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大分市長 足立 信也

は じ め に

我が国では、急速な少子高齢化の進展により、総人口に占める高齢者割合（高齢化率）

は年々上昇し、令和５年９月時点で２９．１％となっております。

大分市におきましても、高齢化率は上昇傾向にあり、令和６年２月末現在２８．５％となっ

ており、今後もその傾向が続くことが見込まれております。

それに伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症を患う高齢者の更なる増

加が懸念されております。そのため、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能

力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう「地域包括ケアシステム」の深化・

推進を着実に進めていくことが必要となっております。

こうしたことを踏まえ、この度、令和６年度から令和８年度までの３か年を計画期間と

する「大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画（おおいた市地域包括ケ

アシステム推進プラン）」を策定いたしました。

この計画では、「いつまでも自分らしく 安心して暮らせる あたたかさあふれる ま

ちづくり」を基本理念とし、「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けて、各種施策

を展開することとしております。

本計画を着実に推進し、市民一人ひとりが、人権を尊重し、互いに認め合い、だれもが

住み慣れた地域で生きがいを持って、健やかでいきいきと安心して暮らすことができる地

域社会の実現を目指してまいります。

結びに、本計画の策定に当たり、多大なご尽力をいただきました策定委員会委員の皆様

をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民並びに関係者の皆様方に心から感謝申し上

げますとともに、引き続き高齢者施策の推進にご理解とご協力をお願い申し上げます。

令和６年３月
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第１章 計画の策定にあたって

１．計画策定の趣旨

わが国では、総人口が長期の減少過程にある中、６５歳以上の高齢者人口は増加し続けて

おり、令和４年１０月１日現在の高齢者人口は３，６２４万人に達し、総人口に占める高齢者割

合（高齢化率）は２９．０％となっています。

今後も増加傾向は続き、令和１９年（２０３７年）には国民の約３人に１人が６５歳以上の高齢

者となり、令和２５年（２０４３年）に３，９５３万人でピークを迎えることが見込まれています。

大分市においても、令和５年９月末現在の高齢者人口は１３４，７３２人、高齢化率は２８．４％

となっており、人口減少の局面においても、高齢者人口は増え続けていくことが予想され

ていることから、高齢化率の上昇とともに、認知症高齢者や、ひとり暮らし高齢者世帯、

高齢者夫婦世帯が増加することも想定されます。

そのため、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常

生活を営むことができるよう「地域包括ケアシステム」の深化を着実に進め、認知症など

になっても本人の意思が尊重され、安心して暮らし続けることができるための体制整備が

必要となります。

また、高齢者のみならず、地域住民や地域の多様な主体が参画し、分野を超えてつなが

ることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく「地域共生社

会」の実現も重要です。

こうした動向を踏まえ、保健・医療・福祉の連携のとれたサービスを円滑に提供するた

め「大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画」を策定します。
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大　分　市

大　分　県

大分市総合計画

調和・調整

大分市地域福祉計画

大分市障がい福祉計画

いきいき健康大分市民 21

その他行政計画

大分市高齢者福祉計画及び
大分市介護保険事業計画

大分県地域医療構想

その他県の関連計画

大分県高齢者福祉計画及び
介護保険事業支援計画

２．計画策定の根拠

高齢者福祉計画は、老人福祉法第２０条の８に基づき、老人居宅生活支援事業及び老人福

祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画として策定します。

介護保険事業計画は、介護保険法第１１６条に規定する介護保険事業に係る保険給付の円

滑な実施を確保するための基本的な指針に則して、同法第１１７条に基づき介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施に関する計画として策定します。

３．計画の位置づけ

本計画は、大分市のめざすまちの姿（都市像）を実現するための基本的な政策を定めた

大分市総合計画「おおいた創造ビジョン２０２４」との整合性を図ったうえで策定します。

また、いわゆる上位計画として福祉分野の共通事項を定める大分市地域福祉計画をはじ

め、大分市障がい福祉計画、いきいき健康大分市民２１など各種の保健福祉関連計画との調

和を図るとともに、相互に補完しながら、実効性のある計画とします。
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〜〜

第７期計画

2018 ～

 2020 年度

第８期計画

2021 ～

 2023 年度

第10期計画

2027 ～

 2029 年度

第９期計画

2024 ～

 2026 年度

2025 年2015 年 2040 年

団塊の世代
が 75歳に

団塊ジュニア
世代が 65歳に

団塊の世代
が 65歳に

（注１）

４．第９期計画の期間

計画の期間は、２０２４年度から２０２６年度（令和６年度から令和８年度）までの３年間です。

５．計画策定及び進捗管理のための体制

本計画の策定にあたっては、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、介護サービス

事業者等の代表者、行政機関代表者、一般公募委員２名を加えた合計２７名で構成される

「大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画策定委員会」を設置し、令和

５年５月から５回の審議を経て幅広い意見を伺いながら策定しました。

また、同委員会は本計画が計画期間内に十分な成果を上げられるよう計画の進捗状況を

検証していきます。
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１７の持続可能な開発目標

資料：国連広報センター

６．SDGsへの取組について

SDGsは、平成２７年（２０１５年）の国連サミットにおいて、令和１２年（２０３０年）まで持

続可能でよりよい世界を目指す国際目標として採択されたものです。貧困や飢餓、さらに

は気候変動や平和などの広範な分野にわたって１７の開発目標が設定されています。この１７

の目標は相互に関連しており、それを包括的に解決することで、１７の目標を達成する仕組

みとなっています。

また、SDGsの理念は、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会

の実現を目指し、開発途上国のみならず先進国も含め全ての国や関係者の役割を重視し、

経済・社会・環境をめぐる課題に統合的に取り組むこととして合意された普遍的なもので

あり、国においても積極的に取り組んでいます。

本計画と関連性が高い目標として、 ３すべての人に健康と福祉を ・ ８働きがいも経済

成長も ・１１住み続けられるまちづくりを ・１７パートナーシップで目標を達成しよう が

挙げられます。

第１章 計画の策定にあたって

４

第
１
章



第２章

高齢者を取り巻く現状



令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和１７年度 令和２２年度

総人口 ４７５，０８５ ４７２，２４６ ４７１，４０５ ４６９，９０５ ４６３，９０１ ４５４，３８９ ４４２，８８７

年少人口（０－１４歳） ６１，９５９ ６１，１５１ ６０，７６５ ６０，３５９ ５８，７３３ ５６，４６３ ５３，１４３

生産年齢人口（１５－６４歳） ２７８，３９４ ２７４，７６６ ２７３，０３２ ２７１，２０９ ２６３，９０６ ２５３，７０９ ２３８，７９４

高齢者人口（６５歳以上） １３４，７３２ １３６，３２９ １３７，６０８ １３８，３３７ １４１，２６２ １４４，２１７ １５０，９５０

再
掲
前期高齢者（６５－７４歳） ６４，２５５ ６３，６６２ ６２，１６１ ６０，９９７ ５６，３４５ ５６，００５ ６３，３３５

後期高齢者（７５歳以上） ７０，４７７ ７２，６６７ ７５，４４７ ７７，３４０ ８４，９１７ ８８，２１２ ８７，６１５

高齢化率 ２８．４％ ２８．９％ ２９．２％ ２９．４％ ３０．５％ ３１．７％ ３４．１％

（人）

※令和５年度は実績（大分市の統計数値９月）、令和６年度以降は推計値

第２章 高齢者を取り巻く現状

１．人口構成の状況

大分市の総人口は平成２８年度をピークに減少に転じており、令和５年９月末現在では

４７５，０８５人であり、令和６年度以降も減少が続くものと推計しています。

総人口に対する人口構成別で見ると、年少人口（０－１４歳）及び生産年齢人口（１５－６４

歳）は今後も減少が続くものの、高齢者人口（６５歳以上）は引き続き増加していくと推計

しています。

２．高齢化率の伸び

大分市における６５歳以上の高齢者人口は、令和５年９月末現在１３４，７３２人で高齢化率は

２８．４％となっています。

介護保険制度が創設された平成１２年の９月末（高齢者人口６２，２３１人、高齢化率１４．２％）

と比較すると、高齢者人口は約２倍に増え、高齢化率は１４．２ポイントの増加となっていま

す。

また、団塊の世代が後期高齢者となる令和７年度（２０２５年度）において、高齢者人口は

１３７，６０８人、高齢化率は２９．２％と推計しており、国及び県の高齢化率と比較すると下回っ

ているものの、急速に上昇するものと思われます。
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令和５年度
（２０２３年度）

令和７年度
（２０２５年度）

令和２２年度
（２０４０年度）

６５歳以上
高齢者人口
（割合）

大分市 １３４，７３２人
（２８．４％）

１３７，６０８人
（２９．２％）

１５０，９５０人
（３４．１％）

大分県 ３７４，３８６人
（３４．２％）

３７６，７１５人
（３５．０％）

３５９，８０４人
（３８．４％）

国 ３，６２３万人
（２９．１％）

３，６５３万人
（２９．６％）

３，９２９万人
（３４．８％）

※総務省及び国立社会保障・人口問題研究所ホームページ

全国 大分県 大分市

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比

総世帯数 ５５，７０４，９４９ １００％ ４８７，６７９ １００％ ２０９，０６６ １００％

高齢者のいる世帯数 ２２，６５５，０３１ ４１％ ２２８，４１３ ４７％ ７９，９３６ ３８％

ひとり暮らし世帯数 ６，７１６，８０６ ３０％ ６９，７２５ ３１％ ２３，１０８ ２９％

高齢夫婦世帯数 ５，８３０，８３４ ２６％ ６３，１８５ ２８％ ２３，７３０ ３０％

その他世帯数 １０，１０７，３９１ ４４％ ９５，５０３ ４１％ ３３，０９８ ４１％

（世帯）

（参考）２０２０年国勢調査

３．高齢者のいる世帯の状況

令和２年１０月１日実施の国勢調査によると、大分市では高齢者のいる世帯数は７９，９３６世

帯となっており、総世帯数に占める高齢者のいる世帯数の割合は３８％を占めています。

また、高齢者のいる世帯の構成割合について全国や大分県と比較すると、ひとり暮らし

世帯数、高齢者夫婦世帯数、その他世帯数はともに同程度の割合になっていることがわか

ります。
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50,000

令和 22年度

（2040 年度）

令和 17年度

（2035 年度）

令和 12年度

（2030 年度）

令和８年度

（2026 年度）

令和７年度

（2025 年度）

令和６年度

（2024 年度）

令和５年度

（2023 年度）

要介護 5

要介護 4

要介護 3

要介護 2

要介護 1

要支援 2

要支援 1

合計

26,93026,930 27,55727,557 28,40928,409 29,29929,299
32,87632,876

36,96936,969
38,95038,950

2,3952,395 2,3312,331 2,3842,384 2,4402,440
2,7132,713

3,0583,058
3,3233,323

3,208 3,363 3,518 3,658
4,096

4,678
5,158

2,899 2,974 3,038 3,108
3,487

4,002 4,334

3,664 3,634 3,680 3,795
4,243

4,833 5,138

6,480 6,791 7,097 7,345
8,270 9,234 9,702

3,265 3,265 3,350 3,453 3,852 4,293 4,384

5,019 5,199 5,342 5,500 6,215 6,871 6,911

（人）

令和５年度
（２０２３年度）

令和６年度
（２０２４年度）

令和７年度
（２０２５年度）

令和８年度
（２０２６年度）

令和１２年度
（２０３０年度）

令和１７年度
（２０３５年度）

令和２２年度
（２０４０年度）

要支援１ ５，０１９ ５，１９９ ５，３４２ ５，５００ ６，２１５ ６，８７１ ６，９１１

要支援２ ３，２６５ ３，２６５ ３，３５０ ３，４５３ ３，８５２ ４，２９３ ４，３８４

要介護１ ６，４８０ ６，７９１ ７，０９７ ７，３４５ ８，２７０ ９，２３４ ９，７０２

要介護２ ３，６６４ ３，６３４ ３，６８０ ３，７９５ ４，２４３ ４，８３３ ５，１３８

要介護３ ２，８９９ ２，９７４ ３，０３８ ３，１０８ ３，４８７ ４，００２ ４，３３４

要介護４ ３，２０８ ３，３６３ ３，５１８ ３，６５８ ４，０９６ ４，６７８ ５，１５８

要介護５ ２，３９５ ２，３３１ ２，３８４ ２，４４０ ２，７１３ ３，０５８ ３，３２３

合計 ２６，９３０ ２７，５５７ ２８，４０９ ２９，２９９ ３２，８７６ ３６，９６９ ３８，９５０

令和５年度は実績、令和６年度以降は国立社会保障・人口問題研究所の人口推計に認定率を乗じて算定しています。

４．要介護・要支援認定者の状況

大分市の要介護・要支援（注２）認定者数は、平成１２年４月に介護保険制度が創設されて
以来増加が続き、令和５年９月末現在では２６，９３０人となっています。
今後も要介護・要支援認定者数の増加が続くと見込んでおり、すべての団塊の世代が後
期高齢者となる令和７年度（２０２５年度）では２８，４０９人、団塊ジュニア世代が６５歳以上とな
る令和２２年度（２０４０年度）では３８，９５０人と推計しています。

第２章 高齢者を取り巻く現状
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５．高齢者実態調査の実施

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
大分市に居住する６５歳以上かつ要支援状態区分が非該当・事業対象者・要支援１・要支
援２の高齢者の生活実態、健康状態、さらには施策ニーズ等を把握し、本計画策定のため
の基礎資料を得ることを目的として実施しました。

〇 調査対象者の抽出方法と対象者数
６５歳以上の市民の中から１４，９５０人抽出

〇 調査方法
郵送調査法

〇 調査実施期間
令和４年１２月１日～令和４年１２月２８日

〇 回収状況
発送数 １４，９５０件
有効回収数 １０，２３６件
有効回収率 ６８．５％

在宅介護実態調査
要介護・要支援認定の更新・区分変更申請に伴う認定調査を行った居宅の要介護者等を
対象に、高齢者等の適切な在宅生活の継続と家族等介護者の就労継続の実現に向けた介護
サービスの在り方を検討することを目的として実施しました。

〇 調査件数
６４３件

〇 調査方法
認定調査員による聞き取り調査

〇 調査実施期間
令和４年１０月～令和５年１月
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第３章

計画の基本理念と基本目標



【基本理念】

いつまでも自分らしく 安心して暮らせる
　　　　　　　　あたたかさあふれる まちづくり

　市民一人ひとりが、人権を尊重し、互いに認め合い、だれもが住み慣れた地域

で生きがいを持って、健やかでいきいきと安心して暮らすことができる地域社会

をつくります。

　また、高齢者が、可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて、自立

した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立

した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の深化・推

進に努めます。

第３章 計画の基本理念と基本目標

１．基本理念

大分市は、「笑顔が輝き 夢と魅力あふれる 未来創造都市」の実現を目指し、総合的

かつ計画的な市政運営の基本指針として大分市総合計画を策定しています。

本計画では、大分市総合計画の趣旨に基づいて高齢者福祉・介護保険施策を総合的に推

進するため、下記の基本理念をもとに基本目標を定めます。

第３章 計画の基本理念と基本目標
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いつまでも自分らしく　安心して暮らせる　あたたかさあふれる　まちづくり

