人新入所者数

１０１．１％４７．６％４８．１％医療機関へ

９６．０％３５．２％３３．８％退所者の主な行き先 居宅へ

１００．４％２，４５７人２，４６６人１日平均入所者数

１００．６％８９６，９００人９０２，６６７人入所者延数

１００．３％９２．４％９２．７％利用率

０人２，６６０人２，６６０人入所定員

前年度対比１８年度１９年度摘 要

＜平成１９年度決算状況＞（２８施設）１．事業状況

入所

通所

１０２．６％６５４人６７１人１日平均通所者数

１０２．８％１７１，１８０人１７５，８９９人通所者延数

１０２．４％６７．９％６９．５％利用率

０人９６２人９６２人通所定員

前年度対比１８年度１９年度摘 要

※Ｈ１９年４月～１２月（社保老健の今後の在り方検討会調査）
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902,667

896,900897,731

905,829

905,720

900,554

90.7%

92.7%

92.4%
92.5%

93.0% 93.3%

92.7%

90.5%
90.9%

91.0%

91.7%

880,000

885,000

890,000

895,000

900,000

905,000

910,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19

89.0%

89.5%

90.0%

90.5%

91.0%

91.5%

92.0%

92.5%

93.0%

93.5%

94.0%

社保入所者延数

社保利用率

全国利用率

n=28
定員2,660人

短期入所を含む。

（人）

入所率（全国）：厚生労働省
介護サービス調査
Ｈ18.10 施設数3,391
入所定員309,346人
入所者数280,589人

※H15年度・19年度は閏年のため稼動日数が１日多い

○入所者延数と利用率の推移
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２．職員数 （各年度１０月１日現在）

１０４．８％１，５３４人１，６０８人職 員 数

前年対比１８年１９年摘 要

９６．１％４９２百万円４７３百万円当期純損益

１０１．９％１２，６４０百万円１２，８８３百万円総 費 用

１０１．７％１３，１３２百万円１３，３５６百万円総 収 益

前年度対比１８年度１９年度摘 要

３．損益状況

単年度損益 黒字決算 ２８施設 ２８施設
赤字決算 ０施設 ０施設

４．財政状況

１０８．１％５，８６６百万円６，３３９百万円純資産（基金）

１１３．０％８，７６７百万円９，９０７百万円負 債

１１１．０％１４，６３３百万円１６，２４６百万円総 資 産

前年度対比１８年度１９年度摘 要

累積損益 黒字決算 ２８施設 ２８施設
赤字決算 ０施設 ０施設
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○入所者の要介護度

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

要介護１

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

15.9%14.5%14.2%14.8%15.8%14.6%要介護5

26.2%25.5%25.3%25.8%24.1%22.8%要介護4

28.6%27.4%25.8%25.7%24.2%22.8%要介護3

19.2%19.4%19.4%18.4%20.4%23.6%要介護2

10.1%13.1%15.3%15.3%15.6%16.2%要介護１

3.23.13.03.13.03.0平均要介護度

平成１９年平成１８年平成１７年平成１６年平成１５年平成１４年年度

短期入所者含まず。
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○新入所者数と退所者数及び平均在所日数
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400

新入所者数

退所者数

平均在所日数

（人） （日）

（年度）

n=28
定員2,660人

短期入所者含まず。
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34.3%
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20.4%

27.4%

23.9%

16.3%
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35%

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

0.4% 2.8%

23.8%

54.7%

18.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

自立 J A B C

9.8%

18.0%

29.9% 30.3%

9.8%

2.2%

0%

5%

10%

15%

20%
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35%

自立 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ М

入所前の居所

要介護認定区分

障害者高齢者の日常生活自立度

認知症高齢者の日常生活自立度

○新入所者の状況
短期入所者含まず。

（N=2,824人） 【調査期間：平成１９年４月～１２月】

凡例

Ｊ：ほぼ自立しているが
何らかの障害あり

Ａ：準寝たきり

Ｂ：寝たきりＩ一部介助）

Ｃ：寝たきり（全介助）

凡例

Ⅰ：ほぼ自立しているが
何らかの認知症あり

Ⅱ：見守り必要

Ⅲ：日常生活困難、意思
疎通ときどき困難

Ⅳ：Ⅲ＋常時困難

Ｍ：著しい精神症状等
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○退所者の行き先
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居宅

医療機関

特養など

施設内死亡

（％）

n=28
定員2,660人

Ｈ１８年 介護サービス調査（厚労省） ※老健施設

家庭 ３３．０％ 介護保険施設 １５．７％
医療機関 ４３．３％ 死亡 ３．５％
その他 ４．５％

（年度）

Ｈ１８年 介護サービス調査（厚労省） ※介護療養型

家庭 １４．８％ 介護保険施設 １５．１％
医療機関 ３９．３％ 死亡 ２６．９％
その他 ３．９％

各年度における退所者を分母とし、行き先別に比率を算出した。

短期入所者含まず。
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171,180

175,899
172,601

166,874

162,474

147,246
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64.0%

66.0%
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70.0%

72.0%

74.0%

76.0%

通所者延数

利用率

（人）

（年度）

n=28
H14  定員819人
H15  定員870人
H16  定員915人
H17  定員945人
H18  定員962人
H19  定員962人

（土・日・祝日の稼動増）

6,941日

7,124日

7,178日

7,291日

通所実施日数

6,759日

7,316日

○通所者延数と利用率の推移
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①社会保険介護老人保健施設の居宅サービス・居宅介護支援等事業の状況

