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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

「第９期介護保険事業計画・第 10 次高齢者福祉計画」策定の基礎資料として、調査を実施し

たものです。 

 

２ 調査対象 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査：市にお住まいの要介護者を除く 65歳以上の方の中から 

無作為に抽出 

在宅介護実態調査：市にお住まいの要介護認定を受けて在宅で生活している方 

在宅生活改善調査： 

ケアマネジャー： 

事業所： 

 

３ 調査期間 

令和５年１月 25日～令和５年２月 14日 

 

４ 調査方法 

郵送配付・郵送回収及びインターネット回答  

 

５ 回収状況 

  配布数 有効回答数 有効回答率 

介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 
3,001 通 1,743 通(web:46 通) 58.1％ 

在宅介護実態調査 856 通 444 通(web:33 通) 51.6％ 

在宅生活改善調査    

ケアマネジャー  38 通  

事業所  50 通  
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６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。また、クロス集計において回答

者数が１桁の場合は、コメントを差し控えています。 

・圏域別で集計している設問について、日常生活圏域は以下のとおりです。 
 

圏域 圏域の範囲 

北部圏域 知立小学校区、来迎寺小学校区 

東部圏域 知立東小学校区、 八ツ田小学校区 

西部圏域 猿渡小学校区、知立西小学校区、知立南小学校区 
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自宅外で楽し

む傾向があり

内向的

自宅の外で楽し

む指向があり、

社交的

自宅の中で楽

しむ指向があ

り、内向的

自宅の中で楽

しむ指向が強

く、社交的

〔活
動
の
タ
イ
プ
〕

〔対人関係〕

（Ⅰ） （Ⅱ）

（Ⅲ）
（Ⅳ）

〔活動タイプ別、対人関係別分類によるフレイル予防・介護予防〕

７ 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」結果の分析について 

本調査は、要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握することに主眼を置き、

知立市が抱える課題を特定し、「介護予防・フレイル対策、認知症予防」へとつなげていくための

基礎調査として位置づけられています。 

フレイルとは加齢とともに体や心の働き、社会的なつながりなどが弱くなった状態のことを指

し、予防に取り組むことでその進行を緩め健康な状態に戻すことも可能であることから、高齢者

をタイプ別に分類し、虚弱高齢者を把握する項目とのクロス集計・分析を行います。 

なお、高齢者の「タイプ別分類別」は、下記に示すように問「週に１回以上は外出していますか」

及び問「健康づくり活動や趣味等のグループ活動に参加者として参加してみたいと思いますか」

の設問より判定しています。 

 

タイプ別分類 特性 想定される事業の方向性 

インドア派  
外交的 

現在は、自宅の中で楽しむ

志向が強いが、潜在的な外

交的志向がある 

・介護予防事業、サロンへの参加促進 

・ボランティア等への参加促進 など 

インドア派  
内向的 

現在、今後も、自宅の中で

楽しむ志向が強い 

・介護予防など健康情報の提供 

・生涯学習情報の提供 

・在宅生活を支援するための情報提供 など 

アウトドア派  
外交的 

自宅の外で楽しむ志向が

強く、外交的志向もある 

・介護予防事業、サロンへの参加促進 

・各種事業の運営者との育成支援 

・ボランティア等への参加促進 など 

アウトドア派  
内向的 

自宅の外で楽しむ志向が

強いが、外交的志向はあま

りない 

・介護予防など健康情報の提供 

・生涯学習情報の提供 

・在宅生活を支援するための情報提供 など 

 

  

自宅外で
楽しむ志
向があり
内向的 

自宅の外で
楽しむ志向
があり、外交
的 

自宅の中
で楽しむ
志向があ
り、内向
的 

自宅の中で
楽しむ志向
が強く、外
交的 
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Ⅱ 調査結果 

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

タイプ別分類 

「アウトドア派 外交的」の割合が 41.3％と最も高く、次いで「アウトドア派 内向的」の割

合が 25.6％、「インドア派 内向的」の割合が 12.0％、「インドア派 外交的」の割合が 7.0％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「インドア派内向的」の割合が、一般高齢者で「ア

ウトドア派外交的」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

イ
ン
ド
ア
派 

外
交
的 

イ
ン
ド
ア
派 

内
向
的 

ア
ウ
ト
ド
ア
派 

外
交
的 

ア
ウ
ト
ド
ア
派 

内
向
的 

無
回
答 

全  体 1744  7.0  12.0  41.3  25.6  14.1  

一般高齢者 1332  5.0  8.2  47.6  27.4  11.8  

要支援・事業対象者 411  13.4  24.3  20.9  19.7  21.7  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

アウトドア派　外交的

アウトドア派　内向的

インドア派　内向的

インドア派　外交的

無回答

41.3

25.6

12.0

7.0

14.1

0 20 40 60 80 100
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調査票を記入されたのはどなたですか。（回答は１つ） 

「あて名のご本人が記入」の割合が 85.4％、「ご家族が記入」の割合が 6.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者に比べ、要支援・事業対象者で「ご家族が記入」の割合が高

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
て
名
の
ご
本
人
が

記
入 

ご
家
族
が
記
入 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1744  85.4  6.9  0.1  7.6  

一般高齢者 1332  89.5  3.6  0.1  6.8  

要支援・事業対象者 411  72.3  17.5  0.2  10.0  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

あて名のご本人が記入

ご家族が記入

その他

無回答

85.4

6.9

0.1

7.6

0 20 40 60 80 100



6 

（１）あなたのご家族や生活状況について 

問１ 家族構成をお教えください。（回答は１つ） 

「夫婦２人暮らし（配偶者 65歳以上)」の割合が 35.0％と最も高く、次いで「１人暮らし」の

割合が 21.0％、「息子・娘との２世帯」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「１人暮らし」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
人
暮
ら
し 

夫
婦
２
人
暮
ら
し 

（
配
偶
者
65
歳
以
上)

 

夫
婦
２
人
暮
ら
し 

（
配
偶
者
64
歳
以
下)

 

息
子
・
娘
と
の
２
世
帯 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1744  21.0  35.0  4.9  14.5  15.5  9.1  

一般高齢者 1332  16.4  39.2  5.6  14.9  15.5  8.4  

要支援・事業対象者 411  36.0  21.4  2.7  13.4  15.3  11.2  

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上)

１人暮らし

息子・娘との２世帯

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下)

その他

無回答

35.0

21.0

14.5

4.9

15.5

9.1

0 20 40 60 80 100
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問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。（回答は１つ） 

「介護・介助は必要ない」の割合が 72.2％と最も高く、次いで「現在、何らかの介護を受けて

いる（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）」の割合が 11.9％、「何らか

の介護・介助は必要だが、現在は受けていない」の割合が 11.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「現在、何らかの介護を受けている（介護認定を

受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）」「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受

けていない」の割合が、一般高齢者で「介護・介助は必要ない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

介
護
・
介
助
は
必
要
な
い 

何
ら
か
の
介
護
・
介
助
は
必
要

だ
が
、
現
在
は
受
け
て
い
な
い 

現
在
、
何
ら
か
の
介
護
を
受
け

て
い
る
（
介
護
認
定
を
受
け
ず

に
家
族
な
ど
の
介
護
を
受
け

て
い
る
場
合
も
含
む
） 

無
回
答 

全  体 1744  72.2  11.2  11.9  4.7  

一般高齢者 1332  86.8  7.1  2.0  4.1  

要支援・事業対象者 411  25.1  24.3  44.0  6.6  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

介護・介助は必要ない

現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受
けずに家族などの介護を受けている場合も含む）
何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けてい
ない

無回答

72.2

11.9

11.2

4.7

0 20 40 60 80 100
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問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。（回答は１つ） 

「ふつう」の割合が 62.0％と最も高く、次いで「やや苦しい」の割合が 21.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

大
変
苦
し
い 

や
や
苦
し
い 

ふ
つ
う 

や
や
ゆ
と
り
が
あ
る 

大
変
ゆ
と
り
が
あ
る 

無
回
答 

全  体 1744  6.5  21.3  62.0  6.3  0.8  3.1  

一般高齢者 1332  5.9  21.5  61.4  7.2  1.1  3.0  

要支援・事業対象者 411  8.5  20.9  63.7  3.4  － 3.4  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

大変苦しい

やや苦しい

ふつう

ややゆとりがある

大変ゆとりがある

無回答

6.5

21.3

62.0

6.3

0.8

3.1

0 20 40 60 80 100
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（２）からだを動かすことについて 

問４ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか。（回答は１つ） 

「できるし、している」の割合が 48.4％と最も高く、次いで「できない」の割合が 25.1％、

「できるけどしていない」の割合が 23.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「できない」の割合が、一般高齢者で「できるし、

している」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  48.4  23.1  25.1  3.4  

一般高齢者 1332  58.5  25.6  12.8  3.2  

要支援・事業対象者 411  15.6  15.1  65.2  4.1  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

48.4

23.1

25.1

3.4

0 20 40 60 80 100
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問５ 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。（回答は１つ） 

「できるし、している」の割合が 63.5％と最も高く、次いで「できない」の割合が 19.5％、

「できるけどしていない」の割合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「できない」の割合が、一般高齢者で「できるし、

している」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  63.5  14.3  19.5  2.7  

一般高齢者 1332  74.1  14.5  9.2  2.3  

要支援・事業対象者 411  29.2  13.6  53.0  4.1  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

63.5

14.3

19.5

2.7

0 20 40 60 80 100
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問６ 15分位続けて歩いていますか。（回答は１つ） 

「できるし、している」の割合が 63.0％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 19.6％、「できない」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「できない」の割合が、一般高齢者で「できるし、

している」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  63.0  19.6  14.5  2.9  

一般高齢者 1332  72.2  19.9  5.3  2.6  

要支援・事業対象者 411  32.8  18.7  44.5  3.9  

 

 

問７ 過去 1年間に転んだ経験がありますか。（回答は１つ） 

「ない」の割合が 60.1％と最も高く、次いで「１度ある」の割合が 25.3％、「何度もある」の

割合が 12.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 1,744 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

63.0

19.6

14.5

2.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

何度もある

１度ある

ない

無回答

12.2

25.3

60.1

2.4

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「ない」の割合が高くなっています。要支援・事業対象者

では、「何度もある」と「1度ある」を合わせると半数以上が 1年間に転んだ経験があります。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
度
も
あ
る 

１
度
あ
る 

な
い 

無
回
答 

全  体 1744  12.2  25.3  60.1  2.4  

一般高齢者 1332  7.4  23.2  67.3  2.1  

要支援・事業対象者 411  28.0  31.9  37.0  3.2  

 

 