歯科医・薬局
病院・かかりつけ医
歯科医・薬局

通院・入院通院・入院

〇高齢者の相談業務や
サービスのコーディ
ネートを行う　　　　

〇高齢者の相談業務や
サービスのコーディ
ネートを行う　　　　

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

地域包括
支援センター
地域包括
支援センター
地域包括
支援センター

高齢者ファミリー・
サポート・センター事業
高齢者ファミリー・
サポート・センター事業
高齢者ファミリー・
サポート・センター事業

生活支援コーディ
ネーター・協議体
生活支援コーディ
ネーター・協議体

〇地域の支え合い・助け合い
・民生委員・児童委員等
・老人クラブ・地域ふれあいサロン
・健康づくり運動教室
・パワーアップ教室
・地域お互いさま活動事業

〇地域の支え合い・助け合い
・民生委員・児童委員等
・老人クラブ・地域ふれあいサロン
・健康づくり運動教室
・パワーアップ教室
・地域お互いさま活動事業
・長寿応援バス事業　など

通所・入所
〇在宅系サービス
〇施設サービス
〇地域密着型サービス

通所・入所
〇在宅系サービス
〇施設サービス
〇地域密着型サービス

認知症カフェ認知症カフェ

認知症初期集中
支援チーム
認知症初期集中
支援チーム

大分あんしんみまもり大分あんしんみまもり
ネットワーク

医療医療
住まい住まい 介護介護

生活支援・介護予防生活支援・介護予防

自宅など
住み慣れた住まい

自宅など
住み慣れた住まい

医療・介護の連携

地域共生社会の実現に向けて障がい・子育て・生活困窮など他分野とも連携

ィィィ
体体体

クク

「地域包括ケアシステム」の深化・推進

少子高齢化が進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、さらには認知症を患う高齢

者が増加する中、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会の実現に向

け、医療や介護の専門職、地域住民、そして行政が情報を共有し、連携・協力しながら高

齢者の生活を地域ぐるみで支える「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進が必要

です。

さらに、支え手・受け手という関係を超えて地域の住民や多様な主体が参画し、人と

人、人と資源が世代や分野を超えてつながり、住民の暮らしと生きがいをともに創ってい

く「地域共生社会」の実現に向けて、障がい・子育て・生活困窮など他の制度・分野との

連携を強化することも重要です。

第３章 計画の基本理念と基本目標
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２．基本目標

基本目標１：介護予防と重度化防止の推進

高齢者の生活機能を維持するために、運動機能の維持に努め、自立した生活を送ること
ができるよう、介護予防の普及啓発や通いの場の充実、多職種による連携等を図り、自立
支援・介護予防・重度化防止の取組を推進します。

基本目標２：尊厳ある暮らしを続けるための支援

認知症は誰もがなりうるものであり、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせ
る社会を目指し、正しい知識と理解に基づいた予防を含めた認知症への「備え」や、認知
症の人ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる「共生」の取
組を推進します。

基本目標３：在宅生活の支援と共に支え合う地域づくり

日常生活上の支援が必要な高齢者が地域で安心して暮らせるために、生活援助などの福
祉サービスの充実を図ります。
また、地域の多様な社会資源を活用して、軽易な生活援助や安否確認等を行い、お互い
に支え合う仕組みづくりを支援します。

基本目標４：生きがいづくりの支援と社会参加の促進

高齢者が積極的に地域社会と関わりを持てるよう、レクリエーション、趣味、就労、ボ
ランティア活動などを通じた、生きがいづくりの支援や社会参加の促進に取り組みます。

基本目標５：サービス基盤の整備と介護保険事業の円滑な運営

介護が必要になった高齢者の多様化するニーズに対応するため、介護老人福祉施設（特
別養護老人ホーム）（注３）・介護老人保健施設（注４）・認知症対応型共同生活介護（認知症
高齢者グループホーム）（注５）などの施設・居住系サービスと訪問介護・通所介護などの
在宅サービスのバランスが取れた整備を行うとともに、介護保険事業の円滑な運営に取り
組みます。

第３章 計画の基本理念と基本目標
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基本理念 基本目標 施策の展開

い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く　

安
心
し
て
暮
ら
せ
る　

あ
た
た
か
さ
あ
ふ
れ
る　

ま
ち
づ
く
り

１．介護予防と重
度化防止の推進

２．尊厳ある暮ら
しを続けるための
支援

３．在宅生活の支
援と共に支え合
う地域づくり

４．生きがいづく
りの支援と社会
参加の促進

５．サービス基盤
の整備と介護保
険事業の円滑な
運営

（1）介護予防と自立支援

（2）健康の保持増進

（1）生きがいづくりの支援

（2）社会参加の促進

（1）認知症に関する正しい知識の普及啓発・本人発信支援

（2）認知症高齢者と家族の支援

（3）若年性認知症の人の支援

（1）在宅生活を支えるサービスの提供

（2）在宅医療・介護連携の推進

（3）住民相互に支え合う仕組みづくり

（4）権利擁護の推進

（1）在宅サービスの基盤整備

（2）施設・住まいの基盤整備

（3）災害対策と感染症対策

（4）介護を支える人材確保

（5）サービス利用料や介護保険料の負担軽減

（6）介護サービスの質の向上と給付適正化

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進

３．施策の体系
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４．日常生活圏域の考え方と地域包括支援センター

（１） 日常生活圏域の考え方
国の設定の考え方では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等
対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、高齢
化のピーク時までに目指すべき地域包括ケアシステムを構築する区域を念頭において、定
めることとされています。
大分市の日常生活圏域は、国の考え方に基づいて、中学校区を基本に高齢者人口の増
加、地理的条件、生活形態等を総合的に勘案して設定します。

（２） 日常生活圏域の設定
大分市では、第３期計画（平成１８年度）において１５圏域の日常生活圏域を設定しました。
第４期計画では２圏域増やし１７圏域、第５期計画では２圏域増やし１９圏域、第６期計画で
は４圏域増やし２３圏域としています。
第９期介護保険事業計画においては、日常生活圏域内の総人口、高齢者人口等を勘案し
た結果、下記のとおり第６期・第７期・第８期計画と同様の２３圏域とします。

第３章 計画の基本理念と基本目標
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（３） 地域包括支援センター

① 地域包括支援センターの業務
地域包括支援センターは、公正で中立的な立場で、保健師、社会福祉士、主任介
護支援専門員がその専門知識や技能を互いに活かし、総合相談支援業務、権利擁護
業務、包括的・継続的ケアマネジメント（注６）支援業務、介護予防ケアマネジメン
ト業務の４つの業務を中心に、高齢者の多様なニーズに対応した切れ目のない包括
的なサービスの提供に努めています。

・総合相談支援業務
高齢者本人やその家族、地域の人からの相談を受け、必要な情報の提供やサービ
スの紹介を行うとともに、大人が担うような介護や家事などを日常的に行っている
ヤングケアラーを含む家族の支援のほか、個別の事例に応じて、生活困窮分野、障
がい分野、児童福祉分野など他分野との連携を図ります。

・権利擁護業務
高齢者が地域において、安心して生活を営むことができるよう、消費者被害等の
相談を受けるほか、成年後見制度の紹介や虐待事例の早期対応など、高齢者の権利
を擁護します。

・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
地域における各関係機関との連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に
対する支援等を行います。

・介護予防ケアマネジメント業務
介護予防及び日常生活支援を目的に、要支援者等が訪問型サービス、通所型サー
ビス等を適切に利用できるよう必要な援助を行います。

第３章 計画の基本理念と基本目標
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圏 域（中学校区） 地域包括支援センター名

１ 上野ヶ丘 上野ヶ丘地域包括支援センター

２ 碩田 碩田地域包括支援センター

３ 王子 王子地域包括支援センター

４ 大分西 大分西地域包括支援センター

５ 南大分 南大分地域包括支援センター

６ 城南・賀来 城南・賀来地域包括支援センター

７ 城東 城東地域包括支援センター

８ 滝尾 滝尾地域包括支援センター

９ 明野 明野地域包括支援センター

１０ 原川（明治北小校区除く） 原川地域包括支援センター

１１ 鶴崎（別保小校区除く） 鶴崎地域包括支援センター

１２ 大東（明治北小校区含む） 大東地域包括支援センター

１３ 東陽（別保小校区含む） 東陽地域包括支援センター

１４ 大在 大在地域包括支援センター

１５ 坂ノ市 坂ノ市地域包括支援センター

１６ 稙田 稙田地域包括支援センター

１７ 稙田西 稙田西地域包括支援センター

１８ 稙田南（寒田小校区除く） 稙田南地域包括支援センター

１９ 稙田東（寒田小校区含む） 稙田東地域包括支援センター

２０ 竹中・判田 竹中・判田地域包括支援センター

２１ 戸次・吉野 戸次・吉野地域包括支援センター

２２ 野津原 野津原地域包括支援センター

２３ 佐賀関・神崎 佐賀関・神崎地域包括支援センター

② 地域包括支援センターの設置
地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うため、地
域包括支援センターを２３の日常生活圏域ごとに設置します。

第３章 計画の基本理念と基本目標
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③ 地域包括支援センター運営協議会
地域包括支援センターの設置、運営などに関して、介護保険関係団体の代表者、
居宅サービス等の利用者、地域住民の相談等に応じる団体等の代表者、地域におけ
る保健・医療・福祉に関する学識経験者等により構成する「地域包括支援センター
運営協議会」を設置し、適切で公正かつ中立な運営の確保に努めます。

④ 地域包括支援センターの機能強化
地域包括支援センター運営業務ならびに、認知症施策、在宅医療・介護連携に係
る施策、生活支援・介護予防サービスの機能強化の推進に努めます。
また、国の評価指標を用いた事業評価の実施により、全国的な傾向と比較し、一
定の運営水準の確保や業務の質の向上に取り組みます。
併せて、福祉分野を横断した包括的支援体制の構築を目指す地域共生社会の実現
に向けて重要な役割を担う地域包括支援センターの体制強化を図ります。

第３章 計画の基本理念と基本目標
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第４章

施策の展開



１位 ２位 ３位

全体 高齢による衰弱 １７．６％ 骨折・転倒 １５．２％ 関節の病気 １１．２％

男性 高齢による衰弱 １９．７％ 糖尿病 １３．０％ 心臓病 １２．５％

女性 骨折・転倒 １７．６％ 高齢による衰弱 １６．４％ 関節の病気 １２．２％

（参考）大分市在宅介護実態調査

第４章 施策の展開

１．介護予防と重度化防止の推進

現状と課題

介護・介助が必要になった主な原因は、「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」、「関節の病

気」であり、加齢に伴う運動機能や筋力の低下と関連しています。

男女別にみると、男性では生活習慣病、女性では運動機能と筋力の低下と関連した病気

が多くなっています。

そのため、高齢者自らが、早い段階から健康づくりや介護予防に取り組み、健康寿

命（注７）をできる限り伸ばすとともに、要介護状態になった場合であっても、身体機能の

低下防止や改善に取り組むことが重要です。

介護・介助が必要になった主な原因

今後の取組

市民一人ひとりに健康づくりへの意識の高揚を図るとともに、高齢者の生活機能・運動

機能の維持に努めるなど、運動機能の維持に努めるなど、介護予防の普及啓発や通いの場

の充実に取り組みます。

また、保健、医療、福祉等の関係機関との連携を図りながら、地域の自主的な介護予防

の活動を推進します。

第４章 施策の展開
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年度

第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

利用者数 ５７４ ６６６ ６１６ ７４０ ７５０ ７６０

年度

第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

栄養介護予防
教室開催数 ４６ ３７ ４８ ６０ ６０ ６０
口腔介護予防
教室開催数 ４４ ３８ ４８ ６０ ６０ ６０

具体的な取組

（１） 介護予防と自立支援

① 介護予防・生活支援サービス事業（短期集中予防サービス）
理学療法士・作業療法士や管理栄養士、歯科衛生士等の専門職が、運動機能・口腔
機能の向上、栄養改善などを目的に、３カ月間集中的に訪問・通所サービスを行います。
高齢者を取り巻く環境（家庭や社会への参加）へのアプローチも併せて行い、サー
ビス利用後も介護予防の取組を継続できるよう支援を行います。

② 介護予防把握事業
民生委員・児童委員協議会や小地域福祉ネットワーク活動（注８）等と連携し、ひと
り暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯等の生活環境や、心身の状況等の実態把握を行うこ
とで、支援を必要とする高齢者を早期に把握し、介護予防活動へつなげます。

③ 介護予防普及啓発事業
介護予防に関するパンフレットを作成・配布するとともに、老人クラブ・地域ふれ
あいサロン等を対象に、健康づくり、運動、栄養、口腔、認知症予防に係る介護予防
教室等を開催します。

第４章 施策の展開

18

第
４
章



年度

第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

通いの場が
ある自治区の数 ４２６ ４５０ ４４６ ４６１ ４７６ ４９１

④ 地域介護予防活動支援事業
介護予防に携わるボランティア等の人材育成や、地域ふれあいサロン、健康づくり
運動教室等の住民が運営する通いの場の活動を支援します。

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業
理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士等の専門職が、通所介護事業所
等に対し、利用者の身体能力の評価と改善に向けたプログラム内容の指導・助言を行
います。
また、地域ふれあいサロンの代表者に対して、運動機能向上の講話や体操などの技
術的支援を行います。

⑥ 自立支援型ケアプラン相談会、多職種が参加する地域ケア会議
地域包括支援センターごとに「自立支援型ケアプラン相談会」を開催し、個別事例
を理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師、訪問看護師等の多職
種で検討し、自立支援・重度化防止につなげます。
また、医療ニーズの高いケースについては、「医師や歯科医師等の多職種が参加す
る地域ケア会議」を開催し、医療的視点を交えたケアマネジメントの質の向上を図り
ます。

第４章 施策の展開
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年度

第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

健康推進員
配置自治区数 ６４６ ６４９ ６５１ ６８５

（全自治区）
６８５

（全自治区）
６８５

（全自治区）

（２） 健康の保持増進

① 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
保健師や管理栄養士、歯科衛生士等の医療専門職が、医療・介護データから地域の
健康課題を把握・分析し、高齢者に対する生活習慣病等の重症化予防の個別支援を行
います。
また、地域の医療関係団体等と連携を図りながら、地域ふれあいサロンや運動教室
等の通いの場にも積極的に関与し、フレイル（虚弱）予防の普及啓発、運動、栄養、
口腔等に関する健康教育、健康相談を行います。

② 「第２期いきいき健康大分市民２１」の推進
健康増進計画である「第２期いきいき健康大分市民２１」に基づき、「健康寿命の延
伸」と「健康格差の縮小」を目標に各種施策に取り組んでいます。
多くの市民が健康・運動・食育等を学び、本人や家族の生活習慣を振り返ることが
できるよう、関係機関との連携を図りながら市民の健康づくりを推進します。

③ 健康推進員地域活動事業の推進
「健康推進員」（注９）を各自治区に配置し、地域の関係者や保健師、管理栄養士と
ともに市民健診受診率向上の取組や正しい知識の普及啓発活動等を行います。

第４章 施策の展開
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年度

第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

市民健康づくり
運動指導者数 １，０２８ １，０４３ １，０８３ １，１２３ １，１６３ １，２０３

教室開催数 ２４７ ２６０ ２７５ ２９０ ３０５ ３２０

年度

第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

食生活改善
推進員養成講
座修了者数

１１ ６ １６ ２５ ２５ ２５

④ 市民健康づくり運動指導者の養成
市民の健康づくりの自主組織である「大分市民健康づくり運動指導者協議会」と連
携して、市民健康づくり運動指導者を養成し、地域に根ざした主体的な「健康づくり
運動教室」が多くの地域で開催できるよう支援します。