１０６合 計

７在宅介護支援センター７

６地域包括支援センター６

２４居宅介護支援事業所５

１訪問介護４

２訪問リハビリテーション３

（通所定員９６２人）２８通所リハビリテーション （介護予防を含む。）２

２８短期入所療養介護 （介護予防を含む。）１

施設数事 業 名

（2008.4.1現在）○社会保険病院グループにおける在宅ケア支援機能の状況

②社会保険病院の在宅ケア関連事業

５２地域連携室 （機能のみを含む。）８

１２７合 計

１在宅介護支援センター７

４居宅介護支援事業所６

１１在宅療養管理指導５

２訪問介護４

２０訪問リハビリテーション３

３１訪問看護室２

６訪問看護ステーション１

施設数事 業 名 等

③全社連看護研修センターの養成事業

退院調整看護師養成研修
（１１日間）

施設数 受講者数

Ｈ１８年度 ３７ ４１人

Ｈ１９年度 ３３ ３９人

Ｈ２０年度 ４０ ４６人

計 － ２５３人
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○社会保険介護老人保健施設の経営状況

３．５％

（４．３％）
３．７％６．５％

４．０％

（１０．６％）
２．４％５．２％収 支 差 率

１９．３％

（２３．６％）
１９．０％１９．７％

１８．９％

（２２．６％）
１７．９％２０．６％その他費用率

９．１％

（７．１％）
９．２％９．０％

８．９％

（６．７％）
８．８％０．２％減価償却費率

９．０％

（１１．９％）
９．４％８．８％

８．７％

（９．７％）
８．５％８．２％委 託 費 率

５９．３％

（５３．１％）
５８．９％５６．２％

５９．６％

（５０．４％）
６２．５％６５．８％給 与 費 率

５５９５３７純 損 益

１２９１２６１２６１３０１３０１２７総 費 用

１３４１３１１３５１３５１３３１３４総 収 益

１９年度１８年度１７年度１６年度１５年度１４年度（単位：億円）

※経営改善３ヶ年計画は15年度～17年度

※H15年度から建物等更新費用、 17年度から新給与制度へ移行を計上

※表下段の率は総収益を分母として算出した。

※H16・19年度の（ ）内の率は、厚生労働省が『介護事業経営概況調査（老健）』の結果を公表したもの。

介護報酬改正
（３年ごと）
▲２．３％

介護保険法
の見直し
（５年ごと）

介護報酬改正
（３年ごと）
▲０．５％

(H17.10改正含み

▲2.4%)

※その他費用：材料費・経費・事業外費用など

全国 n=91／3,391
社保 n=28
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２．社会保険介護老人保健施設に対する基本的認識

（１）利用者に対する医療と介護の切れ目のない療養環境の確保

介護老人保健施設を地域の中核である社会保険病院に併設し運営することは、利用者

に対して医療と介護を切れ目のないトータル的なサービスとして提供できること。

（２）地方自治体等との連携

介護老人保健施設を地域の中核である社会保険病院に併設し運営することは、介護保

険制度の実施主体である市区町村にとっても保健、医療及び介護サービスを一体として

地域住民に提供できることとなり、特に医療依存度の高い要介護者をスムースに医療連携

できることが高い信頼を得ていること。

（３）運営コストの効率化

介護老人保健施設は医療法上、病院とは別個の「医療提供施設」として位置づけられて

いるが、運営にあたっては病院併設型のメリットを活かし、施設・設備の共用及び職員の兼

務等、両施設が連携を取り、人事管理等についても一体的に行うことができること。

なお、介護老人保健施設と社会保険病院は、全て同一敷地内設置または公道を挟んでの

隣接設置となっており、介護保険法で定める病院併設の要件に該当している。
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３．社会保険介護老人保健施設の
今後の検討の在り方について

社会保険病院の運営の在り方の検討結果を踏ま

えて、社会保険病院の運営と一体のものとして検討

すべきと考えられる。
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リハビリテーション等

医療・看護等

社会保険病院
４疾病５事業等

社会保険介護老人保健施設社会保険介護老人保健施設（中間施設）（中間施設）

グループホーム

在宅特養ホーム・特定施設等
高齢者住宅等

在宅復帰強化型

地域ケアステーション（在宅支援診療所等）

連携

地域連携 地域連携

医療機能強化型

健診

訪問看護等

居宅介護支援事業 居宅サービス事業

地 方 自 治 体 等

公民館等

○社会保険介護老人保健施設のあるべき姿