問８ 転倒に対する不安は大きいですか。（回答は１つ） 

「やや不安である」の割合が 40.4％と最も高く、次いで「とても不安である」の割合が 22.0％、

「あまり不安でない」の割合が 21.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

とても不安である

やや不安である

あまり不安でない

不安でない

無回答

22.0

40.4

21.4

13.9

2.2

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「とても不安である」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
不
安
で
あ
る 

や
や
不
安
で
あ
る 

あ
ま
り
不
安
で
な
い 

不
安
で
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  22.0  40.4  21.4  13.9  2.2  

一般高齢者 1332  13.4  41.1  26.1  17.6  1.8  

要支援・事業対象者 411  50.1  38.4  6.1  1.7  3.6  

 

問９ 週に 1回以上は外出していますか。（回答は１つ） 

「週２～４回」の割合が 42.0％と最も高く、次いで「週５回以上」の割合が 32.1％、「週１回」

の割合が 15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「週１回」の割合が、一般高齢者で「週５回以上」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ほ
と
ん
ど
外
出
し
な

い 週
１
回 

週
２
～
４
回 

週
５
回
以
上 

無
回
答 

全  体 1744  7.2  15.1  42.0  32.1  3.6  

一般高齢者 1332  3.6  11.6  43.1  38.9  2.9  

要支援・事業対象者 411  18.7  26.8  38.7  10.0  5.8  

  

回答者数 = 1,744 ％

ほとんど外出しない

週１回

週２～４回

週５回以上

無回答

7.2

15.1

42.0

32.1

3.6

0 20 40 60 80 100



14 

問 10 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。（回答は１つ） 

「減っていない」の割合が 30.4％と最も高く、次いで「減っている」の割合が 29.6％、「あま

り減っていない」の割合が 29.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「減っている」の割合が、一般高齢者で「減って

いない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
減
っ
て
い
る 

減
っ
て
い
る 

あ
ま
り
減
っ
て 

い
な
い 

減
っ
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  8.1  29.6  29.5  30.4  2.5  

一般高齢者 1332  4.4  25.5  31.7  36.3  2.1  

要支援・事業対象者 411  20.0  42.8  22.4  11.2  3.6  

 

 

問 11 外出を控えていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 40.1％、「いいえ」の割合が 58.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

40.1

58.1

1.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

減っていない

減っている

あまり減っていない

とても減っている

無回答

30.4

29.6

29.5

8.1

2.5

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が、一般高齢者で「いいえ」の割

合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  40.1  58.1  1.8  

一般高齢者 1332  32.2  66.0  1.8  

要支援・事業対象者 411  65.7  32.4  1.9  

 

 

【問 11 で「はい」（外出を控えている）の方のみ】 

問 11-① 外出を控えている理由は、次のどれですか。（いくつでも） 

「新型コロナウイルス感染症対策」の割合が 59.9％と最も高く、次いで「足腰などの痛み」の

割合が 40.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 699 ％

新型コロナウイルス感染症対策

足腰などの痛み

トイレの心配（失禁など)

移動手段がない（自家用車、シルバー
カーなど）

外での楽しみがない

病気

交通手段がない（バス、電車など）

耳の障がい（聞こえの問題など）

目の障がい

経済的に出られない

障がい（脳卒中の後遺症など)

その他

無回答

59.9

40.9

17.5

17.3

16.9

13.7

12.9

9.0

7.3

6.9

4.0

5.0

2.4

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「足腰などの痛み」の割合が、一般高齢者で「新

型コロナウイルス感染症対策」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

病
気 

障
が
い
（
脳
卒
中
の
後
遺
症

な
ど)

 

足
腰
な
ど
の
痛
み 

ト
イ
レ
の
心
配
（
失
禁
な
ど) 

耳
の
障
が
い
（
聞
こ
え
の
問

題
な
ど
） 

目
の
障
が
い 

外
で
の
楽
し
み
が
な
い 

経
済
的
に
出
ら
れ
な
い 

交
通
手
段
が
な
い
（
バ
ス
、
電

車
な
ど
） 

移
動
手
段
が
な
い
（
自
家
用

車
、
シ
ル
バ
ー
カ
ー
な
ど
） 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 699  13.7  4.0  40.9  17.5  9.0  7.3  16.9  6.9  12.9  17.3  59.9  5.0  2.4  

一般高齢者 429  8.2  1.6  28.9  13.1  6.8  4.0  15.9  7.7  9.1  13.1  71.3  4.2  3.0  

要支援・事
業対象者 

270  22.6  7.8  60.0  24.4  12.6  12.6  18.5  5.6  18.9  24.1  41.9  6.3  1.5  

 

問 12 どのようにして外出していますか。（いくつでも） 

「徒歩」の割合が 55.2％と最も高く、次いで「自動車（自分で運転）」の割合が 47.4％、「自動

車（人に乗せてもらう）」の割合が 34.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 1,744 ％

徒歩

自動車（自分で運転）

自動車（人に乗せてもらう）

自転車

電車

タクシー

路線バス

歩行器・シルバーカー

病院や施設のバス

バイク

車いす

電動車いす（カート）

その他

無回答

55.2

47.4

34.3

28.0

17.0

12.4

12.1

6.1

3.5

1.4

0.9

0.7

1.1

2.5

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「タクシー」「自動車（人に乗せてもらう）」の割

合が、一般高齢者で「自動車（自分で運転）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

徒
歩 

自
転
車 

バ
イ
ク 

自
動
車
（
自
分
で
運

転
） 

自
動
車
（
人
に
乗
せ
て

も
ら
う
） 

電
車 

路
線
バ
ス 

病
院
や
施
設
の
バ
ス 

車
い
す 

電
動
車
い
す
（
カ
ー

ト
） 

歩
行
器
・
シ
ル
バ
ー
カ

ー タ
ク
シ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1744  55.2  28.0  1.4  47.4  34.3  17.0  12.1  3.5  0.9  0.7  6.1  12.4  1.1  2.5  

一般高齢
者 

1332  60.2  34.2  1.8  57.1  29.9  19.6  10.6  1.3  0.2  0.1  1.4  6.8  0.4  2.4  

要支援・事
業対象者 

411  38.9  8.0  － 15.6  48.9  8.8  17.0  10.7  3.2  2.9  21.2  30.9  3.4  2.9  
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（３）食べることについて 

問 13 身長・体重 

身長 

「150cm 未満」の割合が 22.0％と最も高く、次いで「150 ～155cm 未満」の割合が 19.8％、

「155 ～160cm 未満」の割合が 16.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「150cm 未満」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

150

cm
未
満 

150
～
155

cm
未
満 

155
～
160

cm
未
満 

160
～
165

cm
未
満 

165
～
170

cm
未
満 

170
～
175

cm
未
満 

175
～
180

cm
未
満 

180

cm
以
上 

無
回
答 

全  体 1744  22.0  19.8  16.6  14.5  13.8  6.2  1.9  0.3  5.0  

一般高齢者 1332  18.2  20.0  18.6  15.7  14.6  6.8  2.3  0.2  3.5  

要支援・事業対象
者 

411  33.8  19.2  10.0  10.7  10.9  4.1  0.7  0.7  9.7  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

150cm 未満

150 ～155cm 未満

155 ～160cm 未満

160 ～165cm 未満

165 ～170cm 未満

170 ～175cm 未満

175 ～180cm 未満

180cm 以上

無回答

22.0

19.8

16.6

14.5

13.8

6.2

1.9

0.3

5.0

0 20 40 60 80 100
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体重 

「50～55kg 未満」の割合が 18.7％と最も高く、次いで「45～50kg未満」の割合が 14.9％、「55

～60kg未満」の割合が 14.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

40

kg
未
満 

40
～
45

kg
未
満 

45
～
50

kg
未
満 

50
～
55

kg
未
満 

55
～
60

kg
未
満 

60
～
65

kg
未
満 

65
～
70

kg
未
満 

70

kg
以
上 

無
回
答 

全  体 1744  4.1  9.6  14.9  18.7  14.8  13.6  8.5  10.5  5.3  

一般高齢者 1332  3.4  8.1  14.0  19.1  15.1  15.1  8.8  12.1  4.4  

要支援・事業対象者 411  6.6  14.4  17.8  17.3  13.9  8.8  7.5  5.4  8.5  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

40kg未満

40～45kg未満

45～50kg未満

50～55kg未満

55～60kg未満

60～65kg未満

65～70kg未満

70kg以上

無回答

4.1

9.6

14.9

18.7

14.8

13.6

8.5

10.5

5.3

0 20 40 60 80 100
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BMI 

「普通」の割合が 64.1％と最も高く、次いで「肥満」の割合が 20.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

や
せ 

普
通 

肥
満 

無
回
答 

全  体 1744  9.8  64.1  20.2  5.8  

一般高齢者 1332  9.0  65.9  20.6  4.5  

要支援・事業対象者 411  12.4  58.4  19.0  10.2  

 

 

問 14 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 33.9％、「いいえ」の割合が 62.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

やせ

普通

肥満

無回答

9.8

64.1

20.2

5.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

33.9

62.0

4.1

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が、一般高齢者で「いいえ」の割

合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  33.9  62.0  4.1  

一般高齢者 1332  29.1  67.6  3.4  

要支援・事業対象者 411  49.9  43.8  6.3  

 

 

問 15 お茶や汁物等でむせることがありますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 32.1％、「いいえ」の割合が 63.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  32.1  63.6  4.3  

一般高齢者 1332  28.2  68.2  3.6  

要支援・事業対象者 411  44.5  48.9  6.6  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

32.1

63.6

4.3

0 20 40 60 80 100
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問 16 歯の数と入れ歯の利用状況をお教えください。（回答は１つ） 

「自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用」の割合が 36.4％と最も高く、次いで「自分の歯

は 20本以上、入れ歯の利用なし」の割合が 28.4％、「自分の歯は 20本以上、かつ入れ歯を利用」

の割合が 17.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用」の割

合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
分
の
歯
は
20
本
以
上
、

か
つ
入
れ
歯
を
利
用 

自
分
の
歯
は
20
本
以
上
、

入
れ
歯
の
利
用
な
し 

自
分
の
歯
は
19
本
以
下
、

か
つ
入
れ
歯
を
利
用 

自
分
の
歯
は
19
本
以
下
、

入
れ
歯
の
利
用
な
し 

無
回
答 

全  体 1744  17.4  28.4  36.4  10.1  7.6  

一般高齢者 1332  18.0  31.3  34.4  10.0  6.3  

要支援・事業対象者 411  15.6  19.0  42.8  10.7  11.9  

 

 

問 17 ６か月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 13.3％、「いいえ」の割合が 82.6％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