⑤ 食生活改善推進員の養成
食生活の改善を中心とした市民の健康の保持増進を推進する「食生活改善推進
員」（注１０）を養成し、地域で高齢者食生活講習会等を開催するなど、高齢者の低栄養
状態を予防し、健全な食生活が実践できるよう支援します。

第４章 施策の展開
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年齢区分 高齢者
人口

要介護
（要支援）
認定者数

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 （人）

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

65～69歳 29,904 799 139 ７３ １０９ ６１ １４ ３９ ３１

70～74歳 35,562 2,023 376 ２１６ ２９５ １８７ ７７ １０６ ７２

75～79歳 26,249 3,264 676 ３５７ ５０１ ３４４ １１８ ２０９ ７８

80～84歳 19,458 5,560 1,306 ６７２ ９０２ ５９０ １９６ ３４０ １２０

85歳以上 22,996 15,061 3,190 ２，１１０ ２，８９５ ２，１９５ ８７７ １，２８４ ３２４

合計 134,169 26,707 5,687 ３，４２８ ４，７０２ ３，３７７ １，２８２ １，９７８ ６２５

認定者数に対する
認知症高齢者の割合 21.3% １２．８% １７．６% １２．６% ４．８% ７．４% ２．３%

※ 主治医の意見書による認知症高齢者の日常生活自立度

２．尊厳ある暮らしを続けるための支援

現状と課題
大分市の認知症高齢者（日常生活自立度Ⅱ以上）（注１１）は、令和５年４月１日現在１５，３９２
人となっており、６５歳以上の要介護認定者の５７．６％を占めています。
今後も増加が見込まれる認知症高齢者が、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮ら
し続けることができる共生社会の実現が求められます。

要介護・要支援認定申請等における認知症高齢者の人数

今後の取組
「認知症施策推進大綱」や今後、国が定める認知症施策推進基本計画を踏まえ、認知症
に関する正しい知識と理解に基づいた予防を含めた認知症への「備え」や、認知症の人が
できる限り地域で自分らしく暮らし続けることができる「共生」の取組を推進します。

第４章 施策の展開
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年度

第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

養成講座開催数 ６９ ６７ ７０ ８０ ８０ ８０
養成講座参加人数 １，７０５ １，８２３ １，８９５ ２，０００ ２，０００ ２，０００
サポーター累計数 ４８，２８２ ５０，１０５ ５２，０００ ５４，０００ ５６，０００ ５８，０００

具体的な取組

（１） 認知症に関する正しい知識の普及啓発・本人発信支援

① 認知症サポーター養成講座
認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職域で認知症の人やその家族を手助けす
る、認知症サポーターの養成講座を行います。

② 認知症の相談先の周知等
地域包括支援センターや認知症疾患医療センター等の認知症に関する相談先が市民
に周知されるよう、ホームページや「認知症ガイドブック」等を活用し、情報発信に
努めます。
また、地域で開催する認知症講演会や、世界アルツハイマーデー（９月２１日）・認
知症月間（９月）に関連するイベント等、認知症への理解を広める取組を支援します。

③ 本人発信支援
認知症の人が、周囲の理解と協力のもとで前向きに活動している姿は、認知症に対
する社会の見方を変えるきっかけとなり、多くの認知症の人に希望を与えるものでも
あると考えられます。
認知症ピアサポート活動の活用や本人ミーティングへの参画、認知症地域支援推進
員との連携を通して、認知症の人やその家族の意見を把握し、当事者の視点を施策の
企画・立案、評価に反映するよう努めます。

第４章 施策の展開
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

対応件数 ７８ ４１ ６０ ７５ ７５ ７５

④ 認知症への備え
運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的
孤立の解消や役割の保持により認知症の発症を遅らせることができる可能性が示唆さ
れていることを踏まえ、パワーアップ教室や介護予防教室、地域ふれあいサロン等の
「通いの場」の拡充に努めるとともに、通いの場における健康相談等、認知症予防に
資する活動を推進します。

（２） 認知症高齢者と家族の支援

① 認知症初期集中支援推進事業
認知症サポート医（注１２）と保健師等の専門職で構成する「認知症初期集中支援チー
ム」が認知症の疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、観察・評価を行った
うえで、家族等への初期支援を包括的・集中的に行い、認知症の早期診断・早期対応
に取り組みます。

② 認知症地域支援推進事業
地域の医療・介護関係者との連携を図る「認知症地域支援推進員」を配置し、もの
忘れに不安を感じる本人や家族等が気軽に相談できる物忘れ定期相談会や、認知症の
人やその家族が互いに悩みや苦労を打ち明けられる集いの場を開催し、相談・支援体
制の充実を図ります。

③ 介護を行う家族への支援
「認知症家族介護支援事業」（認知症家族の交流会や認知症知識の普及講座）を開
催し、家族の精神的・身体的な負担の軽減を図ります。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

設置数 ２３ ２５ ２４ ２５ ２６ ２７

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

協力団体 ７９ ８０ ８０ ８１ ８２ ８３
登録者数 ３１２ ２９２ ３００ ３１０ ３２０ ３３０

④ 認知症カフェへの支援
認知症の人やその家族、地域住民、専門職など誰もが気軽に集い、情報交換ができ
る「認知症カフェ」の運営に対する補助金交付や認知症カフェ運営者を対象とした研
修を行い、新規開設や継続的な運営を支援します。

⑤ 大分あんしんみまもりネットワーク事業
認知症高齢者等が行方不明になった場合に、企業・団体・行政等が捜索協力を行
い、早期発見につなげられるよう支援する「大分あんしんみまもりネットワーク」の
取組を推進するとともに、市の負担により個人賠償責任保険に加入し、ネットワーク
加入者の偶然の事故等に備えます。

⑥ チームオレンジの取組推進
認知症サポーターが中心となって、認知症の人やその家族を認知症初期段階から必
要な支援につなぐ活動（チームオレンジ）のあり方について検討を進めます。
また、チームオレンジを取り組む上で中核を担う認知症サポーターに対し、必要と
なる認知症の知識や対応スキル等を習得するための認知症サポーターステップアップ
講座を行います。
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（３） 若年性認知症の人の支援

① 周知・啓発活動の推進
６５歳未満で発症する「若年性認知症」の人は、現役で働いている場合が多く、就労・
社会参加や経済面など様々な問題をかかえており、地域や職場における理解と支援が
不可欠です。
雇用関係部署と連携するなかで、商工会議所等の関係団体に働きかけを行うととも
に、市報やホームページ、認知症ガイドブック等で周知・啓発を行い、地域住民や企
業関係者（産業医・雇用主）等の若年性認知症に対する理解の促進に努め、地域や職
場内での早期発見・早期受診につなげます。

② 相談・支援体制の強化
若年性認知症が疑われる人は、病気の認知度の低さから診断がつくまでに時間がか
かる場合も多く、医療機関の受診等につながっていない人に対しては、「認知症初期
集中支援チーム」等が関係機関と連携して適切な医療やサービス等につなげます。
また、認知症になっても社会の中で役割と生きがいをもって生活ができる環境づく
りが大切であることから、「認知症地域支援推進員」や「若年性認知症支援コーディ
ネーター」等と連携し、若年性認知症の人やその家族の希望・意思を尊重しながら、
総合的な相談・支援を行います。

（４） 権利擁護の推進

① 成年後見制度の利用促進
成年後見を必要とする市民が安心して制度を利用することができるよう、大分市成
年後見センターをはじめとした関係機関と連携しながら、成年後見制度の周知・啓発
活動を積極的に行います。
また、後見人等の報酬助成制度の見直しを行うなど、市民後見人の活動を推進する
ための体制整備や制度の利用促進に関する支援の拡充を図ります。
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② 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業
高齢者虐待防止法に基づき、弁護士や民生委員・児童委員等の関係者で構成される
運営委員会を開催し、市及び地域の関係機関等の相互協力体制の強化を図り、高齢者
に対する虐待の防止と早期発見のための体制の充実に努めます。

③ 権利擁護事業
虐待事例の早期対応、消費者被害の相談対応、高齢者虐待防止等に関する知識や理
解の普及・啓発活動を行い、高齢者の権利擁護に努めます。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 ６，０７２ ６，０８８ ６，２５２ ６，４２１ ６，５９５ ６，７７３

３．在宅生活の支援と共に支え合う地域づくり

現状と課題
高齢者が、医療や介護や支援が必要な状態となっても、住み慣れた地域で安心して生活
ができるためのサービスの充実が求められており、これまでの生活を大きく変えることな
く、生活を継続できる体制の構築が重要です。

今後の取組
高齢者が地域で安心して生活できるよう、生活援助や福祉サービスの充実や、在宅医療
と介護の連携強化に取り組みます。
また、地域の多様な社会資源を活用し、互いに支え合う仕組みをつくることを支援する
ことにより、日常生活で支援が必要な高齢者が安心して暮らせる地域社会づくりを目指し
ます。

具体的な取組

（１） 在宅生活を支えるサービスの提供

① 愛の訪問事業
７５歳以上の安否確認を必要とするひとり暮らし高齢者に、乳酸菌飲料を原則として
２日に１本配達し、安否を確認します。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 ３，６５５ ３，６１９ ３，７２７ ３，８３８ ３，９５３ ４，０７１

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 ７０３ ６４４ ５９２ ５４５ ５０１ ４６１

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 １，３１８ １，３４６ １，３７３ １，４００ １，４２８ １，４５７

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 １７３ １９１ １９９ ２０７ ２１５ ２２４

② 食の自立支援事業
６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等で、身体的な衰えなどにより調
理をすることが困難な世帯に対して、週６回を限度に栄養のバランスがとれた食事を
届けます。

③ 緊急通報サービス事業
６５歳以上のひとり暮らし高齢者等に、急病や事故の際にボタンを押すだけで通報セ
ンターや近隣の協力者による援助が得られる通報装置を貸与します。

④ 軽度生活援助事業
６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等に対して、軽易な日常生活上
の援助を行います。

⑤ 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業
６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等で、寝具類の衛生管理が困難
な方に、寝具類洗濯乾燥消毒サービスを行います。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 ３９ ７５ ５２ ５９ ６７ ８０

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 １４０ １１５ ９２ ７４ ５９ ４７

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 ２３３ ２１２ ２０６ ２００ １９４ １８８

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

申請者数 ５，７１０ ５，９２７ ６，３００ ６，６７８ ７，０７８ ７，５０２

⑥ 日常生活用具給付・貸与事業
在宅高齢者の日常生活の手助けとなる用具を給付または貸与します。

⑦ 生活支援ホームヘルプサービス事業
介護保険サービス対象外で６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯と、

６０歳から６４歳までの介護保険に定める特定疾病に該当しない要介護・要支援状態の方
に、生活援助及び身体介護を提供します。

⑧ 生きがい対応デイサービス事業
介護保険サービス対象外で、身体的に虚弱で閉じこもりがちな６５歳以上の高齢者
に、デイサービスを提供します。

⑨ はり・きゅうなど施術料助成事業
指定された施術所で、はり・きゅう並びにあん摩マッサージ及び指圧の施術を受け
る際に、施術料を助成します。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 ２ ４ ４ １３ １３ １３

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 ８９ ８１ ８６ ９２ ９８ １０５

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 ３ ３ ３ ３ ３ ３

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

利用者数 ８３ ８１ ８０ ８２ ８２ ８２

⑩ 生活支援ショートステイ事業
介護保険サービス対象外の見守りが必要な高齢者等が、特別養護老人ホーム等に短
期間入所するサービスを提供します。

⑪ 家族介護用品支給事業
重度の要介護高齢者を在宅で介護している家族に対して、紙おむつなどの介護用消
耗品の購入費を助成します。

⑫ 家族介護慰労金支給事業
重度の要介護高齢者を在宅で介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽
減と要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図るために慰労金を支給します。

⑬ 高齢者住宅改造費助成事業
６５歳以上の在宅高齢者に対し、高齢者が日常生活を営むのに支障をなくすために住
宅の小規模な改造を行う経費について助成金を交付します。
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（２） 在宅医療・介護連携の推進
切れ目のない在宅医療と介護の連携を構築するために、ライフサイクルの中で起こり得
る節目となる場面（日常の療養支援・入退院支援・急変時の対応・看取り）を意識した取
組を進めます。

① 医療・介護関係者間の多職種の連携推進
地域の医療・介護関係者等を対象とした研修や交流の場を設け、顔の見える関係づ
くりを推進し、連携強化を図ります。

② 医療・介護情報の共有支援
地域の医療・介護関係者間で患者情報の共有が図られるよう、ICTを活用した情報
共有ツールの活用を検討します。
また、高齢者の医療機関への入退院時の円滑な情報共有を目的に、「入退院に伴う
医療機関とケアマネジャーとの情報共有ルール」の周知を図り、高齢者がスムーズに
在宅生活を送ることができるよう支援します。

③ 医療・介護が連携したサービスの提供
在宅医療と介護が連携し、切れ目なく在宅医療・介護サービスが一体的に提供され
るよう、医療・介護関係者等が参画する「在宅医療・介護地域連携検討会」を開催し、
現状の把握及び課題の抽出と共有を図り、解決策等について検討を行います。
また、地域の医療・介護関係者及び市民からの在宅医療・介護に関する相談への対
応や情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行います。

④ 地域住民への普及・啓発
在宅医療に関するリーフレットの配布や講演会を開催し、在宅医療についての普及
啓発を図ります。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

団体数 ８ １０ １２ １４ １７ ２０

（３） 住民相互に支え合う仕組みづくり

① 生活支援体制整備事業
高齢者の生活を支援するために、住民や地域の多様な主体による活動の調整を担
う、生活支援コーディネーターを配置します。
生活支援コーディネーターが中心となって、概ね小学校区ごとに、順次、住民や地
域の多様な主体が協議する場として協議体の設置を行い、日常生活上の支援体制の充
実・強化と社会参加の推進を一体的に図ります。

② 高齢者ファミリー・サポート・センター事業
高齢者宅で食事の準備や片づけ、部屋の清掃、ごみの分別や搬出等の軽易な生活援
助を行いたい２０歳以上の市民（援助会員）と、その援助を受けたい高齢者（依頼会員）
が会員となり、市内一円で行う有償ボランティアの援助活動を支援します。

③ 地域お互いさま活動事業
支援を必要とする高齢者等が、地域とのつながりを維持しながら、自立した暮らし
が継続できるように、生活支援を行う地域住民等のボランティア団体を支援します。

④ ひとり暮らし高齢者対策
地域ふれあいサロン等による閉じこもり予防をはじめ、民生委員・児童委員や自治
会など近隣の人たちが支援する小地域福祉ネットワーク活動等の地域での支え合い
や、見守り活動等の各種活動に積極的に参加できる環境整備を推進します。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（目標）

令和７年度
（目標）

令和８年度
（目標）

開催数 ２３ ２７ ２３ ２７ ２７ ２７

⑤ 地域ネットワーク会議
地域包括支援センターにおいて、地域住民の代表者や関係機関、行政機関等で構成
される「地域ネットワーク会議」を開催し、地域課題を共有する中で解決に向けた協
議を行い、地域の支援者等の相互の連携を図ります。
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４．生きがいづくりの支援と社会参加の促進

現状と課題
高齢者が身体的にも精神的にも健康的な生活を送るためには、生きがいを持って生活す
ることが重要です。
また、今後も高齢者の増加が見込まれる中、豊かな知識や経験を生かすことで、高齢者
が地域貢献活動の担い手となることが求められています。