13.3

82.6

4.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用

自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし

自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用

自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし

無回答

36.4

28.4

17.4

10.1

7.6

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  13.3  82.6  4.1  

一般高齢者 1332  10.7  86.0  3.3  

要支援・事業対象者 411  21.9  71.5  6.6  

 

問 18 どなたかと食事をともにする機会はありますか。（回答は１つ） 

「毎日ある」の割合が 51.8％と最も高く、次いで「月に何度かある」の割合が 15.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

毎日ある

週に何度かある

月に何度かある

年に何度かある

ほとんどない

無回答

51.8

8.9

15.1

9.6

10.0

4.6

0 20 40 60 80 100



24 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「毎日ある」の割合が高くなっています。要支援・事業対

象者では、一般高齢者に比べ「毎日ある」の割合が低く、「ほとんどない」の割合が高くなってい

ます。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
あ
る 

週
に
何
度
か
あ
る 

月
に
何
度
か
あ
る 

年
に
何
度
か
あ
る 

ほ
と
ん
ど
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  51.8  8.9  15.1  9.6  10.0  4.6  

一般高齢者 1332  56.8  8.0  14.2  9.2  8.0  3.8  

要支援・事業対象者 411  35.8  11.7  18.0  10.7  16.3  7.5  
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（４）毎日の生活について 

問 19 物忘れが多いと感じますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 50.3％、「いいえ」の割合が 45.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  50.3  45.9  3.8  

一般高齢者 1332  47.7  48.9  3.3  

要支援・事業対象者 411  58.6  35.8  5.6  

 

 

問 20 今日が何月何日かわからない時がありますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 27.6％、「いいえ」の割合が 68.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

50.3

45.9

3.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

27.6

68.2

4.2

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  27.6  68.2  4.2  

一般高齢者 1332  24.8  71.5  3.8  

要支援・事業対象者 411  36.5  57.9  5.6  

 

問 21 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）（回答は１つ） 

「できるし、している」の割合が 61.3％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 20.4％、「できない」の割合が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「できない」の割合が、一般高齢者で「できるし、

している」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  61.3  20.4  14.4  3.9  

一般高齢者 1332  71.2  20.8  4.8  3.2  

要支援・事業対象者 411  29.2  19.0  45.5  6.3  

  

回答者数 = 1,744 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

61.3

20.4

14.4

3.9

0 20 40 60 80 100
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問 22 自分で食品・日用品の買物をしていますか。（回答は１つ） 

「できるし、している」の割合が 72.5％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「できるし、している」の割合が高くなっています。要支

援・事業対象者では、一般高齢者に比べ「できない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  72.5  15.4  8.6  3.6  

一般高齢者 1332  81.1  13.7  2.3  2.9  

要支援・事業対象者 411  44.5  20.7  29.0  5.8  

 

問 23 自分で食事の用意をしていますか。（回答は１つ） 

「できるし、している」の割合が 66.1％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 18.3％、「できない」の割合が 11.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

72.5

15.4

8.6

3.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

66.1

18.3

11.6

4.0

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「できない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  66.1  18.3  11.6  4.0  

一般高齢者 1332  69.5  19.0  8.1  3.4  

要支援・事業対象者 411  54.7  16.1  23.1  6.1  

 

問 24 自分で請求書の支払いをしていますか。（回答は１つ） 

「できるし、している」の割合が 77.0％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 12.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者に比べ、要支援・事業対象者で「できない」の割合が高くな

っています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  77.0  12.7  6.6  3.7  

一般高齢者 1332  81.2  12.4  3.3  3.1  

要支援・事業対象者 411  63.3  13.9  17.3  5.6  

  

回答者数 = 1,744 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

77.0

12.7

6.6

3.7

0 20 40 60 80 100
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問 25 自分で預貯金の出し入れをしていますか。（回答は１つ） 

「できるし、している」の割合が 76.5％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「できるし、している」の割合が高くなっています。要支

援・事業対象者では、一般高齢者に比べ「できるけどしていない」「できない」の割合が高くなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  76.5  13.9  6.1  3.4  

一般高齢者 1332  81.7  12.0  3.7  2.6  

要支援・事業対象者 411  59.9  20.0  14.1  6.1  

 

 

問 26 趣味はありますか。（回答は１つ） 

「趣味あり」の割合が 56.6％、「思いつかない」の割合が 28.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

76.5

13.9

6.1

3.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

趣味あり

思いつかない

無回答

56.6

28.3

15.1

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「趣味あり」の割合が高くなっています。要支援・事業対

象者では大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

趣
味
あ
り 

思
い
つ
か
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  56.6  28.3  15.1  

一般高齢者 1332  61.7  25.0  13.3  

要支援・事業対象者 411  39.9  38.9  21.2  

 

 

問 27 生きがいはありますか。（回答は１つ） 

「生きがいあり」の割合が 45.4％、「思いつかない」の割合が 39.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「思いつかない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

生
き
が
い
あ
り 

思
い
つ
か
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  45.4  39.3  15.3  

一般高齢者 1332  49.5  35.6  14.9  

要支援・事業対象者 411  31.6  51.6  16.8  

  

回答者数 = 1,744 ％

生きがいあり

思いつかない

無回答

45.4

39.3

15.3

0 20 40 60 80 100
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問 28 市が発信する情報をどのようにして確認していますか。（いくつでも） 

「広報ちりゅう」の割合が 82.0％と最も高く、次いで「本人宛の郵便物」の割合が 71.7％、

「町内会の回覧板や掲示板」の割合が 64.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で「LINE（ライン）」「ホームペ

ージ」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

本
人
宛
の
郵
便
物 

広
報
ち
り
ゅ
う 

町
内
会
の
回
覧
板
や
掲
示
板 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

L
I
NE

（
ラ
イ
ン
） 

I
n
st
ag
ra
m 

（
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
） 

F
a
ce
bo
ok

（
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
） 

T
w
it
te
r 

（
ツ
イ
ッ
タ
ー
） 

家
族
や
友
人
を
通
し
て 

市
が
発
信
す
る
情
報
は
受
け
取
っ

て
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1744  71.7  82.0  64.8  9.5  22.2  0.5  0.6  0.3  29.5  0.2  0.7  4.9  

一般高齢者 1332  70.9  85.1  67.5  10.7  26.1  0.5  0.7  0.3  29.4  0.2  0.5  4.3  

要支援・事業
対象者 

411  74.2  71.8  56.0  5.6  9.2  0.2  0.5  0.2  29.7  0.5  1.2  6.8  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

広報ちりゅう

本人宛の郵便物

町内会の回覧板や掲示板

家族や友人を通して

LINE（ライン）

ホームページ

Facebook（フェイスブック）

Instagram （インスタグラム）

Twitter （ツイッター）

市が発信する情報は受け取っていない

その他

無回答

82.0

71.7

64.8

29.5

22.2

9.5

0.6

0.5

0.3

0.2

0.7

4.9

0 20 40 60 80 100
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問 29 パソコン・スマートフォン等を使って、LINE（ライン）やメールを使用していま

すか。（回答は１つ） 

「１人で使用している」の割合が 42.9％と最も高く、次いで「使用していない」の割合が 42.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「使用していない」の割合が、一般高齢者で「１

人で使用している」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
人
で
使
用
し
て
い

る 協
力
し
て
も
ら
っ
て

使
用
し
て
い
る 

使
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  42.9  8.1  42.4  6.5  

一般高齢者 1332  49.3  8.7  36.6  5.4  

要支援・事業対象者 411  22.1  6.1  61.6  10.2  

 

 

問 30 インターネットを活用して、次のことをしていますか。（いくつでも） 

「調べごと」の割合が 38.6％と最も高く、次いで「情報収集」の割合が 29.0％、「買い物」の

割合が 13.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

１人で使用している

使用していない

協力してもらって使用している

無回答

42.9

42.4

8.1

6.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

調べごと

情報収集

買い物

イベントなどの申し込みや予約

無回答

38.6

29.0

13.6

7.5

55.2

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「調べごと」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

情
報
収
集 

調
べ
ご
と 

買
い
物 

イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
申

し
込
み
や
予
約 

無
回
答 

全  体 1744  29.0  38.6  13.6  7.5  55.2  

一般高齢者 1332  33.0  44.5  16.2  9.1  49.4  

要支援・事業対象者 411  15.8  19.5  5.4  2.4  74.0  

 

問 31 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、あなたの行動や意識に変化はありま

したか。（いくつでも） 

「健康に気を付けるようになった」の割合が 60.4％と最も高く、次いで「外出しなくなった」

の割合が 41.4％、「人と会わなくなった」の割合が 31.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

健康に気を付けるようになった

外出しなくなった

人と会わなくなった

人とのつながりの大切さを知ることがで
きた

不安になることが多くなった

人や物に触るのが怖くなった

その他

特にない

無回答

60.4

41.4

31.8

21.9

21.3

10.6

2.8

10.7

5.4

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「外出しなくなった」「不安になることが多くなっ

た」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

外
出
し
な
く
な
っ
た 

人
と
会
わ
な
く
な
っ

た 人
や
物
に
触
る
の
が

怖
く
な
っ
た 

不
安
に
な
る
こ
と
が

多
く
な
っ
た 

健
康
に
気
を
付
け
る

よ
う
に
な
っ
た 

人
と
の
つ
な
が
り
の

大
切
さ
を
知
る
こ
と

が
で
き
た 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  41.4  31.8  10.6  21.3  60.4  21.9  2.8  10.7  5.4  

一般高齢者 1332  38.8  31.7  10.9  19.4  61.9  22.4  2.8  11.0  4.5  

要支援・事業対象
者 

411  49.9  32.1  9.7  27.5  55.5  20.2  2.7  9.5  8.3  
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（５）地域での活動について 

問 32 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。 

（ア～ク それぞれ１つに回答） 

ア ボランティアのグループ 

「参加していない」の割合が 57.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
４
回
以
上 

週
２
～
３
回 

週
１
回 

月
１
～
３
回 

年
に
数
回 

参
加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  1.0  0.9  1.1  4.2  3.0  57.0  32.8  

一般高齢者 1332  1.1  1.0  1.4  5.1  3.5  59.2  28.8  

要支援・事業対象者 411  0.5  0.7  － 1.2  1.5  50.1  46.0  

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

1.0

0.9

1.1

4.2

3.0

57.0

32.8

0 20 40 60 80 100
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イ スポーツ関係のグループやクラブ 

「参加していない」の割合が 50.1％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
４
回
以
上 

週
２
～
３
回 

週
１
回 

月
１
～
３
回 

年
に
数
回 

参
加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  3.7  5.2  3.8  3.8  1.9  50.1  31.5  

一般高齢者 1332  4.9  6.1  4.7  4.7  2.6  50.8  26.4  

要支援・事業対象者 411  － 2.2  1.0  0.7  － 47.7  48.4  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