今後の取組
高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って、在宅生活を送ることができるように、
レクリエーション、趣味、就労、ボランティア活動などを通じて積極的に地域社会と関わ
りを持つための取組を行います。

具体的な取組

（１） 生きがいづくりの支援

① 生きがい対策事業
校（地）区社会福祉協議会が行う地域性を活かした高齢者のための生きがい対策事
業（スポーツ、文化、芸術又は趣味の教室、社会奉仕活動等）に補助を行い、活動を
支援します。

② 老人いこいの家
高齢者がレクリエーションや趣味などの活動を通じて交流することができる場とし
て、「老人いこいの家」を７箇所、「シニア交流プラザ」を１箇所設置し、地域の団体
や個人の親睦と心身の健康の増進を図ります。

③ 地域介護予防活動支援事業（再掲）
介護予防に携わるボランティア等の人材育成や、地域ふれあいサロンや健康づくり
運動教室等の住民が運営する通いの場の活動を支援します。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

交付者数 ９３，８８２ ９０，８６５ ８８，３２０ ８５，８１２ ８７，００８ ８８，１７４
※令和２年度から令和６年度まで１歳ずつ対象年齢の引上げを実施

（２） 社会参加の促進

① 老人クラブ・敬老行事の活動促進
老人クラブ及び校区を単位として実施する敬老行事に対し補助を行い、充実した活
動を支援します。
また、大分市老人クラブ連合会が、老人クラブの活性化を図るために行うリーダー
育成やシニア大学などの活動に支援を行います。

② 長寿応援バス事業
市内に１カ月以上住所を有する７０歳以上及び６５歳～６９歳の運転免許を持っていない
高齢者が市内路線バスを利用する際の料金の負担を軽減し、気軽に外出できる環境づ
くりを行います。

③ ふれあい交通
公共交通の利用が不便な地域において、最寄りの路線バスの停留所まで乗合タク
シーを運行し、住民の移動手段を確保するとともにバス利用の促進を図ります。

④ 高齢者の就労
高齢者の就労機会を拡大し、社会参加を促進するため、（公社）大分市シルバー人
材センターをはじめとする関係機関と連携を図るとともに、就労支援に関する講座の
開催などを通じて、情報提供を行います。
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⑤ 生活支援体制整備事業（再掲）
高齢者の生活を支援するために、住民や地域の多様な主体による活動の調整を担
う、生活支援コーディネーターを配置します。
生活支援コーディネーターが中心となって、概ね小学校区ごとに、順次、住民や地
域の多様な主体が協議する場として協議体の設置を行い、日常生活上の支援体制の充
実・強化と社会参加の推進を一体的に図ります。
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５．サービス基盤の整備と介護保険事業の円滑な運営

現状と課題
大分市では、今後も高齢者数の増加が見込まれており、中長期的な人口動態や介護ニー
ズの見込みを踏まえて、将来的な機能転換や多機能化を見据えた施設の整備や、地域の実
情に応じた地域密着型サービスの充実などを計画的に行う必要があります。
また、介護保険事業の円滑な運営については、保険者機能の強化や給付の適正化、サー
ビスの提供を続けるために介護人材の確保やデジタル技術を活用した介護現場の生産性向
上などが求められています。

今後の取組
介護が必要になった高齢者の多様化するニーズに対応するため、介護老人福祉施設・介
護老人保健施設・認知症対応型共同生活介護などの施設・居住系サービスと訪問介護・通
所介護などの在宅サービスのバランスが取れた整備を行うとともに介護保険事業の円滑な
運営に取り組みます。

具体的な取組

（１） 在宅サービスの基盤整備
高齢者が要介護・要支援状態になっても、できる限り身体機能の低下を防ぎ、住み慣れ
た地域で継続して日常生活を営むことができるように、必要なサービスを提供します。

① 居宅サービス
要介護・要支援者の心身の状況に応じて提供される、訪問介護や訪問看護、通所介
護、短期入所生活介護、福祉用具貸与などの各種サービスについて、適正なサービス
量の確保に努めます。
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② 地域密着型サービス
高齢者が要介護・要支援状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で
生活を継続できるようにするため、認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅
介護、看護小規模多機能型居宅介護などの各種サービスについて、適正なサービス量
の確保に努めます。

③ 市町村特別給付
要介護認定を受け、在宅でおむつ等を常時必要とする被保険者に対して、紙おむ
つ、布おむつ、失禁パンツ、おむつカバー、尿とりパッドの購入に要した費用（限度
額４８，０００円）の９割を支給します。

④ 地域支援事業
要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等になった場合において
も、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防・日常生活支援
総合事業、包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）、包括的支援事業（社会
保障充実分）、任意事業の４事業を実施します。

（２） 施設・住まいの基盤整備
多様化するニーズに対応するため、各サービス種別で定めた目標に向け、施設・居住系
サービス（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院（注１３）・認知症対応型共同
生活介護など）のバランスの取れた整備を行います。
なお、介護老人福祉施設、介護老人保健施設については、未整備圏域の解消に向けた地
域密着型サービス等小規模施設の整備を基本としつつ、必要に応じて既存施設の増床等も
検討するなど、必要床数の確保に努めます。
また、高齢者の住まいの安定的な確保を支援するため、関係部局との連携のもと、公的
賃貸住宅を適切に供給するとともに、民間賃貸住宅の空き家・空き室を活用し、住宅の確
保に配慮を要する高齢者等への住宅供給促進を図ります。
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第８期計画
（令和５年度末見込み）

第９期計画
（令和８年度末目標）

１，５１５床 １，５４４床

第８期計画
（令和５年度末見込み）

第９期計画
（令和８年度末目標）

１，１５１床 １，１８０床

第８期計画
（令和５年度末見込み）

第９期計画
（令和８年度末目標）

６８床 １１８床

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
原則要介護３以上の常時介護が必要な方の生活の場として、施設入所希望者の待機
の軽減や未整備圏域の解消を目指し、令和８年度末１，５４４床を整備目標（地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護含む）とし、適正な配置に努めます。

② 介護老人保健施設
在宅復帰のための地域拠点として、施設入所希望者の待機の軽減や未整備圏域の解
消を目指し、令和８年度末１，１８０床を整備目標とし、適正な配置に努めます。

③ 介護医療院
長期療養が必要な要介護者の生活の場として、施設入所希望者の待機の軽減や未整
備圏域の解消を目指し、令和８年度末１１８床を整備目標とし、適正な配置に努めます。
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第８期計画
（令和５年度末見込み）

第９期計画
（令和８年度末目標）

７１８床 ７７２床

④ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）
高齢化に伴う認知症高齢者の増加及び入居希望者の待機の軽減のため、令和８年度
末７７２床を整備目標とし、適正な配置に努めます。

⑤ （地域密着型）特定施設入居者生活介護（注１４）

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護医療院、認知
症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）の整備を優先するため、新
設・増設は行いませんが、適正なサービスが提供されるよう助言や支援に努めます。

⑥ 養護老人ホーム（注１５）・生活支援ハウス（注１６）・軽費老人ホーム（注１７）

令和５年４月１日現在、養護老人ホームは１施設６５床、生活支援ハウスは５施設
１００床、軽費老人ホームは８施設４００床整備されており、事業所において適切なサービ
スが提供されるよう助言や支援に努めます。

⑦ 住宅型有料老人ホーム（注１８）・サービス付き高齢者向け住宅（注１９）

令和５年４月１日現在、住宅型有料老人ホームは１６２施設（５，６４８床）、サービス付
き高齢者向け住宅は２６住宅（９０５戸）が整備されています。今後も関係課と連携を図
り、事業所において適切なサービスが提供されるように助言や支援に努めます。

⑧ 住宅確保要配慮者等への支援
福祉・不動産関係団体、行政関係部局等で構成する居住支援協議会（注２０）を設立
し、高齢者をはじめとした住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に情報
提供等の支援を行い、賃貸住宅等への円滑な入居促進等を図ります。
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（３） 災害対策と感染症対策
近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、こうした事態にお
いても被害を未然に防止し、支援を必要とする高齢者等に必要なサービスを提供できる体
制が確保されるよう、国や県及び関係機関等との連携のもと、対策に取り組みます。

① 介護事業者における備えの確認
災害発生時に介護保険サービス事業所等において適切な対応が行われるよう、防災
啓発に努めるとともに、避難訓練の実施状況や避難確保計画・業務継続計画などの災
害に関する計画の策定状況等について、関係機関と連携し、定期的な確認と必要な助
言を行います。

② 福祉避難所との連携
災害等に伴い開設された指定避難所への避難が長期化した際に、指定避難所での避
難生活が困難な高齢者等を設備が整ったスペースで受け入れできるよう、介護保険施
設や障害福祉施設等と協定を結んでいます。
災害発生時等において迅速に対応できるよう、協定施設に対し制度の周知を定期的
に行うなど、連携体制の強化に努めます。

③ 感染症に対する備え
感染症の発生に備え、介護保険サービス事業所等に対して、感染症の知識の啓発に
努めるとともに、想定訓練の実施状況や、業務継続計画などの感染症に関する計画の
策定状況等の定期的な確認と必要な助言を行います。
また、感染症発生時に、介護保険サービス事業所等が適切な対応を行い、感染症の
拡大防止が図られるように、関係機関と連携を密にし、情報提供や適切な支援に努め
ます。

（４） 介護を支える人材確保
介護人材の確保については、今後、一段と厳しくなると想定されることから、県及び関
係機関、雇用関係部署等との連携のもと、介護分野で働く人材の確保・育成に努め、介護
現場の人手不足対策に取り組みます。
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① 研修等による人材の育成
介護入門者研修の実施等により、介護給付等対象サービス事業及び地域支援事業に
従事する介護職への就労のほか、高齢者ファミリー・サポート・センター事業の援助
会員などの住民同士による支え合い活動への参画を促します。

② 介護現場の生産性向上等の支援
生産年齢人口が減少する中においても、地域のニーズに対応できる体制づくりや、
介護分野の従事者が長く働き続けられる環境づくりに向け、介護保険サービス事業所
等に対して、介護ロボットや ICT（情報通信技術）の導入・活用に係る情報提供、提
出書類の簡素化による文書作成の負担軽減等により、業務の効率化を支援します。
また、介護保険サービス事業所に介護職員等処遇改善加算の取得を促すことで、加
算要件である従事者のキャリアパスの構築を支援します。

（５） サービス利用料や介護保険料の負担軽減

① 社会福祉法人による利用者負担軽減
生計が困難な人に対して利用者負担額を軽減した、介護保険サービスを提供する社
会福祉法人に対し、軽減した額の一部を市が助成します。

② 介護保険料の独自減免
保険料区分が第１段階～第５段階（第４、５段階は条件に該当する被保険者のみ）
の被保険者で、収入が少なく生活が著しく困窮しており、市の定める基準に該当する
場合、申請した月から第１段階保険料額の２分の１の保険料額となる軽減措置を実施
します。

（６） 介護サービスの質の向上と給付適正化

① 介護支援専門員の資質向上
介護保険制度の要である介護支援専門員の資質を高めるため、居宅介護支援事業所
や介護予防支援事業所に対して、ケアプラン指導や個別事例についての相談支援を行
います。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

点検件数 ５，１４５ ４，５００ ４，５００ ５，０００ ５，０００ ５，０００

オンライン
会議数 － ９ ２０ ２２ ２４ ２６

② 介護サービス相談員派遣事業
介護保険施設利用者の疑問や不満などの相談窓口となる介護サービス相談員を派遣
し、利用者と施設の良好な関係を構築するとともに、サービスの質の向上を図ります。

③ 介護保険サービス事業所等への指導や助言
介護保険サービス事業所等への集団指導や運営指導等を通して、対象者に適正な
サービスが提供できるよう、必要な指導や助言、情報提供を行います。

④ 関係機関との連携
介護サービス利用者が、介護保険サービス事業者等から必要とするサービスを安心
して選択することができるよう、県、国民健康保険団体連合会、関係機関と密接な連
携を図りながらサービス向上に努めます。

⑤ 要介護認定の適正化
要介護認定の変更認定又は更新認定に係る認定調査（委託調査）の内容について、
訪問又は書面等の審査を通じて点検を行い、適正かつ公平な要介護認定の確保に努め
ます。
また、介護認定の調査や審査会の開催にあたっては、タブレット端末及び専用ソフ
トを導入するほか、ペーパーレス会議等を採用することにより業務の効率化を図りま
す。
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年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

点検件数 ８１ ５１ ５５ ７７ ７７ ７７
事業所数 ３６ ２５ ３３ ３０ ３０ ３０

年度
第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

点検件数 １，１８７ １，４２７ １，４７７ １，４００ １，４００ １，４００

⑥ ケアプランの点検
新規開設をした居宅介護支援事業所や介護保険施設の介護支援専門員、地域包括支
援センターの新任職員等に対して、利用者の自立支援に資する適切なケアプランであ
るか等に着目し、点検及び指導を行います。
また、市が定める回数及び基準以上の訪問介護を位置付けたケアプランについて
は、サービスの必要性を検証します。

⑦ 縦覧点検・医療情報との突合
国民健康保険団体連合会からの情報提供により、複数月にまたがる介護報酬の支払
状況を確認し、提供されたサービスの整合性等の点検を行い、請求内容の誤りを確認
した場合は、事業者を指導し、誤請求の削減を図ります。
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第５章

介護保険料の算定と
介護保険サービス量の見込み



市
12.5％

県
12.5％

国
20％

第1号被保険者
23％

第２号被保険者
27％

市
12.5％

県
12.5％

国
20％

第1号被保険者
23％

第２号被保険者
27％

5％

調整交付金 4.16％ 0.84％

23.84%
50％

調整交付金

【大分市の費用負担区分】（第9期算定時）

第５章 介護保険料の算定と介護保険サービス量の見込み

１．介護保険の財源構成

介護保険給付に要する費用は、介護保険サービス利用時の利用者負担分を除いて、半分

を国（２５％）・県（１２．５％）・市（１２．５％）が公費で負担し、残りを被保険者の保険料（６５

歳以上の第１号被保険者が２３％、４０歳から６４歳までの第２号被保険者が２７％）でまかなう

仕組みとなっています。ただし、施設等給付費については国（２０％）・県（１７．５％）とな

ります。

調整交付金

介護給付費における国の負担割合２５％のうち、５％は全国の保険者の財政格差を調整す

るために、後期高齢者加入割合や所得段階別人数割合によって年度ごとに調整のうえ、交

付されます。

大分市においては、後期高齢者加入割合が全国平均より低いことから、調整交付金交付

割合が５％を下回っており、これにより生じる差額は第１号被保険者の負担割合に加算さ

れることとなっています。

【基本的な費用負担区分】
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保険者の取組に対する評価に基づく交付金

以下の交付金を活用し、自らの取組に係る評価結果を踏まえつつ、介護予防・重度化防

止等に係る施策の充実に努めます。

【保険者機能強化推進交付金】

高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組状況について、国が評価指標に

基づき評価し、その結果に応じて配分される交付金です。この交付金は、介護予防・日常

生活支援総合事業、包括的支援事業、市町村特別給付等の第１号被保険者負担分に充当す

ることができます。

【介護保険保険者努力支援交付金】

介護予防・健康づくりに関する重要な項目について国が定める指標に基づき評価し、そ

の結果に応じて配分される交付金です。この交付金は、介護予防・健康づくりに資する取

組等の第１号被保険者負担分に充当することができます。
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第１期
（Ｈ１２～Ｈ１４）