3.7

5.2

3.8

3.8

1.9

50.1

31.5

0 20 40 60 80 100
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ウ 趣味関係のグループ 

「参加していない」の割合が 44.5％と最も高く、次いで「月 1 ～3 回」の割合が 12.0％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
４
回
以
上 

週
２
～
３
回 

週
１
回 

月
１
～
３
回 

年
に
数
回 

参
加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  1.7  3.4  4.6  12.0  3.8  44.5  29.9  

一般高齢者 1332  2.1  3.8  5.3  13.1  4.4  45.3  26.0  

要支援・事業対象者 411  0.5  2.2  2.4  8.5  1.7  41.8  42.8  

 

 

エ 学習・教養サークル 

「参加していない」の割合が 57.2％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

1.7

3.4

4.6

12.0

3.8

44.5

29.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

0.2

0.6

0.7

3.4

2.3

57.2

35.7

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
４
回
以
上 

週
２
～
３
回 

週
１
回 

月
１
～
３
回 

年
に
数
回 

参
加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  0.2  0.6  0.7  3.4  2.3  57.2  35.7  

一般高齢者 1332  0.3  0.5  0.7  4.1  2.8  59.8  31.8  

要支援・事業対象者 411  － 0.7  0.7  1.2  0.7  48.4  48.2  

 

オ まちかど運動教室・高齢者サロンなどの介護予防のための通いの場 

「参加していない」の割合が 57.3％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
４
回
以
上 

週
２
～
３
回 

週
１
回 

月
１
～
３
回 

年
に
数
回 

参
加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  1.0  1.5  3.3  3.6  1.4  57.3  31.9  

一般高齢者 1332  1.0  1.0  2.5  3.1  1.7  61.6  29.2  

要支援・事業対象者 411  1.2  3.4  5.8  5.1  0.7  43.1  40.6  

  

回答者数 = 1,744 ％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

1.0

1.5

3.3

3.6

1.4

57.3

31.9

0 20 40 60 80 100
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カ 老人クラブ 

「参加していない」の割合が 57.4％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
４
回
以
上 

週
２
～
３
回 

週
１
回 

月
１
～
３
回 

年
に
数
回 

参
加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  0.2  0.5  0.6  3.4  5.2  57.4  32.7  

一般高齢者 1332  0.3  0.5  0.7  3.8  5.1  60.6  29.0  

要支援・事業対象者 411  － 0.5  0.2  1.9  5.4  47.0  45.0  

 

キ 町内会・自治会 

「参加していない」の割合が 49.3％と最も高く、次いで「年に数回」の割合が 11.4％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 1,744 ％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

0.2

0.5

0.6

3.4

5.2

57.4

32.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

0.3

0.7

0.6

2.8

11.4

49.3

34.9

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で「月 1～3回」「年に数回」の

割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
４
回
以
上 

週
２
～
３
回 

週
１
回 

月
１
～
３
回 

年
に
数
回 

参
加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  0.3  0.7  0.6  2.8  11.4  49.3  34.9  

一般高齢者 1332  0.3  0.8  0.7  3.5  14.2  49.5  30.9  

要支援・事業対象者 411  0.2  0.5  0.2  0.2  2.4  48.4  47.9  

 

ク 収入のある仕事 

「参加していない」の割合が 51.8％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で「参加している」の割合が高

くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
４
回
以
上 

週
２
～
３
回 

週
１
回 

月
１
～
３
回 

年
に
数
回 

参
加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  6.6  3.5  1.3  1.4  1.3  51.8  34.0  

一般高齢者 1332  8.6  4.4  1.7  1.9  1.5  52.5  29.5  

要支援・事業対象者 411  0.2  0.5  0.2  － 0.7  49.6  48.7  

  

回答者数 = 1,744 ％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

6.6

3.5

1.3

1.4

1.3

51.8

34.0

0 20 40 60 80 100
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地域活動への参加状況 

「週一回以上活動に参加している」の割合が 33.5％と最も高く、次いで「全く活動に参加して

いない」の割合が 24.8％、「週一回未満活動に参加している」の割合が 19.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
一
回
以
上
活
動
に

参
加
し
て
い
る 

週
一
回
未
満
活
動
に

参
加
し
て
い
る 

全
く
活
動
に
参
加
し

て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  33.5  19.8  24.8  21.9  

一般高齢者 1332  37.8  20.6  23.3  18.2  

要支援・事業対象者 411  19.5  17.0  29.4  34.1  

 

 

ア～クのいずれも該当しない人 

 

 

 

 

 

 

ア～クのいずれかに該当する人 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

週一回以上活動に参加している

週一回未満活動に参加している

全く活動に参加していない

無回答

33.5

19.8

24.8

21.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

ア～クのいずれかに該当する人

無回答

53.3

46.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

ア～クのいずれも該当しない人

無回答

24.8

75.2

0 20 40 60 80 100
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問 33 老人クラブにどんな活動があれば加入を考えますか。（いくつでも） 

「健康体操教室等の活動」の割合が 22.1％と最も高く、次いで「講演や教養講座」の割合が

16.1％、「温泉や花見などの娯楽活動」の割合が 13.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で割合が高い活動が多くなって

います。しかし、「健康体操教室等の活動」「カラオケや将棋等の趣味活動」では、介護状況によ

って大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

健
康
体
操
教
室
等
の

活
動 

公
園
清
掃
等
の
清
掃

活
動 

温
泉
や
花
見
な
ど
の

娯
楽
活
動 

講
演
や
教
養
講
座 

カ
ラ
オ
ケ
や
将
棋
等

の
趣
味
活
動 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ

や
ペ
タ
ン
ク
等
の
ス

ポ
ー
ツ 

児
童
登
下
校
時
の
見

守
り
活
動 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1744  22.1  7.5  13.0  16.1  8.5  6.0  3.7  12.3  43.0  

一般高齢者 1332  22.6  9.1  14.3  17.6  8.6  6.9  4.4  12.8  39.0  

要支援・事業対象
者 

411  20.4  2.2  9.0  11.4  8.5  2.9  1.2  10.9  56.0  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

健康体操教室等の活動

講演や教養講座

温泉や花見などの娯楽活動

カラオケや将棋等の趣味活動

公園清掃等の清掃活動

グラウンドゴルフやペタンク等のスポー
ツ

児童登下校時の見守り活動

その他

無回答

22.1

16.1

13.0

8.5

7.5

6.0

3.7

12.3

43.0

0 20 40 60 80 100
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問 34 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。（回答は１つ） 

「参加してもよい」の割合が 39.8％と最も高く、次いで「参加したくない」の割合が 38.9％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「参加したくない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

是
非
参
加
し
た
い 

参
加
し
て
も
よ
い 

参
加
し
た
く
な
い 

既
に
参
加
し
て
い
る 

無
回
答 

全  体 1744  4.7  39.8  38.9  4.9  11.7  

一般高齢者 1332  4.7  43.3  36.7  5.6  9.6  

要支援・事業対象者 411  4.6  28.2  46.2  2.4  18.5  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

参加してもよい

参加したくない

既に参加している

是非参加したい

無回答

39.8

38.9

4.9

4.7

11.7

0 20 40 60 80 100
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問 35 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。（回答は１つ） 

「参加したくない」の割合が 59.8％と最も高く、次いで「参加してもよい」の割合が 21.6％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で「参加してもよい」の割合が

高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

是
非
参
加
し
た
い 

参
加
し
て
も
よ
い 

参
加
し
た
く
な
い 

既
に
参
加
し
て
い
る 

無
回
答 

全  体 1744  2.9  21.6  59.8  3.5  12.2  

一般高齢者 1332  2.7  23.8  59.5  4.0  10.0  

要支援・事業対象者 411  3.6  14.4  60.8  1.9  19.2  

  

回答者数 = 1,744 ％

参加したくない

参加してもよい

既に参加している

是非参加したい

無回答

59.8

21.6

3.5

2.9

12.2

0 20 40 60 80 100
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（６）たすけあいについて 

問 36 あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人（いくつでも） 

「配偶者」の割合が 49.2％と最も高く、次いで「友人」の割合が 40.4％、「別居の子ども」の

割合が 36.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「配偶者」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者 

同
居
の
子
ど
も 

別
居
の
子
ど
も 

兄
弟
姉
妹
・
親
戚
・
親
・

孫 近
隣
の
人 

友
人 

そ
の
他 

そ
の
よ
う
な
人
は
い

な
い 

無
回
答 

全  体 1744  49.2  20.8  36.6  31.6  15.0  40.4  2.2  5.1  3.2  

一般高齢者 1332  54.9  21.3  35.7  31.5  14.6  43.1  2.0  4.7  2.9  

要支援・事業対象
者 

411  30.9  19.0  39.2  31.6  16.3  31.6  2.9  6.3  4.1  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

配偶者

友人

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

同居の子ども

近隣の人

その他

そのような人はいない

無回答

49.2

40.4

36.6

31.6

20.8

15.0

2.2

5.1

3.2

0 20 40 60 80 100
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問 37 反対に、あなたが心配事や愚痴を聞いてあげる人（いくつでも） 

「配偶者」の割合が 47.0％と最も高く、次いで「友人」の割合が 42.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で聞いてあげる人の割合が高く

なっています。特に、「配偶者」の割合が高くなっています。反対に、要支援・事業対象者では、

一般高齢者に比べ「そのような人はいない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者 

同
居
の
子
ど
も 

別
居
の
子
ど
も 

兄
弟
姉
妹
・
親
戚
・
親
・

孫 近
隣
の
人 

友
人 

そ
の
他 

そ
の
よ
う
な
人
は
い

な
い 

無
回
答 

全  体 1744  47.0  15.8  32.0  31.6  16.5  42.1  1.5  8.3  4.4  

一般高齢者 1332  52.8  17.4  34.1  33.0  17.3  46.1  1.3  5.9  3.3  

要支援・事業対象
者 

411  28.5  10.5  25.1  27.0  13.4  29.2  2.4  16.3  8.0  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

配偶者

友人

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣の人

同居の子ども

その他

そのような人はいない

無回答

47.0

42.1

32.0

31.6

16.5

15.8

1.5

8.3

4.4

0 20 40 60 80 100
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問 38 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」の割合が 54.2％と最も高く、次いで「別居の子ども」の割合が 37.7％、「同居の子

ども」の割合が 26.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「配偶者」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者 

同
居
の
子
ど
も 

別
居
の
子
ど
も 

兄
弟
姉
妹
・
親
戚
・
親
・

孫 近
隣
の
人 

友
人 

そ
の
他 

そ
の
よ
う
な
人
は
い

な
い 

無
回
答 

全  体 1744  54.2  26.8  37.7  14.4  2.3  5.0  1.9  8.0  4.1  

一般高齢者 1332  61.0  27.2  37.4  14.0  2.3  5.0  1.2  6.3  3.5  

要支援・事業対象
者 

411  32.6  25.5  38.7  15.6  2.2  5.4  4.4  13.6  6.3  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