第２期
（Ｈ１５～Ｈ１７）

第３期
（Ｈ１８～Ｈ２０）

第４期
（Ｈ２１～Ｈ２３）

第５期
（Ｈ２４～Ｈ２６）

第６期
（Ｈ２７～Ｈ２９）

第７期
（Ｈ３０～Ｒ２）

第８期
（Ｒ３～Ｒ５）

大 分 市 ３，１６６円 ３，６１０円 ４，２７０円 ４，２７０円 ５，４５２円 ５，９９４円 ５，９９４円 ６，１９９円

大分県平均 ３，１９２円 ３，４３３円 ４，２１６円 ４，１５５円 ５，３５１円 ５，５９９円 ５，７９０円 ５，９５６円

全 国 平 均 ２，９１１円 ３，２９３円 ４，０９０円 ４，１６０円 ４，９７２円 ５，５１４円 ５，８６９円 ６，０１４円

全国平均
大分県平均
大分市

第８期第７期第６期第５期第４期第３期第２期第１期
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

（第１号被保険者の介護保険料の基準額）
※第１期及び第２期の介護保険料については、野津原・佐賀関を除く

２．第１号被保険者の介護保険料

（１） 第１号被保険者の保険料の推移
介護保険制度が平成１２年度（２０００年度）に発足して以来、高齢者の増加により、
要介護・要支援認定者数、サービス利用者数が増え、給付費も大幅に増加してきま
した。今後も、高齢者の生活を支える介護保険制度を持続可能なものとするため、
財政基盤の安定が求められます。
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（２） 第９期介護保険料の算定（令和６年度～令和８年度）
第１号被保険者の介護保険料は、計画期間中に必要と見込まれる保険給付総額の

２３％と調整交付金不足分（９期保険料算定時０．８４％）をまかなえる水準に定めます。
第９期の介護保険事業計画では、下記の軽減措置等により被保険者の負担が過大
になることを避けるよう努めます。

① 介護給付費準備基金（注２１）の充当
介護給付費準備基金を活用して保険料の上昇を抑制します。

② 負担能力に応じた保険料負担
第３期計画より、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行う観点から、

保険者において、各保険料段階の保険料率の設定及び課税層の段階数を増やすこと
（多段階設定）が可能となり、大分市では、第３期計画から、負担能力をきめ細か
く反映したものとなるよう多段階設定し、第６期計画からは１２段階に設定してきま
した。
第９期計画では、国が介護保険制度の持続可能性を確保する観点で、今後の介護
給付費の増加を見据え、第１号被保険者間での所得再分配機能を強化するため標準
段階を１３段階の多段階に見直し、所得に応じた標準乗率を設定したことから、大分
市も同じ１３段階とし、負担能力に配慮した乗率設定とします。

③ 公費による保険料の軽減
今後の更なる高齢化に伴い、介護給付費の増加と保険料負担水準の上昇が避け

られない中で、介護保険制度を持続可能なものとするために、国は社会保障の充実
として公費を投入し、低所得者の保険料軽減を行う仕組みを設けています。
大分市もこの考え方に基づき、引き続き低所得者に対し、公費による保険料の軽
減を行います。

④ 保険料段階の基準所得金額の見直し
介護保険法施行規則の一部改正により、段階を区分する合計所得金額は、第９

段階の「３２０万以上４００万円未満」が「３２０万以上４２０万円未満」、第１０段階の「４００万
円以上５００万円未満」が「４２０万円以上５２０万円未満」、第１１段階の「５００万円以上６００
万円未満」が「５２０万円以上６２０万円未満」、第１２段階の「６００万円以上」が「６２０万
円以上７２０万円未満」、新たに設定される第１３段階が「７２０万円以上」となります。
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【介護保険料算定フロー】
　第1号被保険者の介護保険料は、市町村の介護保険事業計画に定める
介護保険サービス（給付費）の見込み量に応じて、市町村が定めます。

保険料基準額　82，220円（月額6，852円）

①総給付費見込額
　137，074百万円

②第１号被保険者負担分相当額（調整交付金見込後）
　32，661百万円

③市町村特別給付費
　905百万円

④介護給付費準備基金充当額
　100百万円

⑤保険者機能強化推進交付金等の交付金見込額
　293百万円

⑥第１号被保険者介護保険料収入必要額（②＋③－④－⑤）
　33，173百万円

・23％（第１号被保険者負担割合）
・後期高齢者加入割合補正係数
・所得段階別加入割合補正係数

÷予定保険料収納率　99.38％
÷補正第1号被保険者数（3年間合計　405，976人）
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段階 対象者 保険料率 保険料年額
（月額）

市
民
税
非
課
税
世
帯

第１段階
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、
課税年金収入額＋合計所得金額が８０万円
以下の人

基準額×０．２８５ ２３，４３０円
（１，９５３円）

第２段階 課税年金収入額＋合計所得金額が８０万円
を超え１２０万円以下の人 基準額×０．４８５ ３９，８７０円

（３，３２３円）

第３段階 課税年金収入額＋合計所得金額が１２０万円
を超える人 基準額×０．６８５ ５６，３２０円

（４，６９４円）

課
税
世
帯
で
本
人
非
課
税

第４段階 課税年金収入額＋合計所得金額が８０万円
以下の人 基準額×０．９０ ７４，０００円

（６，１６７円）

第５段階 課税年金収入額＋合計所得金額が８０万円
を超える人 基準額×１．００ ８２，２２０円

（６，８５２円）

本
人
市
民
税
課
税

第６段階 合計所得金額が１２０万円未満の人 基準額×１．２０ ９８，６６０円
（８，２２２円）

第７段階 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円
未満の人 基準額×１．３０ １０６，８８０円

（８，９０８円）

第８段階 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円
未満の人 基準額×１．５０ １２３，３３０円

（１０，２７８円）

第９段階 合計所得金額が３２０万円以上４２０万円
未満の人 基準額×１．７０ １３９，７７０円

（１１，６４８円）

第１０段階 合計所得金額が４２０万円以上５２０万円
未満の人 基準額×１．９０ １５６，２２０円

（１３，０１９円）

第１１段階 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円
未満の人 基準額×２．１０ １７２，６６０円

（１４，３８９円）

第１２段階 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円
未満の人 基準額×２．３０ １８９，１１０円

（１５，７６０円）

第１３段階 合計所得金額が７２０万円以上の人 基準額×２．５０ ２０５，５５０円
（１７，１３０円）

（３） 第９期所得段階別保険料額（令和６年度～令和８年度）
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サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度

予
防
給
付

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介護予防訪問入浴介護
回／月 ０ ０ ０

人／月 ０ ０ ０

介護予防訪問看護
回／月 ２，０１２ ２，０６２ ２，１２８

人／月 ３０９ ３１７ ３２７

介護予防訪問リハビリテーション
回／月 ９４２ ９６２ ９９２

人／月 ９３ ９５ ９８

介護予防居宅療養管理指導 人／月 １５１ １５６ １６１

介護予防通所リハビリテーション 人／月 １，５５２ １，５９４ １，６４２

介護予防短期入所生活介護
日／月 １５４ １５９ １６３

人／月 ２９ ３０ ３１

介護予防短期入所療養介護
日／月 ５ ５ ５

人／月 ２ ２ ２

介護予防福祉用具貸与 人／月 ２，９０８ ２，９８５ ３，０７５

特定介護予防福祉用具購入費 人／月 ４６ ４８ ５０

介護予防住宅改修 人／月 ６９ ７０ ７１

介護予防特定施設入居者生活介護 人／月 ６３ ６４ ６６

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介護予防認知症対応型通所介護
回／月 ２５ ２８ ３１

人／月 ４ ４ ４

介護予防小規模多機能型居宅介護 人／月 １４ １５ １６

介護予防認知症対応型共同生活介護 人／月 ３ ４ ５

介護予防支援 人／月 ４，０２２ ４，１２９ ４，２５３

３．介護保険サービス量の見込み

（１） 予防給付対象サービスの見込量
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サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介
護
給
付

居
宅
サ
ー
ビ
ス

訪問介護
回／月 １２４，５５４ １２６，３１０ １２８，４１４
人／月 ４，６０７ ４，６５０ ４，７２１

訪問入浴介護
回／月 ６２６ ６５１ ６８０
人／月 １４７ １５３ １６０

訪問看護
回／月 １９，２３１ １９，９９１ ２０，７５０
人／月 ２，１７１ ２，２５６ ２，３４１

訪問リハビリテーション
回／月 ９，５８６ ９，９４６ １０，３２０
人／月 ７４３ ７７１ ８００

居宅療養管理指導 人／月 ５，７３０ ５，９５３ ６，１８２

通所介護
回／月 １１４，５５３ １１８，０６５ １２１，１１０
人／月 ６，９９９ ７，１９５ ７，３７５

通所リハビリテーション
回／月 ２４，４２５ ２５，２６４ ２６，２１０
人／月 ２，６７９ ２，７７０ ２，８７３

短期入所生活介護
日／月 ８，０９７ ８，２０１ ８，４９８
人／月 ８４４ ８５６ ８８７

短期入所療養介護
日／月 ７４９ ７６２ ７７６
人／月 １０８ １１０ １１２

福祉用具貸与 人／月 ８，９５７ ９，１０９ ９，１９０
特定福祉用具購入費 人／月 １１５ １１９ １２２
住宅改修費 人／月 ８６ ９０ ９２
特定施設入居者生活介護 人／月 ３７２ ３８４ ３９６

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／月 ６６ ８０ ９４
夜間対応型訪問介護 人／月 ２６ ２８ ３０

地域密着型通所介護
回／月 ８，６１２ ８，９５７ ９，２６６
人／月 ７６３ ７９３ ８２０

認知症対応型通所介護
回／月 ２，５１０ ２，５８４ ２，６８５
人／月 ２０４ ２１０ ２１８

小規模多機能型居宅介護 人／月 ２０２ ２１７ ２３２
認知症対応型共同生活介護 人／月 ６７８ ７０３ ７２８
地域密着型特定施設入居者生活介護 人／月 ０ ０ ０
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人／月 ３８１ ３９１ ４０１
看護小規模多機能型居宅介護 人／月 １２０ １２２ １２４

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設 人／月 １，０６７ １，０６７ １，０６７
介護老人保健施設 人／月 １，０７１ １，１１１ １，１６１
介護医療院 人／月 ４８ ６３ ７８

居宅介護支援 人／月 １３，４２５ １３，９３６ １４，４５０

（２） 介護給付対象サービスの見込量
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サービス種別 令和６年度 令和７年度 令和８年度

介
護
給
付

居
宅
サ
ー
ビ
ス

訪問介護 ４，２３２，４５６ ４，２９６，７９９ ４，３６６，８３２
訪問入浴介護 ９３，２１６ ９６，９５５ １０１，２８９
訪問看護 １，０８９，０６７ １，１３３，５６６ １，１７６，６１４
訪問リハビリテーション ３４０，２８３ ３５３，５５５ ３６６，８５２
居宅療養管理指導 ６４０，７１８ ６６６，５５６ ６９２，２２６
通所介護 １０，５４５，０１８ １０，９０２，２４９ １１，１９３，２０４
通所リハビリテーション ２，３３２，９１２ ２，４１７，３２７ ２，５０９，２３１
短期入所生活介護 ８４８，７３７ ８６０，３３６ ８９１，５９９
短期入所療養介護 １０４，６７０ １０６，７１３ １０８，６６２
福祉用具貸与 １，３０１，２８８ １，３２１，０８９ １，３３１，５９４
特定福祉用具購入費 ５０，９９７ ５２，７２４ ５４，０２７
住宅改修費 ８４，０９８ ８７，９７１ ９０，０５８
特定施設入居者生活介護 ８８３，００１ ９１２，３４１ ９４１，２４５

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １６６，７９９ ２０３，９１３ ２４０，８１５
夜間対応型訪問介護 １２，０７０ １２，９２０ １４，１７０
地域密着型通所介護 ８６１，９０４ ８９７，８０７ ９２９，２０７
認知症対応型通所介護 ３０１，１８４ ３１０，２９６ ３２２，６１１
小規模多機能型居宅介護 ５０８，４２９ ５４４，８６３ ５７９，４２８
認知症対応型共同生活介護 ２，１５２，８４８ ２，２３４，７３３ ２，３１３，９３２
地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 １，３１９，２８８ １，３５２，２６５ １，３８３，９８１
看護小規模多機能型居宅介護 ３９８，７８３ ４０４，３９１ ４１０，７８８

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設 ３，４４３，５５０ ３，４４７，９０７ ３，４４７，９０７
介護老人保健施設 ３，７９９，９２０ ３，９４８，９０３ ４，１２４，１８６
介護医療院 ２０７，２８５ ２７４，７３７ ３３９，９９９

居宅介護支援 ２，５２８，０４１ ２，６２８，５９１ ２，７２６，１９２

予
防
給
付

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０
介護予防訪問看護 １０４，１３６ １０６，８８８ １１０，３１３
介護予防訪問リハビリテーション ３１，８４２ ３２，５４８ ３３，５７６
介護予防居宅療養管理指導 １５，１５９ １５，６８３ １６，１８２
介護予防通所リハビリテーション ５９１，１７１ ６０７，８４４ ６２６，１４４
介護予防短期入所生活介護 １０，０１１ １０，３９１ １０，７５９
介護予防短期入所療養介護 ６１４ ６２７ ６３９
介護予防福祉用具貸与 ２０１，６４８ ２０６，９８３ ２１３，２３０
特定介護予防福祉用具購入費 １７，０００ １７，７４４ １８，４８８
介護予防住宅改修 ７７，７００ ７８，８３１ ７９，９６２
介護予防特定施設入居者生活介護 ５７，２３４ ５８，０２２ ５９，４５２

地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス

介護予防認知症対応型通所介護 ２，６４１ ２，９６４ ３，２８３

介護予防小規模多機能型居宅介護 １０，５７１ １１，５５０ １２，５１６

介護予防認知症対応型共同生活介護 ８，７９０ １１，７３５ １４，６６９
介護予防支援 ２２３，９３６ ２３０，１８４ ２３７，０９７
利用者負担の見直し等に伴う財政影響額 ０ ４６１，７３４ ４７５，６５０

① 計 ３９，５９９，０１５ ４１，３２３，２３５ ４２，５６８，６０９

（千円）
（３） 介護給付等対象サービス費の見込み
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種類別 令和６年度 令和７年度 令和８年度

②

特定入所者介護サービス費等給付額 ６０２，３９０ ６０２，３９０ ６０２，３９０
特定入所者介護サービス費等の見直しに
伴う財政影響額 ８，５０３ ９，２７６ ９，２７６

小計 ６１０，８９３ ６１１，６６６ ６１１，６６６

③

高額介護サービス費等給付額 １，１７７，０００ １，２５９，３９０ １，３４７，５４７
高額介護サービス費等の見直しに伴う
財政影響額 １９，４６３ ２２，６２５ ２４，１１２

小計 １，１９６，４６３ １，２８２，０１５ １，３７１，６５９
④ 高額医療合算介護サービス費等給付額 ２０１，７６０ ２０９，８３０ ２１８，２２３
⑤ 算定対象審査支払手数料 ５４，１６４ ５５，８３９ ５７，５８８
⑥ 地域支援事業費 ２，３２３，２７９ ２，３６９，５５３ ２，４０８，１３３