配偶者

別居の子ども

同居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

友人

近隣の人

その他

そのような人はいない

無回答

54.2

37.7

26.8

14.4

5.0

2.3

1.9

8.0

4.1

0 20 40 60 80 100
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問 39 反対に、看病や世話をしてあげる人（いくつでも） 

「配偶者」の割合が 54.4％と最も高く、次いで「別居の子ども」の割合が 24.9％、「同居の子

ども」の割合が 21.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「そのような人はいない」の割合が、一般高齢者

で「配偶者」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者 

同
居
の
子
ど
も 

別
居
の
子
ど
も 

兄
弟
姉
妹
・
親
戚
・
親
・

孫 近
隣
の
人 

友
人 

そ
の
他 

そ
の
よ
う
な
人
は
い

な
い 

無
回
答 

全  体 1744  54.4  21.3  24.9  18.6  3.6  7.0  1.6  14.9  8.3  

一般高齢者 1332  61.6  23.9  28.1  21.6  4.1  7.7  1.2  9.8  6.2  

要支援・事業対象
者 

411  31.1  12.7  14.6  8.8  1.9  4.4  2.9  31.4  15.1  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

配偶者

別居の子ども

同居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

友人

近隣の人

その他

そのような人はいない

無回答

54.4

24.9

21.3

18.6

7.0

3.6

1.6

14.9

8.3

0 20 40 60 80 100
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問 40 友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。（回答は１つ） 

「月に何度かある」の割合が 29.3％と最も高く、次いで「週に何度かある」の割合が 24.6％、

「ほとんどない」の割合が 19.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「ほとんどない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
あ
る 

週
に
何
度
か
あ
る 

月
に
何
度
か
あ
る 

年
に
何
度
か
あ
る 

ほ
と
ん
ど
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  4.9  24.6  29.3  14.4  19.9  6.9  

一般高齢者 1332  5.7  25.9  30.2  15.4  16.3  6.5  

要支援・事業対象者 411  2.2  20.2  26.5  11.4  31.6  8.0  

 

問 41 この１か月間、何人の友人・知人と会いましたか。（回答は１つ） 

「１～２人」の割合が 25.0％と最も高く、次いで「３～５人」の割合が 24.7％、「１０人以上」

の割合が 19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 1,744 ％

毎日ある

週に何度かある

月に何度かある

年に何度かある

ほとんどない

無回答

4.9

24.6

29.3

14.4

19.9

6.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

０人（いない）

１～２人

３～５人

６～９人

１０人以上

無回答

16.7

25.0

24.7

9.3

19.0

5.2

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で「10 人以上」の割合が高くな

っています。反対に、要支援・事業対象者では、一般高齢者に比べ「0 人（いない）」「1～2 人」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

０
人
（
い
な
い
） 

１
～
２
人 

３
～
５
人 

６
～
９
人 

１
０
人
以
上 

無
回
答 

全  体 1744  16.7  25.0  24.7  9.3  19.0  5.2  

一般高齢者 1332  14.7  23.1  25.2  9.7  22.9  4.4  

要支援・事業対象者 411  23.4  31.1  23.4  8.0  6.3  7.8  

 

 

 

問 42 家族や友人･ 知人以外で、何かあったときにどこに相談しますか。（いくつで

も） 

「病院」の割合が 34.8％と最も高く、次いで「そのような人はいない」の割合が 24.1％、「市

役所」の割合が 23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

病院

市役所

地域包括支援センター

ケアマネジャー

民生委員

社会福祉協議会

自治会・町内会・老人クラブ

薬局

その他

そのような人はいない

無回答

34.8

23.5

15.3

11.4

10.0

8.7

6.6

3.4

5.1

24.1

8.1

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で「10 人以上」の割合が高くな

っています。反対に、要支援・事業対象者では、一般高齢者に比べ「0 人（いない）」「1～2 人」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
治
会
・
町
内
会
・ 

老
人
ク
ラ
ブ 

社
会
福
祉
協
議
会 

民
生
委
員 

病
院 

薬
局 

地
域
包
括
支
援 

セ
ン
タ
ー 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

市
役
所 

そ
の
他 

そ
の
よ
う
な
人
は 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  6.6  8.7  10.0  34.8  3.4  15.3  11.4  23.5  5.1  24.1  8.1  

一般高齢者 1332  7.4  7.8  9.5  35.3  3.6  10.4  3.0  26.4  5.2  27.6  7.8  

要支援・事業
対象者 

411  4.1  11.4  11.4  33.3  2.9  31.1  38.4  14.1  4.9  13.1  9.2  

 

 

問 43 あなたやご家族が日常生活上の支援が必要になったとき、地域の人にどのような

支援をしてほしいと思いますか。（回答は３つまで） 

「急病など緊急時の手助け」の割合が 32.3％と最も高く、次いで「災害時の手助け」の割合が

26.4％、「買物」の割合が 23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

急病など緊急時の手助け

災害時の手助け

買物

外出の際の移動手段

通院などの付き添い

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

掃除・洗濯・炊事

ごみ出し

話し相手

庭の手入れ

その他

特にない

無回答

32.3

26.4

23.5

23.2

13.8

12.9

11.4

8.0

6.8

5.8

1.0

15.7

13.1

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

外
出
の
際
の
移
動
手

段 話
し
相
手 

買
物 

ご
み
出
し 

庭
の
手
入
れ 

掃
除
・
洗
濯
・
炊
事 

通
院
な
ど
の
付
き
添

い 急
病
な
ど
緊
急
時
の

手
助
け 

災
害
時
の
手
助
け 

安
否
確
認
等
の
定
期

的
な
声
か
け
・
見
守
り 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  23.2  6.8  23.5  8.0  5.8  11.4  13.8  32.3  26.4  12.9  1.0  15.7  13.1  

一般高齢者 1332  23.4  6.7  23.8  7.1  5.6  10.8  12.6  33.5  27.6  13.7  1.1  16.5  11.6  

要支援・事
業対象者 

411  22.4  7.1  22.4  10.9  6.3  13.4  17.8  28.7  22.4  10.2  1.0  13.1  18.0  

 

問 44 問 43のような手助けに対し、費用の負担をすることをどう思いますか。（回答は

１つ） 

「金額によっては、手助けしてもらいたい」の割合が 42.9％と最も高く、次いで「費用の負担

をしても、手助けしてもらいたい」の割合が 29.2％、「費用負担が必要なら、手助けしてもらわ

なくてもよい」の割合が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

費
用
の
負
担
を
し
て

も
、
手
助
け
し
て
も
ら

い
た
い 

金
額
に
よ
っ
て
は
、
手

助
け
し
て
も
ら
い
た

い 費
用
負
担
が
必
要
な

ら
、
手
助
け
し
て
も
ら

わ
な
く
て
も
よ
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1744  29.2  42.9  10.8  3.1  13.9  

一般高齢者 1332  28.4  44.7  11.0  3.5  12.3  

要支援・事業対象者 411  32.1  37.0  10.2  1.7  19.0  

  

回答者数 = 1,744 ％

金額によっては、手助けしてもらいたい

費用の負担をしても、手助けしてもらい
たい
費用負担が必要なら、手助けしてもらわ
なくてもよい

その他

無回答

42.9

29.2

10.8

3.1

13.9

0 20 40 60 80 100
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問 45 あなたのご近所で、高齢者や障がい者のみの世帯など、困っている世帯があった

ら、どんな対応ができますか。（いくつでも） 

「話し相手」の割合が 33.3％と最も高く、次いで「安否確認等の定期的な声かけ・見守り」の

割合が 28.4％、「災害時の手助け」の割合が 25.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「災害時の手助け」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

外
出
の
際
の
移
動
手

段 話
し
相
手 

買
物 

ご
み
出
し 

庭
の
手
入
れ 

掃
除
・
洗
濯
・
炊
事 

通
院
な
ど
の
付
き
添

い 急
病
な
ど
緊
急
時
の

手
助
け 

災
害
時
の
手
助
け 

安
否
確
認
等
の
定
期

的
な
声
か
け
・
見
守
り 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  12.4  33.3  22.1  22.6  5.2  4.4  8.4  24.6  25.5  28.4  2.8  19.8  8.0  

一般高齢者 1332  14.3  34.1  25.5  25.5  6.4  4.6  9.8  27.9  30.6  31.6  2.1  16.4  6.1  

要支援・事
業対象者 

411  6.3  30.4  10.9  13.1  1.5  3.6  4.1  13.9  8.8  17.8  4.9  30.9  14.4  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

話し相手

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

災害時の手助け

急病など緊急時の手助け

ごみ出し

買物

外出の際の移動手段

通院などの付き添い

庭の手入れ

掃除・洗濯・炊事

その他

特にない

無回答

33.3

28.4

25.5

24.6

22.6

22.1

12.4

8.4

5.2

4.4

2.8

19.8

8.0

0 20 40 60 80 100



54 

問 46 問 45のような手助けに対し、報酬をもらうことをどう思いますか。（回答は１

つ） 

「報酬はもらわなくても、進んで手助けする」の割合が 66.4％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

報
酬
は
も
ら
わ
な
く

て
も
、
進
ん
で
手
助
け

す
る 

報
酬
が
も
ら
え
る
な

ら
、
進
ん
で
手
助
け
す

る 金
額
に
よ
っ
て
は
、
進

ん
で
手
助
け
す
る 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1744  66.4  3.3  2.0  11.9  16.3  

一般高齢者 1332  70.9  4.1  2.3  10.1  12.7  

要支援・事業対象者 411  51.8  1.0  1.0  18.0  28.2  

 

問 47 生活支援コーディネーターを知っていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 14.9％、「いいえ」の割合が 79.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

報酬はもらわなくても、進んで手助けする

報酬がもらえるなら、進んで手助けする

金額によっては、進んで手助けする

その他

無回答

66.4

3.3

2.0

11.9

16.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

14.9

79.7

5.4

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  14.9  79.7  5.4  

一般高齢者 1332  14.6  80.9  4.4  

要支援・事業対象者 411  15.8  75.7  8.5  

 

問 48 あなたが入院などをして身元保証人を求められたときに、身元保証人になる人は

いますか。（いくつでも） 

「家族・親族」の割合が 94.8％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
族
・
親
族 

友
人 

そ
の
他 

い
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  94.8  4.4  0.6  2.1  1.7  2.1  

一般高齢者 1332  95.9  4.9  0.5  1.7  1.7  1.7  

要支援・事業対象者 411  91.0  2.9  1.2  3.6  1.7  3.4  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

家族・親族

友人

その他

いない

わからない

無回答

94.8

4.4

0.6

2.1

1.7

2.1

0 20 40 60 80 100
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問 49 成年後見制度の利用促進に向けての課題は何だと思いますか。（いくつでも） 

「制度に関する十分な知識がない」の割合が 59.1％と最も高く、次いで「誰に相談して良いか

分からない」の割合が 22.7％、「わからない」の割合が 16.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
に
関
す
る
十
分
な
知

識
が
な
い 

誰
に
相
談
し
て
良
い
か
分

か
ら
な
い 

本
人
や
家
族
、
親
族
等
の

理
解
が
得
ら
れ
な
い 

申
立
費
用
や
後
見
報
酬
な

ど
の
費
用
が
か
か
る 

内
容
や
手
続
き
が
煩
雑
で

あ
る 

適
当
な
後
見
人
候
補
が
見

つ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  59.1  22.7  4.1  10.4  12.2  8.8  1.5  8.3  16.9  6.8  

一般高齢者 1332  61.2  22.6  4.0  10.7  11.7  8.6  1.7  8.3  16.4  5.6  

要支援・事業対
象者 

411  52.3  23.1  4.4  9.5  13.6  9.5  1.2  8.3  18.2  10.9  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

制度に関する十分な知識がない

誰に相談して良いか分からない

内容や手続きが煩雑である

申立費用や後見報酬などの費用がかかる

適当な後見人候補が見つからない

本人や家族、親族等の理解が得られない

その他

特にない

わからない

無回答

59.1

22.7

12.2

10.4

8.8

4.1

1.5

8.3

16.9

6.8

0 20 40 60 80 100
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（７）健康について 

問 50 現在のあなたの健康状態はいかがですか。（回答は１つ） 

「まあよい」の割合が 62.2％と最も高く、次いで「あまりよくない」の割合が 21.4％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者で「まあよい」の割合が高くなっています。また、要支援・

事業対象者に比べ「とてもよい」の割合も高くなっています。反対に、要支援・事業対象者では

「あまりよくない」の割合が高くなっています。また、一般高齢者に比べ「よくない」の割合も

高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
よ
い 

ま
あ
よ
い 

あ
ま
り
よ
く
な
い 

よ
く
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  8.3  62.2  21.4  5.6  2.6  

一般高齢者 1332  10.4  69.7  15.2  2.3  2.3  

要支援・事業対象者 411  1.2  37.5  41.6  16.1  3.6  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

とてもよい

まあよい

あまりよくない

よくない

無回答

8.3

62.2

21.4

5.6

2.6

0 20 40 60 80 100
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問 51 あなたは、現在どの程度幸せですか。（「とても不幸」を０点、「とても幸せ」を 

10点として、ご記入ください） 

「8 点」の割合が 22.9％と最も高く、次いで「5 点」の割合が 18.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「5点」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

０
点 

１
点 

２
点 

３
点 

４
点 

５
点 

６
点 

７
点 

８
点 

９
点 

１
０
点 

無
回
答 

全  体 1744  0.6  0.3  1.4  2.5  2.8  18.6  8.8  15.0  22.9  7.6  15.4  4.0  

一般高齢者 1332  0.2  0.2  1.1  1.6  2.2  16.5  9.1  15.6  23.9  8.6  17.3  3.7  

要支援・事業対象
者 

411  1.9  0.7  2.4  5.6  4.6  25.3  8.0  12.9  20.0  4.1  9.2  5.1  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

0 点

1 点

2 点

3 点

4 点

5 点

6 点

7 点

8 点

9 点

10点

無回答

0.6

0.3

1.4

2.5

2.8

18.6

8.8

15.0

22.9

7.6

15.4

4.0

0 20 40 60 80 100
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問 52 この 1 か月間、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。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 39.8％、「いいえ」の割合が 56.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  39.8  56.5  3.7  

一般高齢者 1332  35.2  61.4  3.4  

要支援・事業対象者 411  54.7  40.6  4.6  

 

 

問 53 この 1か月間、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。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 28.0％、「いいえ」の割合が 67.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

39.8

56.5

3.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

28.0

67.6

4.4

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が、一般高齢者で「いいえ」の割

合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  28.0  67.6  4.4  

一般高齢者 1332  22.4  74.2  3.4  

要支援・事業対象者 411  46.2  46.2  7.5  

 

問 54 タバコは吸っていますか。（回答は１つ） 

「もともと吸っていない」の割合が 62.8％と最も高く、次いで「吸っていたがやめた」の割合

が 26.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ほ
ぼ
毎
日
吸
っ
て 

い
る 

時
々
吸
っ
て
い
る 

吸
っ
て
い
た
が 

や
め
た 

も
と
も
と
吸
っ
て 

い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  6.7  1.0  26.3  62.8  3.3  

一般高齢者 1332  7.8  0.8  26.6  62.2  2.6  

要支援・事業対象者 411  2.9  1.5  25.3  64.7  5.6  

  

回答者数 = 1,744 ％

もともと吸っていない

吸っていたがやめた

ほぼ毎日吸っている

時々吸っている

無回答

62.8

26.3

6.7

1.0

3.3

0 20 40 60 80 100
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問 55 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） 

「高血圧」の割合が 47.0％と最も高く、次いで「目の病気」の割合が 26.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

高血圧

目の病気

高脂血症（脂質異常）

糖尿病

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

心臓病

ない

耳の病気

腎臓・前立腺の病気

胃腸・肝臓・胆のうの病気

脳卒中（脳出血･ 脳梗塞等）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

がん（悪性新生物）

外傷（転倒・骨折等）

血液・免疫) の病気

認知症( アルツハイマー病等)

うつ病

パーキンソン病

その他

無回答

47.0

26.2

18.9

18.2

13.2

12.4

11.0

9.2

8.6

8.0

6.2

5.8

5.3

4.6

1.8

1.7

1.4

1.1

4.9

4.4

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者に比べ、要支援・事業対象者で「筋骨格の病気（骨粗しょう

症、関節症等）」「心臓病」「脳卒中（脳出血・脳梗塞等）」「外傷（転倒・骨折等）」の割合が高く

なっています。反対に、一般高齢者では、要支援・事業対象者に比べ「高脂血症（脂質異常）」「な

い」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

な
い 

高
血
圧 

脳
卒
中
（
脳
出
血･

 

脳

梗
塞
等
） 

心
臓
病 

糖
尿
病 

高
脂
血
症
（
脂
質
異

常
） 

呼
吸
器
の
病
気
（
肺
炎

や
気
管
支
炎
等
） 

胃
腸
・
肝
臓
・
胆
の
う

の
病
気 

腎
臓
・
前
立
腺
の
病
気 

筋
骨
格
の
病
気
（
骨
粗

し
ょ
う
症
、
関
節
症

等
） 

全  体 1744  11.0  47.0  6.2  12.4  18.2  18.9  5.8  8.0  8.6  13.2  

一般高齢者 1332  13.7  45.0  4.0  10.3  17.5  21.1  4.9  6.5  7.2  9.5  

要支援・事業
対象者 

411  2.4  53.8  13.4  19.2  20.7  11.7  9.0  12.9  13.1  25.3  

 

区分 

外
傷
（
転
倒
・
骨
折
等
） 

が
ん
（
悪
性
新
生
物
） 

血
液
・
免
疫
の
病
気 

う
つ
病 

認
知
症(

ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
病
等)

 

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病 

目
の
病
気 

耳
の
病
気 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 4.6  5.3  1.8  1.4  1.7  1.1  26.2  9.2  4.9  4.4  

一般高齢者 2.0  4.4  1.4  1.0  0.9  0.3  24.2  8.0  4.7  4.6  

要支援・事業
対象者 

13.1  8.3  2.9  2.7  4.1  3.6  32.8  13.1  5.4  3.9  

 

 

問 56 生活の中で「耳の聞こえ」について困っていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 26.0％、「いいえ」の割合が 71.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

26.0

71.9

2.1

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  26.0  71.9  2.1  

一般高齢者 1332  22.4  76.1  1.5  

要支援・事業対象者 411  37.7  58.2  4.1  

 

【問 56 で「はい」の方のみ】 

問 56-① 補聴器などを必要としていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 44.4％、「いいえ」の割合が 52.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 453  44.4  52.8  2.9  

一般高齢者 298  40.6  57.0  2.3  

要支援・事業対象者 155  51.6  44.5  3.9  

  

回答者数 = 453 ％

はい

いいえ

無回答

44.4

52.8

2.9

0 20 40 60 80 100
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（８）介護予防について 

問 57 あなたは、寝たきりや認知症など、介護を必要とする状態にならないよう、介護

予防に取り組んでいますか。（回答は１つ） 

「取り組んでいる」の割合が 54.8％、「取り組んでいない」の割合が 40.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「取り組んでいる」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

取
り
組
ん
で
い
る 

取
り
組
ん
で
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  54.8  40.0  5.2  

一般高齢者 1332  52.6  43.0  4.4  

要支援・事業対象者 411  62.0  30.2  7.8  

  

回答者数 = 1,744 ％

取り組んでいる

取り組んでいない

無回答

54.8

40.0

5.2

0 20 40 60 80 100
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【問 57 で「取り組んでいない」の方のみ】 

問 57-① あなたが介護予防に取り組んでいない理由を教えてください。（回答は１つ） 

「興味があるが、具体的な取り組み方がわからない」の割合が 21.3％と最も高く、次いで「健

康状態が良いため」の割合が 20.1％、「きっかけがあれば取り組みたい」の割合が 18.9％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で「健康状態が良いため」の割

合が高くなっています。要支援・事業対象者では、一般高齢者に比べ「興味・関心がない」の割

合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

健
康
状
態
が
良
い
た
め 

体
力
が
落
ち
て
き
て
か

ら
取
り
組
み
た
い 

も
う
少
し
歳
を
と
っ
て

か
ら
取
り
組
み
た
い 

き
っ
か
け
が
あ
れ
ば
取

り
組
み
た
い 

興
味
が
あ
る
が
、
具
体

的
な
取
り
組
み
方
が
わ

か
ら
な
い 

興
味
・
関
心
が
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 698  20.1  8.2  8.3  18.9  21.3  7.9  3.3  12.0  

一般高齢者 573  23.4  8.9  8.6  19.4  20.4  6.1  2.1  11.2  

要支援・事業対象者 124  4.0  4.8  7.3  16.9  25.8  16.1  8.9  16.1  

 

  