合計
（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

令和６年度 令和７年度 令和８年度

４３，９８５，５７４ ４５，８５２，１３８ ４７，２３５，８７８

（千円）
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年度

第８期計画期間 第９期計画期間

令和３年度
（実績）

令和４年度
（実績）

令和５年度
（見込み）

令和６年度
（見込み）

令和７年度
（見込み）

令和８年度
（見込み）

有資格者（人） ７，５０７ ７，８７９ ８，２００ ８，５６９ ８，９５４ ９，３５６
支給額（千円） ２１３，４６７ ２２６，０５０ ２６３，０００ ２８１，４１０ ３０１，１０９ ３２２，１８７

（４） 市町村特別給付
市町村は、条例により、介護保険法で定められた保険給付以外の市町村特別給付
を実施することができます。実施にあたっては、第１号被保険者の保険料を財源と
しています。
大分市では、在宅の要介護認定を受けた被保険者に対して「おむつ等介護用品購
入費の支給事業」を実施しています。

支給基準等

在宅でおむつ等を常時必要とする人に対して、その購入に要した費用（限度額
４８，０００円）の９割を支給します。

【対象者】
次の要件をすべて満たしている人
○要介護１から要介護５の認定を受けている人
○在宅で介護を受けている人
○常時おむつを必要とする人

【支給対象品目】
紙おむつ、布おむつ、失禁パンツ、おむつカバー、尿とりパッド
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（５） 地域支援事業
地域支援事業は、要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等と
なった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことが
できるようサービスを提供するものです。
地域支援事業は、①介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的支援事業（地域
包括支援センターの運営）、③包括的支援事業（社会保障充実分）、④任意事業の４
つから構成されています。

① 介護予防・日常生活支援総合事業
ⅰ）介護予防・生活支援サービス事業
ア）訪問型サービス
イ）通所型サービス
ウ）介護予防ケアマネジメント
ⅱ）一般介護予防事業
ア）介護予防把握事業
イ）介護予防普及啓発事業・・・・・介護予防教室事業
ウ）地域介護予防活動支援事業・・・地域ふれあいサロン事業等
エ）地域リハビリテーション活動支援事業
オ）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

② 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）
ⅰ）総合相談支援業務
ⅱ）権利擁護業務・・・権利擁護事業

高齢者虐待防止ネットワーク運営事業
ⅲ）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
ⅳ）介護予防ケアマネジメント業務

③ 包括的支援事業（社会保障充実分）
ⅰ）在宅医療・介護連携推進事業
ⅱ）生活支援体制整備事業
ⅲ）認知症総合支援事業・・・認知症初期集中支援推進事業

認知症地域支援推進事業
ⅳ）地域ケア会議推進事業
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サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度

①
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業

訪問型サービス 人／年 １９，８７０ ２０，６３０ ２１，１４７

通所型サービス 人／年 ２８，７３０ ２９，８２９ ３０，５７８

短期集中予防サービス 人／年 ７４０ ７５０ ７６０

介護予防教室事業 回／年 １２０ １２０ １２０

通いの場がある自治区の数 箇所／年 ４６１ ４７６ ４９１

健康づくり運動教室 箇所／年 ２９０ ３０５ ３２０

②③ 包括的支援事業 箇所／年 ２３ ２３ ２３

④
任
意
事
業

認知症家族介護支援事業
事業所数 １２ １２ １２

（延べ人数） （３００） （３００） （３００）

家族介護慰労金事業 人／年 ３ ３ ３

家族介護用品支給事業 人／年 ９２ ９８ １０５

成年後見人等報酬助成事業 件／年 ５０ ７０ １００

住宅改修支援事業 件／年 １２０ １２０ １２０

認知症サポーター養成講座 回／年 ８０ ８０ ８０

介護サービス相談員派遣事業 人／年 １８ １８ １８

食の自立支援事業 人／年 ３，８３８ ３，９５３ ４，０７１

緊急通報サービス事業 人／年 ５４５ ５０１ ４６１

④ 任意事業
ⅰ）介護給付等費用適正化事業
ⅱ）家族介護支援事業・・・・・・・・認知症家族介護支援事業

家族介護慰労金事業
家族介護用品支給事業

ⅲ）成年後見制度利用支援事業・・・・成年後見人等報酬助成事業
ⅳ）福祉用具・住宅改修支援事業・・・住宅改修支援事業
ⅴ）認知症サポーター等養成事業・・・認知症サポーター養成講座
ⅵ）地域自立生活支援事業・・・・・・介護サービス相談員派遣事業

食の自立支援事業
緊急通報サービス事業

⑤ 主な地域支援事業の量の見込み
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平成
１２年度

平成
１５年度

平成
１８年度

平成
２１年度

平成
２４年度

平成
２７年度

平成
３０年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
１２年度

令和
１７年度

令和
２２年度

令和
２７年度

令和
３２年度

居宅介護
サービス
給付費

４３．９ ７６．５ ９８．０ １３２．０ １６７．６ ２００．２ ２１２．８ ２２１．２ ２２８．７ ２３６．１ ２４１．８ ２５４．０ ２６４．０ ２７２．０ ２７９．６ ３１５．１ ３５７．３ ３８３．８ ３８３．６ ３８６．２

施設介護
サービス
給付費

６８．３ ８０．３ ７２．５ ７２．８ ７４．７ ７１．０ ７０．７ ７０．０ ７０．６ ７０．１ ６９．３ ６９．７ ７４．５ ７６．７ ７９．１ ８６．５ ９８．２ １０６．８ １０７．３ １０８．５

その他の
給付費 ０．４ １．２ １７．０ ２７．１ ４０．６ ５１．０ ６６．８ ７１．０ ７３．８ ７４．２ ７６．３ ７６．８ ８０．９ ８４．５ ８８．１ ９３．１ １０５．０ １１２．４ １１２．４ １１３．１

合計 １１２．６ １５８．０ １８７．５ ２３１．９ ２８２．９ ３２２．２ ３５０．３ ３６２．２ ３７３．１ ３８０．４ ３８７．４ ４００．５ ４１９．４ ４３３．２ ４４６．８ ４９４．７ ５６０．５ ６０３．０ ６０３．３ ６０７．８

（億円）

※令和４年度までは実績値、令和５年度以降は見込み

0
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その他の給付費

施設介護サービス給付費

居宅介護サービス給付費

令和
32
年度

令和
27
年度

令和
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年度

令和
17
年度

令和
12
年度

令和
8年
度

令和
7年
度

令和
6年
度

令和
5年
度

令和
4年
度

令和
3年
度

令和
2年
度

令和
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度

平成
30
年度

平成
27
年度

平成
24
年度

平成
21
年度

平成
18
年度

平成
15
年度

平成
12
年度

（６） 介護給付費の推移
介護給付費は要介護・要支援認定者数及び介護サービス利用者数の増加に伴い、
介護保険制度の発足当初から右肩上がりで推移してきました。
当初は約１１２億円であった介護給付費は令和５年度には４００億円を超え、今後も高
齢化の進展に伴い要介護・要支援認定者数等の増加が予想されることから、介護給
付費は引き続き増加していく見込みであり、令和２２年度には６００億円に達すると推
計しています。
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参考資料



参考資料１

大分市高齢者福祉計画及び大分市介護保険事業計画策定委員会設置要綱

（設置）
第１条 大分市高齢者福祉計画及び大分市介護保険事業計画（以下「計画」という。）の
策定及び推進に関する事項を検討するため、大分市高齢者福祉計画及び大分市介護保険
事業計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）
第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告し、又は意見
を述べるものとする。
（１）計画の策定に関すること。
（２）計画の推進状況に関すること。
（３）計画の推進の方策に関すること。
（４）その他市長が必要と認める事項

（組織）
第３条 委員会の委員は、２８人以内をもって組織する。
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が参画依頼し、又は任命する。
（１）学識経験者
（２）保健医療関係者
（３）福祉関係者
（４）市民の代表者
（５）介護サービス事業者等の代表者
（６）市の職員

（参画依頼等の期間）
第４条 参画依頼又は任命の期間は、３年以内であって市長が定める期間を１期間とする。
２ 委員に参画依頼し、又は任命するにあたっては、１期間ごとにこれを行うものとする。
３ 複数の期間につき委員に参画を依頼し、又は任命することは、これを妨げない。

（委員長及び副委員長）
第５条 委員会に委員長及び副委員長２人を置き、委員の互選により選出する。
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき
は、その職務を代理する。
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（会議）
第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長がその議長
となる。
２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は
意見を聴くことができる。

（報償金等）
第７条 委員（第３条第２項第６号に規定する委員を除く。）に対する報償金等は、予算
の範囲内で、市長が決定し、これを支払うことができる。ただし、委員が議会の推薦に
基づき参画依頼を受けた議員である場合においての報償金等については、これを支払わ
ないものとする。

（庶務）
第８条 委員会の庶務は、福祉保健部大分市福祉事務所長寿福祉課において処理する。

（委任）
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に
定める。

附 則

（施行期日）
１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。
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委員名 所 属 区 分

委 員 長
あ べ まこと

阿部 誠 大分大学 名誉教授 学識経験者

副委員長
え とう かおる

江藤 郁 大分市社会福祉協議会 会長 保健・医療・福祉関係

副委員長
とくまる なお こ

得丸 直子 大分市民生委員児童委員協議会 会長 保健・医療・福祉関係

委 員
か い ゆう こ

甲斐 優子 大分県立看護科学大学 教授 学識経験者

委 員
すぎやま しん ご

杉山 新悟 智泉福祉製菓専門学校 社会福祉士学科 教員 学識経験者

委 員
やすたけ ち え

安武 千惠 大分市連合医師会 理事 保健・医療・福祉関係

委 員
うえやま しげひろ

植山 茂宏 大分市地域保健委員会委員 （大分市医師会 副会長） 保健・医療・福祉関係

委 員
よし だ まさよし

吉田 正義 大分市歯科医療関係協議会 副会長 保健・医療・福祉関係

委 員
ふじもと き よ み

藤本 紀代美 大分県看護協会 副会長 保健・医療・福祉関係

委 員
さ とう さとる

佐藤 暁 中部圏域大分地域リハビリテーション広域支援センター事務局員 保健・医療・福祉関係

委 員
く どう ふくなり

工藤 福成 大分市ボランティア連絡協議会 会長 保健・医療・福祉関係

委 員
ふな き けん じ

船木 顕司 大分市自治会連合会 理事 市民・被保険者代表者

委 員
まき たつ お

牧 達夫 大分市老人クラブ連合会 会長 市民・被保険者代表者

委 員
まき く み

牧 久美 大分市地域婦人団体連合会 会長 市民・被保険者代表者

委 員
かわ の と し ゆき

川野 登志之 大分県退職者団体連合大分地区協議会 会長 市民・被保険者代表者

委 員
むらかみ ひさ こ

村上 久子 認知症の人と家族の会大分県支部 世話人 市民・被保険者代表者

委 員
きよはら きょう こ

清原 京子 大分市介護サービス相談員 市民・被保険者代表者

委 員
いしもと り さ

石本 理砂 一般公募委員 市民・被保険者代表者

委 員
すず き たけひと

鈴木 武仁 一般公募委員 市民・被保険者代表者

委 員
ひらしま よしゆき

平嶋 吉幸 大分市特養協議会 会長 事業者等

委 員
や だ みつあき

彌田 光昭 大分県老人保健施設協会 事務局長 事業者等

委 員
さ とう ゆう き

佐藤 祐樹 大分市居宅介護支援事業者連絡協議会 会長 事業者等

委 員
ほん だ ま な み

本田 真奈美 大分市介護支援専門員協会 理事 事業者等

委 員
あかさか としひろ

赤阪 俊宏 大分県社会福祉士会 理事 事業者等

委 員
さいとう しゅうぞう

斉藤 修 造 福祉保健部長 行政

委 員
なかぞの み さ

中園 美佐 市民部長 行政

委 員
さかもと ひろすけ

坂本 博介 保健所長 行政

計２７名

参考資料２

大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画策定委員会委員名簿
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参考資料３

大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画策定委員会開催状況

第１回
開催日 令和５年（２０２３年）５月３０日
議 題 １．大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画の策定について

２．大分市高齢者福祉計画及び第８期大分市介護保険事業計画の事業実績につ
いて

３．高齢者実態調査及び在宅介護実態調査について
４．日常生活圏域と地域包括支援センターについて

第２回
開催日 令和５年（２０２３年）８月２２日
議 題 １．第９期介護保険事業計画基本指針（案）について

２．基本理念と基本目標について

第３回
開催日 令和５年（２０２３年）１０月１７日
議 題 １．第９期計画の施策について

２．第９期計画における施設整備量について

第４回
開催日 令和５年（２０２３年）１１月１７日
議 題 １．第９期計画の素案について

２．介護保険料設定の考え方について

市民意見公募（パブリックコメント）
実施期間 令和５年（２０２３年）１２月１５日～令和６年（２０２４年）１月１５日

第５回
開催日 令和６年（２０２４年）１月２６日
議 題 １．大分市高齢者福祉計画及び第９期大分市介護保険事業計画（案）について

市長報告
令和６年（２０２４年）２月１９日
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参考資料４ 大分市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（一部抜粋）
有効回答数 １０，２３６件

質問項目 選択肢 ％
性別 男性 ４４．０％

女性 ５６．０％

年齢 ６５～６９歳 ２３．２％
７０～７４歳 ３０．１％
７５～７９歳 ２１．０％
８０～８４歳 １５．１％
８５～８９歳 ７．９％
９０歳以上 ２．８％

要介護状態区分 要支援１ ４．５％
要支援２ ２．７％
事業対象者 ０．３％
非該当 ９２．５％

問１（１）
家族構成

１人暮らし １９．７％
夫婦２人暮らし（配偶者６５歳以上） ４６．１％
夫婦２人暮らし（配偶者６４歳以下） ４．３％
息子・娘との２世帯 １６．２％
その他 １２．６％
無回答 １．１％

問１（２）
あなたは、普段の生活でどなたか
の介護・介助が必要ですか

介護・介助は必要ない ８３．２％
何らかの介護・介助は必要だが現在は受けていない ８．６％
現在、何らかの介護を受けている ６．３％
無回答 １．９％

問１（２）
【「１．介護・介助は必要ない」
以外の方のみ】
①介護・介助が必要になった主な
原因は何ですか
（いくつでも）

脳卒中（脳出血・脳梗塞等） ６．８％
心臓病 ９．４％
がん（悪性新生物） ４．９％
呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等） ４．７％
関節の病気（リウマチ等） １１．２％
認知症（アルツハイマー病等） ４．９％
パーキンソン病 １．７％
糖尿病 ８．８％
腎疾患（透析） ２．４％
視覚・聴覚障害 ６．７％
骨折・転倒 １５．２％
脊椎損傷 ６．０％
高齢者による衰弱 １７．６％
その他 ７．５％
不明 ３２．７％
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問１（２）
【「３．現在、何らかの介護を受
けている」の方のみ】
②主にどなたの介護・介助を受け
ていますか
（いくつでも）

配偶者（夫・妻） ３１．３％
息子 １７．９％
娘 ２５．９％
子の配偶者 ６．９％
孫 ２．２％
兄弟・姉妹 ２．５％
介護サービスのヘルパー ２６．５％
その他 １８．７％

問１（３）
現在の暮らしの状況を経済的にみ
てどう感じていますか

大変苦しい ８．０％
やや苦しい ２６．６％
ふつう ５２．２％
ややゆとりがある ６．４％
大変ゆとりがある ０．８％
無回答 ５．９％

問１（４）
お住まいは一戸建て、または集合
住宅のどちらですか

持家（一戸建て） ７３．７％
持家（集合住宅） ８．１％
公営賃貸住宅 ３．９％
民間賃貸住宅（一戸建て） １．３％
民間賃貸住宅（集合住宅） ５．３％
借家 １．８％
その他 １．１％
無回答 ４．７％

問２（１）
階段を手すりや壁をつたわらずに
昇っていますか

できるし、している ５８．２％
できるけどしていない １９．７％
できない １８．４％
無回答 ３．７％

問２（２）
椅子に座った状態から何もつかま
らずに立ち上がっていますか

できるし、している ７０．８％
できるけどしていない １２．０％
できない １４．０％
無回答 ３．３％

問２（３）
１５分位続けて歩いていますか

できるし、している ７０．９％
できるけどしていない １７．２％
できない ８．８％
無回答 ３．１％

問２（４）
過去１年間に転んだ経験がありま
すか

何度もある １０．３％
１度ある ２１．９％
ない ６５．２％
無回答 ２．６％

問２（５）
転倒に対する不安は大きいですか

とても不安である １４．９％
やや不安である ３８．４％
あまり不安でない ２６．１％
不安でない １７．８％
無回答 ２．８％
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問２（６）
週に１回以上は外出していますか

ほとんど外出しない ５．９％
週１回 １３．１％
週２～４回 ４１．４％
週５回以上 ３７．０％
無回答 ２．６％

問２（７）
昨年と比べて外出の回数が減って
いますか

とても減っている ５．９％
減っている ２８．６％
あまり減っていない ２９．１％
減っていない ３３．８％
無回答 ２．６％

問２（８）
外出を控えていますか

はい ３７．４％
いいえ ５９．６％
無回答 ３．０％

問２（８）
【「１．はい」（外出を控えてい
る）の方のみ】
①外出を控えている理由は、次の
うちどれですか
（いくつでも）

病気 ８．３％
障害（脳卒中の後遺症など） １．５％
足腰などの痛み ３０．９％
トイレの心配 ９．５％
耳の障害 ５．７％
目の障害 ４．０％
外での楽しみがない １３．９％
経済的に出られない ７．７％
交通手段がない １０．７％
その他 ５２．２％

問２（９）
外出する際の移動手段は何ですか
（いくつでも）

徒歩 ３９．４％
自転車 １５．２％
バイク ３．３％
自動車（自分で運転） ５７．８％
自動車（人に乗せてもらう） ２４．５％
電車 ３．４％
路線バス ２１．８％
病院や施設のバス １．０％
車いす ０．２％
電動車いす（カート） ０．２％
歩行器・シルバーカー １．５％
タクシー １１．７％
その他 ２．２％

問３（２）
半年前に比べて固いものが食べに
くくなりましたか

はい ３３．５％
いいえ ６４．６％
無回答 １．９％

問３（３）
お茶や汁物等でむせることがあり
ますか

はい ２８．９％
いいえ ６９．６％
無回答 １．５％
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問３（４）
口の渇きが気になりますか

はい ２７．５％
いいえ ７０．５％
無回答 １．９％

問３（５）
歯磨き（人にやってもらう場合を
含む）を毎日していますか

はい ９１．１％
いいえ ７．２％
無回答 １．８％

問３（６）
歯の数と入れ歯の利用状況をお教
えください

自分の歯は２０本以上、かつ入れ歯を利用 １３．４％
自分の歯は２０本以上、かつ入れ歯の利用なし ３３．７％
自分の歯は１９本以下、かつ入れ歯を利用 ３６．２％
自分の歯は１９本以下、かつ入れ歯の利用なし １２．７％
無回答 ３．９％

問３（６）
①噛み合わせは良いですか

はい ７８．０％
いいえ １９．０％
無回答 ３．０％

問３（６）
【１．「自分の歯は２０本以上、か
つ入れ歯を利用」３．「自分の歯
は１９本以下、かつ入れ歯を利用」
の方のみ】
②毎日入れ歯の手入れをしていま
すか

はい ８５．７％

いいえ ６．５％

無回答 ７．７％

問３（７）
６カ月間で２～３kg以上の体重
減少がありましたか

はい １３．９％
いいえ ８０．９％
無回答 ５．２％

問３（８）
どなたかと食事をともにする機会
はありますか

毎日ある ５６．２％
週に何度かある ７．１％
月に何度かある １１．９％
年に何度かある １０．２％
ほとんどない １０．４％
無回答 ４．１％

問４（１）
物忘れが多いと感じますか

はい ３９．３％
いいえ ５８．３％
無回答 ２．４％

問４（２）
自分で電話番号を調べて、電話を
かけることをしていますか

はい ８３．７％
いいえ １４．６％
無回答 １．７％

問４（３）
今日が何月何日かわからない時が
ありますか

はい ２１．４％
いいえ ７６．８％
無回答 １．８％

問４（４）
バスや電車を使って１人で外出し
ていますか（自家用車でも可）

できるし、している ７６．０％
できるけどしていない １５．５％
できない ６．９％
無回答 １．７％
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問４（５）
自分で食品・日用品の買物をして
いますか

できるし、している ８２．５％

できるけどしていない １２．２％

できない ３．８％

無回答 １．５％

問４（６）
自分で食事の用意をしていますか

できるし、している ６９．８％

できるけどしていない ２１．０％

できない ７．６％

無回答 １．５％

問４（７）
自分で請求書の支払いをしていま
すか

できるし、している ８０．６％

できるけどしていない １４．４％

できない ３．３％

無回答 １．７％

問４（８）
自分で預貯金の出し入れをしてい
ますか

できるし、している ８０．３％

できるけどしていない １３．７％

できない ３．９％

無回答 ２．１％

問４（９）
年金などの書類（役所や病院など
に出す書類）が書けますか

はい ９０．７％

いいえ ７．３％

無回答 ２．０％

問４（１０）
新聞を読んでいますか

はい ７４．３％

いいえ ２４．０％

無回答 １．７％

問４（１１）
本や雑誌を読んでいますか

はい ６９．８％

いいえ ２８．４％

無回答 １．８％

問４（１２）
健康についての記事や番組に関心
がありますか

はい ８９．２％

いいえ ８．９％

無回答 １．９％

問４（１３）
友人の家を訪ねていますか

はい ４１．９％

いいえ ５５．８％

無回答 ２．４％

問４（１４）
家族や友人の相談にのっています
か

はい ７４．４％

いいえ ２２．６％

無回答 ３．１％

問４（１７）
補聴器を使用していますか

使用する必要がない ８５．０％

日常的に使用している ４．５％

持っているが、ほとんど使用していない ３．４％

以前使用していたが、今は使用していない ０．６％

経済的な理由などで購入することができない ２．６％

無回答 ３．９％
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問５（１）
以下のような会・グループ等にど
のくらいの頻度で参加しています
か
①ボランティアのグループ

週４回以上 ０．８％
週２～３回 １．２％
週１回 １．１％
月１～３回 ４．３％
年に数回 ５．０％
参加していない ６０．３％
無回答 ２７．３％

②スポーツ関係のグループやクラ
ブ

週４回以上 ３．２％
週２～３回 ７．０％
週１回 ４．６％
月１～３回 ４．１％
年に数回 ２．０％
参加していない ５４．４％
無回答 ２４．７％

③趣味関係のグループ 週４回以上 ２．０％
週２～３回 ４．２％
週１回 ４．４％
月１～３回 ８．６％
年に数回 ３．７％
参加していない ５２．５％
無回答 ２４．６％

④学習・教養サークル 週４回以上 ０．４％
週２～３回 ０．７％
週１回 ２．５％
月１～３回 １．１％
年に数回 ２．３％
参加していない ６３．６％
無回答 ２９．４％

⑤地域ふれあいサロン・健康づく
り運動教室など介護予防のための
通いの場

週４回以上 ０．９％
週２～３回 １．６％
週１回 ２．３％
月１～３回 ４．８％
年に数回 ３．０％
参加していない ６７．９％
無回答 １９．５％

⑥老人クラブ 週４回以上 ０．４％
週２～３回 ０．６％
週１回 ０．４％
月１～３回 ２．５％
年に数回 ４．３％
参加していない ６４．８％
無回答 ２７．１％
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⑦町内会・自治会 週４回以上 ０．６％
週２～３回 ０．６％
週１回 ０．６％
月１～３回 ４．４％
年に数回 １７．７％
参加していない ４９．４％
無回答 ２６．７％

⑧収入のある仕事 週４回以上 １２．１％
週２～３回 ５．１％
週１回 １．０％
月１～３回 １．９％
年に数回 １．９％
参加していない ５７．７％
無回答 ２０．４％

問５（１）－１
【⑤地域ふれあいサロン・健康づ
くり運動教室など介護予防のため
の通いの場において「６．参加し
ていない」の方のみ】
参加していない理由を教えてくだ
さい
（いくつでも）

他の団体に入っている ４．７％
他の娯楽がある １９．６％
魅力的に感じない ２２．２％
役員をやりたくない ５．５％
仕事等で参加する時間がない １９．９％
名称に抵抗がある ０．７％
交通の便が悪い ３．４％
他人との交流に関心が無い １６．７％
健康面に不安がある １２．３％
いつどこでしているのか知らない １８．０％
その他 １２．４％

問５（１）－２
【⑧収入のある仕事「６．参加し
ていない」の方のみ】
収入のある仕事に参加したいと思
いますか

できる限り参加したい ４．３％
負担の少ない仕事であれば参加したい ２３．６％
あまり参加したくない １８．３％
参加したくない ４０．９％
無回答 １２．９％

問５（２）
地域住民の有志によって、健康づ
くり活動や趣味等のグループ活動
を行って、いきいきした地域づく
りを進めるとしたら、あなたはそ
の活動に参加者として参加してみ
たいと思いますか

是非参加したい ６．２％

参加してもよい ４１．０％

参加したくない ３７．８％

既に参加している ５．４％

無回答 ９．７％

問５（３）
地域住民の有志によって、健康づ
くり活動や趣味等のグループ活動
を行って、いきいきした地域づく
りを進めるとしたら、あなたはそ
の活動に企画・運営（お世話役）
として参加してみたいと思います
か

是非参加したい ２．０％

参加してもよい ２４．８％

参加したくない ５９．３％

既に参加している ３．８％

無回答 １０．１％
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問５（４）
地域住民の有志によって、支え合
い・助け合い活動を行って、安心
して暮らせる地域づくりを進める
としたら、あなたはその活動に支
援者（有償ボランティアを含む）
として参加してみたいと思います
か

是非参加したい ２．４％

参加してもよい ３５．９％

参加したくない ４１．９％

既に参加している ２．９％

無回答 １６．９％

問６（１）
あなたの心配事や愚痴（ぐち）を
聞いてくれる人
（いくつでも）

配偶者 ５６．３％

同居の子ども １７．１％

別居の子ども ３７．１％

兄弟姉妹・親戚・親・孫 ３２．９％

近隣 ９．８％

友人 ４１．９％

その他 １．７％

そのような人はいない ６．５％

問６（２）
反対に、あなたが心配事や愚痴
（ぐち）を聞いてあげる人
（いくつでも）

配偶者 ５２．４％

同居の子ども １５．６％

別居の子ども ３５．５％

兄弟姉妹・親戚・親・孫 ３５．６％

近隣 １３．１％

友人 ４３．１％

その他 １．５％

そのような人はいない ９．７％

問６（３）
あなたが病気で数日間寝込んだと
きに、看病や世話をしてくれる人
（いくつでも）

配偶者 ６２．３％

同居の子ども ２２．５％

別居の子ども ３５．５％

兄弟姉妹・親戚・親・孫 １５．９％

近隣 ２．８％

友人 ６．４％

その他 ０．９％

そのような人はいない ８．９％

問６（４）
反対に、看病や世話をしてあげる
人（いくつでも）

配偶者 ６１．９％

同居の子ども １８．６％

別居の子ども ２７．２％

兄弟姉妹・親戚・親・孫 ２３．８％

近隣 ４．２％

友人 ７．９％

その他 ０．４％

そのような人はいない １８．３％
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問６（５）
家族や友人・知人以外で、何か
あったときに相談する相手（いく
つでも）

自治会・町内会・老人クラブ ７．６％
社会福祉協議会・民生委員 １０．７％
ケアマネジャー ６．２％
医師・歯科医師・看護師 ２７．２％
地域包括支援センター・役所 １５．２％
その他 １８．４％
そのような人はいない ３５．５％

問６（６）
友人・知人と会う頻度はどのくら
いですか

毎日ある ８．７％
週に何度かある ２７．３％
月に何度かある ２６．０％
年に何度かある １５．９％
ほとんどない １８．７％
無回答 ３．３％

問６（７）
よく会う友人・知人はどんな関係
の人ですか
（いくつでも）

近所・同じ地域の人 ３９．８％
幼なじみ ８．７％
学生時代の友人 １６．１％
仕事での同僚・元同僚 ２９．８％
趣味や関心が同じ友人 ３０．６％
ボランティア等の活動での友人 ５．４％
その他 １１．６％
いない １１．８％

問７（１）
現在のあなたの健康状態はいかが
ですか

とてもよい １１．３％
まあよい ６６．７％
あまりよくない １７．３％
よくない ２．７％
無回答 ２．１％

問７（２）
あなたは、現在どの程度幸せです
か

０点（とても不幸） ０．５％
１点 ０．４％
２点 ０．８％
３点 ２．２％
４点 ２．３％
５点 １６．５％
６点 ８．１％
７点 １５．４％
８点 ２３．６％
９点 ９．７％
１０点（とても幸せ） １６．４％
無回答 ４．１％

問７（３）
この１カ月間、気分が沈んだり、
ゆううつな気持ちになったりする
ことがありましたか

はい ３５．３％

いいえ ６０．８％

無回答 ３．９％
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問７（４）
この１カ月間、どうしても物事に
対して興味がわかない、あるいは
心から楽しめない感じがよくあり
ましたか

はい ２２．７％

いいえ ７３．３％

無回答 ４．０％

問７（５）
お酒は飲みますか

ほぼ毎日飲む ２２．１％
時々飲む １６．４％
ほとんど飲まない ２８．４％
もともと飲まない ３１．５％
無回答 １．６％

問７（６）
タバコは吸っていますか

ほぼ毎日吸っている ７．８％
時々吸っている １．４％
吸っていたがやめた ２８．７％
もともと吸っていない ６０．４％
無回答 １．８％

問７（７）
現在治療中、または後遺症のある
病気はありますか
（いくつでも）

ない １８．６％
高血圧 ４４．６％
脳卒中（脳出血・脳梗塞等） ３．３％
心臓病 １０．３％
糖尿病 １６．１％
高脂血症（脂質異常） １４．７％
呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等） ７．０％
胃腸・肝臓・胆のうの病気 ７．３％
腎臓・前立腺の病気 ９．３％
筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等） １５．８％
外傷（転倒・骨折等） ３．４％
がん（悪性新生物） ４．１％
血液・免疫の病気 １．７％
うつ病 １．４％
認知症（アルツハイマー病等） ０．８％
パーキンソン病 ０．５％
目の病気 １６．５％
耳の病気 ５．５％
その他 ４．４％

問８（１）
認知症の症状がある又は家族に認
知症の症状がある人がいますか

はい １０．４％
いいえ ８６．５％
無回答 ３．１％

問８（２）
認知症に関する相談窓口を知って
いますか

はい ２７．２％
いいえ ６９．２％
無回答 ３．６％

問９（１）
あなたは、健康状態や病気のこと
で気軽に相談でき、決まった診療
を受ける「かかりつけ医」がいま
すか

かかりつけ医がいる ６２．８％
かかりつけ医といえる医師はいないがいつも受診する
医療機関はほぼ決まっている ２８．７％

そのような医師・医療機関はない ６．２％
無回答 ２．３％
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問９（２）
あなた自身の身体が虚弱になっ
て、医療や介護が必要になったと
き、主にどこで医療や介護をうけ
たいですか