回答者数 = 698 ％

興味があるが、具体的な取り組み方がわ
からない

健康状態が良いため

きっかけがあれば取り組みたい

もう少し歳をとってから取り組みたい

体力が落ちてきてから取り組みたい

興味・関心がない

その他

無回答

21.3

20.1

18.9

8.3

8.2

7.9

3.3

12.0

0 20 40 60 80 100
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問 58 介護予防（介護が必要な状態にならないようにすること）について、以下の活動

を知っていますか。また、参加したいですか。（それぞれ回答は１つ） 

認知度 ア まちかど運動教室（介護予防を目的とした体操教室） 

「知っている」の割合が 35.2％、「知らない」の割合が 56.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  35.2  56.0  8.8  

一般高齢者 1332  34.3  58.2  7.5  

要支援・事業対象者 411  38.2  48.7  13.1  

  

回答者数 = 1,744 ％

知っている

知らない

無回答

35.2

56.0

8.8

0 20 40 60 80 100
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参加意欲 ア まちかど運動教室（介護予防を目的とした体操教室） 

「参加したくない」の割合が 46.9％と最も高く、次いで「参加していたが、現在は参加してい

ない」の割合が 12.4％、「現在参加している・参加したい」の割合が 12.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
参
加
し
て
い
る
・

参
加
し
た
い 

参
加
し
て
い
た
が
、
現

在
は
参
加
し
て
い
な
い 

参
加
し
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  12.3  12.4  46.9  28.3  

一般高齢者 1332  12.7  11.4  48.7  27.2  

要支援・事業対象者 411  11.2  15.8  40.9  32.1  

 

 

認知度 イ 高齢者サロン（身近な場所で高齢者等が定期的に交流する場） 

「知っている」の割合が 37.1％、「知らない」の割合が 54.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

現在参加している・参加したい

参加していたが、現在は参加していない

参加したくない

無回答

12.3

12.4

46.9

28.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

知っている

知らない

無回答

37.1

54.2

8.7

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  37.1  54.2  8.7  

一般高齢者 1332  37.2  55.2  7.6  

要支援・事業対象者 411  36.7  51.1  12.2  

 

 

参加意欲 イ 高齢者サロン（身近な場所で高齢者等が定期的に交流する場） 

「参加したくない」の割合が 53.3％と最も高く、次いで「現在参加している・参加したい」の

割合が 10.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
参
加
し
て
い
る
・

参
加
し
た
い 

参
加
し
て
い
た
が
、
現

在
は
参
加
し
て
い
な
い 

参
加
し
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  10.4  6.7  53.3  29.7  

一般高齢者 1332  10.1  5.9  55.8  28.2  

要支援・事業対象者 411  11.4  9.0  45.0  34.5  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

現在参加している・参加したい

参加していたが、現在は参加していない

参加したくない

無回答

10.4

6.7

53.3

29.7

0 20 40 60 80 100
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認知度 ウ 老人福祉センターの健康教室・講座（福祉体育館内で体操やヨガなど健康づくりの事業を

行っています。） 

「知っている」の割合が 47.4％、「知らない」の割合が 43.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  47.4  43.7  8.9  

一般高齢者 1332  47.6  44.6  7.8  

要支援・事業対象者 411  46.5  40.9  12.7  

 

 

参加意欲 ウ 老人福祉センターの健康教室・講座（福祉体育館内で体操やヨガなど健康づくりの事業

を行っています。） 

「参加したくない」の割合が 51.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

知っている

知らない

無回答

47.4

43.7

8.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

現在参加している・参加したい

参加していたが、現在は参加していない

参加したくない

無回答

9.8

10.9

51.7

27.6

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
在
参
加
し
て
い
る
・

参
加
し
た
い 

参
加
し
て
い
た
が
、
現

在
は
参
加
し
て
い
な
い 

参
加
し
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  9.8  10.9  51.7  27.6  

一般高齢者 1332  9.8  10.0  54.1  26.1  

要支援・事業対象者 411  9.7  13.9  43.8  32.6  
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（９）認知症について 

問 59  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。（回答は１

つ） 

「はい」の割合が 10.7％、「いいえ」の割合が 84.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  10.7  84.5  4.8  

一般高齢者 1332  10.0  85.7  4.3  

要支援・事業対象者 411  13.1  80.5  6.3  

 

 

問 60 認知症に関する相談窓口を知っていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 26.5％、「いいえ」の割合が 69.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

10.7

84.5

4.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

26.5

69.3

4.1

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  26.5  69.3  4.1  

一般高齢者 1332  25.9  70.6  3.5  

要支援・事業対象者 411  28.7  65.0  6.3  

 

 

【問 60 で「はい」の方のみ】 

問 60-① 認知症に関する相談をどこにしようと思いますか。（いくつでも） 

「かかりつけ医」の割合が 62.9％と最も高く、次いで「地域包括支援センター」の割合が 48.6％、

「市役所」の割合が 33.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 463 ％

かかりつけ医

地域包括支援センター

市役所

介護事業所

民生委員

老人福祉センター

保健センター

ひまわりカフェ（認知症カフェ）

その他

無回答

62.9

48.6

33.7

15.3

11.0

10.8

10.6

3.5

1.5

2.8

0 20 40 60 80 100



73 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者に比べ、要支援・事業対象者で「地域包括支援センター」「介

護事業所」の割合が高くなっています。一般高齢者では、要支援・事業対象者に比べ「市役所」

「保健センター」「老人福祉センター」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

か
か
り
つ
け
医 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー 

ひ
ま
わ
り
カ
フ
ェ
（
認
知
症

カ
フ
ェ
） 

介
護
事
業
所 

民
生
委
員 

市
役
所 

保
健
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 463  62.9  48.6  10.8  3.5  15.3  11.0  33.7  10.6  1.5  2.8  

一般高齢者 345  62.6  45.8  12.2  3.2  12.5  11.0  35.9  12.5  1.7  2.6  

要支援・事業対
象者 

118  63.6  56.8  6.8  4.2  23.7  11.0  27.1  5.1  0.8  3.4  

 

問 61 ひまわりカフェを知っていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 11.0％、「いいえ」の割合が 84.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  11.0  84.0  5.0  

一般高齢者 1332  11.5  84.4  4.1  

要支援・事業対象者 411  9.5  82.7  7.8  

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

11.0

84.0

5.0

0 20 40 60 80 100
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問 62 認知症サポーターを知っていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 10.7％、「いいえ」の割合が 83.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  10.7  83.9  5.4  

一般高齢者 1332  11.3  84.4  4.4  

要支援・事業対象者 411  8.8  82.5  8.8  

 

問 63 認知症の人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために

何が必要ですか。（いくつでも） 

「認知症の早期診断」の割合が 72.1％と最も高く、次いで「認知症の発症予防」の割合が 56.8％、

「認知症に関する相談窓口」の割合が 48.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

10.7

83.9

5.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

認知症の早期診断

認知症の発症予防

認知症に関する相談窓口

認知症によって帰宅ができなくなってしまっている人の早期
発見・保護などの地域での見守り体制の整備

認知症の人の生きがい支援

認知症への理解を深めるための講座・研修会

認知症の人やその家族、地域の人の集いの場

若年性認知症（65歳未満で認知症を発症）への支援

その他

無回答

72.1

56.8

48.9

28.8

26.6

22.1

19.8

15.2

1.9

10.1

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

認
知
症
の
早
期
診
断 

認
知
症
の
発
症
予
防 

認
知
症
に
関
す
る
相
談
窓
口 

認
知
症
に
よ
っ
て
帰
宅
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
人
の
早
期
発
見
・
保
護

な
ど
の
地
域
で
の
見
守
り
体
制
の
整
備 

認
知
症
の
人
の
生
き
が
い
支
援 

認
知
症
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
講

座
・
研
修
会 

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
、
地
域
の
人
の

集
い
の
場 

若
年
性
認
知
症
（6

5

歳
未
満
で
認
知
症
を

発
症
）
へ
の
支
援 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1744  72.1  56.8  48.9  28.8  26.6  22.1  19.8  15.2  1.9  10.1  

一般高齢者 1332  73.0  57.3  48.6  29.0  25.8  22.5  20.4  14.9  1.9  8.6  

要支援・事業対
象者 

411  69.1  55.0  49.6  28.2  29.0  20.4  18.0  16.1  1.9  14.8  
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（10）在宅医療について 

問 64 日ごろから治療や指導を受けたり、健康について相談できる「かかりつけ医」が

いますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 72.9％、「いいえ」の割合が 19.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  72.9  19.6  7.5  

一般高齢者 1332  70.8  22.0  7.2  

要支援・事業対象者 411  79.8  11.7  8.5  

 

 

問 65 日ごろから治療や指導を受けたり、歯の健康について相談できる「かかりつけ歯

科医」はいますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 69.0％、「いいえ」の割合が 23.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

72.9

19.6

7.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

69.0

23.1

8.0

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  69.0  23.1  8.0  

一般高齢者 1332  70.3  22.2  7.5  

要支援・事業対象者 411  64.7  25.8  9.5  

 

 

問 66 日ごろから指導を受けたり、薬に関して相談できる「かかりつけ薬局」はありま

すか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 42.1％、「いいえ」の割合が 49.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  42.1  49.9  8.0  

一般高齢者 1332  38.9  53.3  7.8  

要支援・事業対象者 411  52.8  38.7  8.5  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

はい

いいえ

無回答

42.1

49.9

8.0

0 20 40 60 80 100
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（11）介護保険について 

問 67 今後、あなたご自身に介護が必要となった場合、どのような介護を希望します

か。（回答は１つ） 

「介護保険のヘルパーなどのサービスを積極的に利用しながら自宅で介護してほしい」の割合

が 35.6％と最も高く、次いで「わからない」の割合が 20.2％、「老人ホームなどに入所したい」

の割合が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
族
な
ど
を
中
心
に
自
宅
で
介
護

し
て
ほ
し
い 

介
護
保
険
の
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
サ

ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
利
用
し
な
が

ら
自
宅
で
介
護
し
て
ほ
し
い 

老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
所
し
た
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  14.9  35.6  18.3  20.2  11.0  

一般高齢者 1332  14.8  35.5  19.1  20.9  9.8  

要支援・事業対象者 411  15.1  36.0  16.1  18.0  14.8  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

介護保険のヘルパーなどのサービスを積極的に利
用しながら自宅で介護してほしい

老人ホームなどに入所したい

家族などを中心に自宅で介護してほしい

わからない

無回答

35.6

18.3

14.9

20.2

11.0

0 20 40 60 80 100
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問 68 地域包括支援センターの役割として知っているものはどれですか。（いくつで

も） 

「すべて知らない」の割合が 36.9％と最も高く、次いで「介護のこと、介護保険利用の相談窓

口」の割合が 34.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「ケアマネジャーへの支援や指導」「支援の認定を