自宅 ３０．２％
病院等の医療機関への入院 ３９．４％

施設等への入所（特別養護老人ホーム、有料老人ホー
ム等） １７．８％

わからない １５．７％
問９（３）
あなたは、治る見込みがなく死期
が迫っている（６カ月あるいはそ
れより短い期間を想定）と告げら
れたとき、どこで過ごしたいと思
いますか

最後まで自宅で過ごしたい ２８．２％
最後まで子どもや親戚の家で過ごしたい ０．８％

自宅等で療養して、必要になれば医療機関に入院した
い ４３．２％

医療機関に入院したい １７．９％
老人ホームなどの施設に入所したい ４．７％
わからない ８．１％
その他 ０．７％

問９（４）
あなたは、病気等で医療や介護が
必要になったとき、住み慣れた自
宅で生活するために何が必要だと
思いますか
（３つ以内で回答）

病院・診療所の充実 ２１．９％
往診してくれる「かかりつけ医」の存在 ５４．２％
介護保険サービスの充実 ４３．２％
家族の介護 ３３．５％
地域の見守り ２．８％
宅配サービス（食事・日用品） ２８．６％
２４時間体制（医療・介護） １９．６％
ボランティア １．７％
住宅の整備 １１．４％
公共交通機関の充実 ３．２％
特になし（施設入所希望） ６．１％
特になし（病院希望） ７．６％
その他 ０．７％

問１０（１）
長寿応援バス（旧ワンコインバス）
事業を知っていますか

はい ８７．１％
いいえ １０．５％
無回答 ２．５％

問１０（２）
利用するための乗車証を持ってい
ますか

はい ６６．５％
いいえ ３１．０％
無回答 ２．５％

問１０（３）
普通自動車運転免許を持って、運
転していますか

はい（運転をしている） ６０．７％
はい（運転はしていない） ６．０％
いいえ ３０．６％
無回答 ２．７％

問１０（４）
交通系 ICカード（ニモカなど）
を持っていますか

持っている １５．３％
以前持っていたが今は持っていない ２．９％
持っていない ７０．３％
わからない ７．２％
無回答 ４．３％
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問１０（５）
長寿応援バスを利用していますか

はい ２５．１％

いいえ ６９．８％

無回答 ５．１％

問１０（５）－①
【（５）において「１．はい」の
方のみ】
バスをどのくらい利用しています
か

ほぼ毎日 ２．０％

週３日程度 ６．９％

週１日程度 ９．４％

月に２～３日 ２０．３％

月に１日程度 １６．０％

年に数日 ４２．０％

その他 １．６％

無回答 １．９％

②バスを利用している目的は何で
すか
（いくつでも）

買物・食事 ６１．１％

娯楽・観光・イベント参加 ３３．２％

サークルや教室 ９．７％

親族・友人宅 １０．８％

通院 ３４．５％

役所・郵便局・金融機関 ２４．７％

仕事・通勤 ３．７％

その他 ４．１％

③乗車証を取得後、バスに乗車す
る回数は増えましたか

増えた ３４．３％

変わらない ５６．１％

減った ６．３％

無回答 ３．２％

④バスを利用することで、日常生
活に変化はありましたか
（いくつでも）

外出する機会が増えた １８．８％

行動範囲が広がった １５．４％

友人・知人と会うことが多くなった ８．０％

体の調子がよくなった ２．８％

経済的に楽になった（運賃を気にしなくてよくなった） ４８．１％

特にない ３６．１％

その他 １．６％

⑤バスを利用する上で改善して欲
しい点は何ですか
（いくつでも）

改善して欲しい点は特にない ２９．０％

バスの便数を増やして欲しい ３９．６％

バスの停留所を増やして欲しい ７．４％

乗りやすい段差のない（ノンステップ）バスにして欲
しい ２６．７％

回数券で利用できるようにして欲しい １２．９％

ICカード（ニモカ）を利用できるようにして欲しい １３．４％

その他 ５．２％
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問１０（５）－⑥
【（５）において「２．いいえ」
の方のみ】
バスを利用しない理由は何ですか
（いくつでも）

申請したがバスに乗る機会がない １１．３％
自家用車を利用している ６０．９％
タクシーを利用している ９．４％
JRを利用している ３．３％
バイク・自動車を利用している ７．９％
歩いている １１．４％
家族・友人に送り迎えをしてもらっている １４．２％
病気等で外出できない １．８％
バスの利用方法がわからない ３．６％
バスの便数が少ない ８．３％
バス停留所が自宅や目的地から遠い ８．２％
その他 ４．８％
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参考資料５ 在宅介護実態調査（一部抜粋）
有効回答数 ６４３件

質問項目 選択肢 ％

問１＿世帯類型 単身世帯 ２６．９％

夫婦のみ世帯 ２８．５％

その他 ４３．５％

無回答 １．１％

問２＿ご家族等の介護の頻度 ない ８．０％

家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない １１．７％

週に１～２日ある １０．６％

週に３～４日ある ５．５％

ほぼ毎日ある ６４．０％

無回答 ０．３％

問３＿主な介護者 配偶者 ３０．３％

子 ５１．０％

子の配偶者 １０．５％

孫 １．５％

兄弟・姉妹 ２．９％

その他 ３．４％

無回答 ０．３％

問４＿介護者の性別 男性 ２９．０％

女性 ７０．８％

無回答 ０．２％

問５＿介護者の年齢 ２０歳未満 ０．０％

２０代 ０．７％

３０代 １．０％

４０代 ５．９％

５０代 ２６．０％

６０代 ２９．４％

７０代 ２１．１％

８０歳以上 １２．９％

わからない ３．１％

無回答 ０．０％
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問６＿介護者が行っている介護
（複数選択可）

日中の排泄 ２４．６％

夜間の排泄 ２０．０％

食事の介助（食べる時） １１．９％

入浴・洗身 ２１．１％

身だしなみ（洗顔・歯磨き等） ２３．４％

衣服の着脱 ３４．１％

屋内の移乗・移動 １９．２％

外出の付き添い、送迎等 ７４．７％

服薬 ５１．８％

認知症状への対応 ３１．１％

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等） ３．２％

食事の準備（調理等） ６４．９％

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等） ８３．７％

金銭管理や生活面に必要な諸手続き ７８．６％

その他 ４．９％

わからない ０．０％

無回答 ０．２％

問７＿介護のための離職の有無
（複数選択可）

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く） ３．９％

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除
く） ０．２％

主な介護者が転職した ０．３％

主な介護者以外の家族・親族が転職した ０．２％

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない ９０．８％

わからない ４．１％

無回答 ０．５％

問８＿介護保険以外の支援・サー
ビスの利用状況
（複数選択可）

配食 １２．４％

調理 ２．６％

掃除・洗濯 ４．０％

買い物（宅配は含まない） ２．８％

ゴミ出し ３．４％

外出同行（通院、買い物など） ３．６％

移送サービス（介護・福祉タクシー等） ２．２％

見守り、声かけ ４．８％

サロンなどの定期的な通いの場 ２．３％

その他 ５．８％

利用していない ７２．５％

無回答 １．７％

資料編

78

資
料
編



問９＿必要な支援・サービス
（複数選択可）

配食 １２．４％

調理 １０．３％

掃除・洗濯 １２．６％

買い物（宅配は含まない） ９．６％

ゴミ出し １２．４％

外出同行（通院、買い物など） １４．０％

移送サービス（介護・福祉タクシー等） １２．４％

見守り、声かけ １６．０％

サロンなどの定期的な通いの場 ９．８％

その他 ６．８％

特になし ４４．８％

無回答 ０．６％

問１０＿施設等の検討状況 検討していない ７０．５％

検討中 １５．１％

申請済み １３．８％

無回答 ０．６％

問１１＿抱えている傷病
（複数選択可）

脳血管疾患（脳卒中） １７．９％

心疾患（心臓病） ３１．４％

悪性新生物（がん） ８．１％

呼吸器疾患 １１．８％

腎疾患（透析） ５．１％

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等） ２８．６％

膠原病（関節リウマチ含む） ３．０％

変形性関節疾患 １７．９％

認知症 ３２．３％

パーキンソン病 ４．４％

難病（パーキンソン病を除く） １．９％

糖尿病 １４．５％

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの） １２．８％

その他 ２１．６％

なし １．６％

わからない ０．６％

無回答 ０．３％

問１２＿訪問診療の利用の有無 利用している １６．５％

利用していない ８３．４％

無回答 ０．２％

問１３＿介護保険サービスの利用の
有無

利用している ８２．１％

利用していない １７．７％

無回答 ０．２％
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問１４＿未利用の理由 現状では、サービスを利用するほどの状態ではない ２３．５％
本人にサービス利用の希望がない ４９．６％
家族が介護をするため必要ない ２４．３％
以前、利用していたサービスに不満があった ３．５％
利用料を支払うのが難しい ０．０％
利用したいサービスが利用できない、身近にない ２．６％
住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため ４．３％
サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない ０．０％
その他 ２１．７％
無回答 ０．９％

B票
問１＿介護者の勤務形態

フルタイム ２４．１％
パートタイム ２０．２％
働いていない ５０．５％
主な介護者に確認しないと、分からない ４．９％
無回答 ０．３％

問２＿介護者の働き方の調整の状
況
（複数選択可）

特に行っていない ３３．１％
介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間
勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いてい
る

３５．４％

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りな
がら、働いている

２２．４％

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いて
いる

３．０％

介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いて
いる

６．５％

主な介護者に確認しないとわからない ９．１％
無回答 １．１％

問３＿効果的な勤め先からの支援
（３つまで選択可）

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない １１．８％
介護休業・介護休暇等の制度の充実 ３３．５％
制度を利用しやすい職場づくり １７．９％
労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など） ２４．７％
働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど） ５．３％
仕事と介護の両立に関する情報の提供 ６．１％
介護に関する相談窓口・相談担当者の設置 ６．１％
介護をしている従業員への経済的な支援 １６．０％
その他 １．１％
特にない １８．３％
主な介護者に確認しないと、わからない １７．５％
無回答 １．９％

問４＿介護者の就労継続の可否に
係る意識

問題なく、続けていける ２２．６％
問題はあるが、何とか続けている ４９．８％
続けていくのはやや難しい ８．８％
続けていくのはかなり難しい ２．７％
主な介護者に確認しないと、わからない １４．２％
無回答 １．９％
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問５＿介護者が不安に感じる介護
（３つまで選択可）

日中の排泄 １８．８％
夜間の排泄 ２４．４％
食事の介助（食べる時） ４．７％
入浴・洗身 ２２．４％
身だしなみ（洗顔・歯磨き等） ２．７％
衣服の着脱 ３．４％
屋内の移乗・移動 １５．１％
外出の付き添い、送迎等 １８．６％
服薬 ８．３％
認知症状への対応 ３６．６％
医療面での対応（経管栄養、ストーマ等） ２．７％
食事の準備（調理等） １０．０％
その他の家事（掃除、洗濯、買い物等） ９．７％
金銭管理や生活面に必要な諸手続き ４．４％
その他 ８．３％
不安に感じていることは、特にない ５．８％
主な介護者に確認しないと、わからない １２．７％
無回答 ０．２％
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参考資料６ 用語解説
（注１）団塊の世代
日本において、１９４７年から１９４９年までに生まれた世代で、「第一次ベビーブーム世代」

と呼ばれています。

（注２）要介護・要支援
要介護状態とは、身体または精神の障害のために、入浴・排せつ・食事など日常生活で
の基本的な動作について、６カ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態を
いいます。
要支援状態とは、①身体または精神の障害のために、入浴・排せつ・食事など日常生活
での基本的な動作について、６カ月にわたり継続して常時介護を要する状態の、軽減・悪
化防止のために支援が必要と見込まれ、または②身体または精神の障害のために、６カ月
にわたり継続して日常生活を営むうえで支障があると見込まれる状態をいいます。

（注３）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
食事や排せつなどで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な利用者などが入所し、食
事、入浴、排せつなど日常生活の介護、機能訓練などが受けられます。

（注４）介護老人保健施設
病状が安定し、治療よりはリハビリや介護が必要な利用者などが入所し、在宅復帰を目
指して医学的管理下での介護、機能訓練などが受けられます。

（注５）認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）
認知症高齢者などが５～９人で共同生活を送りながら、介護スタッフによる食事、入
浴、排泄などの日常生活の介助や機能訓練を受けられます。

（注６）ケアマネジメント
介護支援専門員が、利用者及びその家族のニーズも踏まえ、適切なサービスが利用でき
るよう、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整を行うことです。

（注７）健康寿命
健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間と定義されます。

（注８）小地域福祉ネットワーク活動
自治会や民生委員担当地区等を活動範囲の単位として行われている住民が参加する福祉
活動をいいます。
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ランク 判定基準
Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが
注意していれば自立できる。

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。
Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。

Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を
必要とする。

Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護
を必要とする。

M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

（注９）健康推進員
市民の健康づくりを身近な地域で推進するため、自治会長の推薦を受け、市長から委嘱
を受けた、市民との協働による健康づくりの推進役です。

（注１０）食生活改善推進員
食生活の改善や食育の普及啓発活動を行い、食を通して地域の健康づくりを進めるボラ
ンティアです。

（注１１）認知症高齢者の日常生活自立度
認知症の症状・行動を踏まえた日常生活における自立度の程度を表すもので、厚生労働
省が定める「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」に基づき判定されます。
【認知症高齢者の日常生活自立度判定基準】

（注１２）認知症サポート医
認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医への助言やその他の支援を行い、専門医療機
関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる医師です。

（注１３）介護医療院
長期の療養を必要とする利用者などが入所し、日常的な医学管理や看取り、ターミナル
ケアなどのサービスと日常生活上の介護を一体的に受けられる施設です。

（注１４）（地域密着型）特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどのうち、指定を受けた事業所で、入居者が日常生活上
の介護や機能訓練などの支援を受けられます。入所定員２９名以下であり、要介護以上の方
を対象とする事業所は、地域密着型サービスに位置付けられます。
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（注１５）養護老人ホーム
おおむね６５歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により、居宅での生活が困難な方が
入所する施設です。

（注１６）生活支援ハウス
６０歳以上のひとり暮らしの方、または夫婦のみの世帯に属する方、および家族による援
助を受けることが困難な方が利用する施設です。

（注１７）軽費老人ホーム
６０歳以上で、身体機能の低下により日常生活を営むことについて不安があると認めら
れ、家族による援助を受けることが困難な方が利用する施設です。

（注１８）有料老人ホーム
入浴、排せつなどの介護、食事の提供またはその他の日常生活上必要な支援が受けられ
る入居施設です。このうち特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設を「介護付有料老
人ホーム」といい、それ以外を「住宅型有料老人ホーム」といいます。

（注１９）サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・
医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する賃貸等の住まいです。

（注２０）居住支援協議会
住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する者その
他住宅の確保に特に配慮を要する者）の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、
地方公共団体や福祉・不動産関係団体、居住支援団体等が連携（住宅セーフティネット法
第５１条第１項）し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、情報提供
等の支援を行います。

（注２１）介護給付費準備基金
計画期間内の急激な給付費増等に対応できるように、計画初年度の黒字等を市町村で積
み立てているものです。
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