受けた人のケアプラン作成」「介護のこと、介護保険利用の相談窓口」の割合が高くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

介
護
予
防
講
座
の
開
催 

高
齢
者
虐
待
の
相
談
を

受
け
、
対
応
す
る 

成
年
後
見
制
度
の
利
用

支
援 

介
護
の
こ
と
、
介
護
保

険
利
用
の
相
談
窓
口 

支
援
の
認
定
を
受
け
た

人
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成 

地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
の

支
援
や
指
導 

す
べ
て
知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  15.4  8.9  5.6  34.7  24.8  5.5  26.4  36.9  11.1  

一般高齢者 1332  15.2  8.0  5.3  31.2  20.5  5.4  20.7  43.2  10.7  

要支援・事業対象
者 

411  16.3  11.7  6.3  45.7  38.7  5.8  45.0  16.5  12.2  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

介護のこと、介護保険利用の相談窓口

ケアマネジャーへの支援や指導

支援の認定を受けた人のケアプラン作成

介護予防講座の開催

高齢者虐待の相談を受け、対応する

成年後見制度の利用支援

地域のネットワークづくり

すべて知らない

無回答

34.7

26.4

24.8

15.4

8.9

5.6

5.5

36.9

11.1

0 20 40 60 80 100
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（12）市の高齢者福祉について 

問 69 介護保険以外の高齢者福祉サービスについて、今後利用したいサービスはありま

すか。（回答は３つまで） 

「配食サービス（安否確認を兼ねて、栄養バランスの取れた食事を提供します）」の割合が

38.3％と最も高く、次いで「介護タクシー利用料金の助成」の割合が 28.9％、「医療費（福祉医

療）の助成」の割合が 28.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

配食サービス（安否確認を兼ねて、栄養バランスの取れ
た食事を提供します）

介護タクシー利用料金の助成

医療費（福祉医療）の助成

緊急通報装置の設置（緊急通報システムにより緊急事態
に対応します）

介護用品の支給（おむつ、尿とりパットを支給します）

ミニバスの無料サービス（75歳以上の人のバス料金を無
料にします）

訪問理美容サービス（理美容師が自宅に訪問し散髪しま
す）

寝具洗濯乾燥サービス（専門業者により寝具を回収し洗
濯、乾燥します）

家具転倒防止器具の取り付け（家具の転倒を防止する器
具の取り付け・給付を行います）

日常生活用具の給付（電磁調理器などを支給します）

徘徊高齢者家族支援サービス（徘徊行動のある高齢者を
介護している人に位置探索用の端末装置を貸し出しま
す）

いまどこねっと（知立市徘徊高齢者捜索メール配信シス
テムにより徘徊で行方不明となった高齢者の捜索への協
力を行います）

耐震シェルター等設置補助金

特にない

無回答

38.3

28.9

28.7

20.2

17.9

11.1

9.6

6.2

5.1

4.6

3.6

1.8

1.0

12.6

17.3

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で「配食サービス（安否確認を

兼ねて、栄養バランスの取れた食事を提供します）」「医療費（福祉医療）の助成」「緊急通報装置

の設置（緊急通報システムにより緊急事態に対応します）」の割合が高くなっています。要支援・

事業対象者では、一般高齢者に比べ「介護用品の支給（おむつ、尿とりパットを支給します）」「訪

問理美容サービス（理美容師が自宅に訪問し散髪します）」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
食
サ
ー
ビ
ス
（
安
否
確
認
を
兼
ね
て
、
栄
養
バ
ラ

ン
ス
の
取
れ
た
食
事
を
提
供
し
ま
す
） 

日
常
生
活
用
具
の
給
付
（
電
磁
調
理
器
な
ど
を
支
給

し
ま
す
） 

介
護
用
品
の
支
給
（
お
む
つ
、
尿
と
り
パ
ッ
ト
を
支

給
し
ま
す
） 

緊
急
通
報
装
置
の
設
置
（
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
に
よ

り
緊
急
事
態
に
対
応
し
ま
す
） 

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
（
理
美
容
師
が
自
宅
に
訪
問

し
散
髪
し
ま
す
） 

ミ
ニ
バ
ス
の
無
料
サ
ー
ビ
ス
（
75
歳
以
上
の
人
の
バ

ス
料
金
を
無
料
に
し
ま
す
） 

介
護
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
の
助
成 

寝
具
洗
濯
乾
燥
サ
ー
ビ
ス
（
専
門
業
者
に
よ
り
寝
具

を
回
収
し
洗
濯
、
乾
燥
し
ま
す
） 

徘
徊
高
齢
者
家
族
支
援
サ
ー
ビ
ス
（
徘
徊
行
動
の
あ

る
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
人
に
位
置
探
索
用
の
端

末
装
置
を
貸
し
出
し
ま
す
） 

い
ま
ど
こ
ね
っ
と
（
知
立
市
徘
徊
高
齢
者
捜
索
メ
ー

ル
配
信
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
徘
徊
で
行
方
不
明
と
な
っ

た
高
齢
者
の
捜
索
へ
の
協
力
を
行
い
ま
す
） 

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
等
設
置
補
助
金 

家
具
転
倒
防
止
器
具
の
取
り
付
け
（
家
具
の
転
倒
を

防
止
す
る
器
具
の
取
り
付
け
・
給
付
を
行
い
ま
す
） 

医
療
費
（
福
祉
医
療
）
の
助
成 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  38.3  4.6  17.9  20.2  9.6  11.1  28.9  6.2  3.6  1.8  1.0  5.1  28.7  12.6  17.3  

一般高齢
者 

1332  40.5  4.9  16.4  21.9  7.4  12.1  28.0  5.8  3.6  2.2  1.1  4.5  31.5  13.8  15.8  

要支援・
事業対象
者 

411  31.4  3.6  22.9  14.8  16.8  8.0  31.9  7.5  3.4  0.5  1.0  7.1  19.7  8.3  22.1  

 

問 70 介護保険以外の高齢者福祉サービスについて、今後実施してほしいサービスはあ

りますか。（回答は３つまで） 

「車いすの貸与」の割合が 35.9％と最も高く、次いで「補聴器等の購入費用助成」の割合が

27.1％、「特にない」の割合が 24.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

車いすの貸与

補聴器等の購入費用助成

入院時の洗濯や通路確保のための除草な
どの生活支援
冠婚葬祭等の緊急時におけるショートス
テイ

その他

特にない

無回答

35.9

27.1

22.5

22.3

2.4

24.4

15.4

0 20 40 60 80 100



82 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

車
い
す
の
貸
与 

冠
婚
葬
祭
等
の
緊
急
時

に
お
け
る
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ 

入
院
時
の
洗
濯
や
通
路

確
保
の
た
め
の
除
草
な

ど
の
生
活
支
援 

補
聴
器
等
の
購
入
費
用

助
成 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  35.9  22.3  22.5  27.1  2.4  24.4  15.4  

一般高齢者 1332  36.6  23.3  22.2  27.4  2.5  25.4  13.9  

要支援・事業対象者 411  33.8  19.0  23.4  26.0  2.2  21.2  20.4  

 

 

問 71 高齢者の方々が生きがいをもって暮らすために、今後、市が特に力を入れるべき

と思うものをお答えください。（回答は３つまで） 

「健康づくり活動の充実」の割合が 48.2％と最も高く、次いで「安否確認の体制づくり」の割

合が 33.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

健康づくり活動の充実

安否確認の体制づくり

ボランティア活動の紹介

高齢者スポーツ活動の充実

就労機会の拡大

教養活動の充実

その他

無回答

48.2

33.8

17.4

16.6

15.7

15.5

5.5

20.5

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者に比べ、一般高齢者で「就労機会の拡大」「高齢者ス

ポーツ活動の充実」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

就
労
機
会
の
拡
大 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
紹
介 

教
養
活
動
の
充
実 

安
否
確
認
の
体
制
づ

く
り 

健
康
づ
く
り
活
動
の

充
実 

高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
活

動
の
充
実 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1744  15.7  17.4  15.5  33.8  48.2  16.6  5.5  20.5  

一般高齢者 1332  18.4  17.5  16.2  34.3  50.3  18.8  4.7  18.5  

要支援・事業対象
者 

411  6.8  17.0  13.1  32.4  41.6  9.2  8.0  27.0  
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（13）終末期の考え方について 

問 72 あなたご自身が病気などで最期を迎えるとしたら、どこで迎えたいと思います

か。（回答は１つ） 

「自宅」の割合が 42.7％と最も高く、次いで「病院」の割合が 28.8％、「わからない」の割合

が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅 

病
院 

施
設 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  42.7  28.8  4.4  0.6  18.9  4.5  

一般高齢者 1332  43.2  28.6  3.8  0.8  20.0  3.7  

要支援・事業対象者 411  41.4  29.7  6.1  0.2  15.3  7.3  

 

  

回答者数 = 1,744 ％

自宅

病院

施設

その他

わからない

無回答

42.7

28.8

4.4

0.6

18.9

4.5

0 20 40 60 80 100
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問 73 「人生会議（ＡＣＰ）」について、知っていますか。（回答は１つ） 

「知らない」の割合が 84.2％と最も高く、次いで「言葉を聞いたことはある」の割合が 10.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護状況別】 

介護状況別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

よ
く
知
っ
て
い
る 

言
葉
を
聞
い
た
こ
と

は
あ
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  1.4  10.3  84.2  4.1  

一般高齢者 1332  1.4  9.8  85.2  3.5  

要支援・事業対象者 411  1.2  11.9  80.8  6.1  

 

問 74 あなたは、「人生会議（ＡＣＰ）」について、考えていますか。（いくつでも） 

「考えていない」の割合が 59.4％と最も高く、次いで「自分ひとりで考えたことがある」の割

合が 21.9％、「家族と話し合ったことがある」の割合が 16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,744 ％

知らない

言葉を聞いたことはある

よく知っている

無回答

84.2

10.3

1.4

4.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,744 ％

考えていない

自分ひとりで考えたことがある

家族と話し合ったことがある

かかりつけ医に相談したことがあ
る

無回答

59.4

21.9

16.0

2.2

5.9

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、一般高齢者では「考えていない」の割合が高くなっています。反対に、

要支援・事業対象者では「考えたことがある」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
分
ひ
と
り
で
考
え

た
こ
と
が
あ
る 

か
か
り
つ
け
医
に
相

談
し
た
こ
と
が
あ
る 

家
族
と
話
し
合
っ
た

こ
と
が
あ
る 

考
え
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  21.9  2.2  16.0  59.4  5.9  

一般高齢者 1332  20.3  1.4  15.3  62.5  4.4  

要支援・事業対象者 411  27.0  4.6  18.2  49.1  10.7  

 

 

【問 74 で「自分ひとりで考えたことがある」「かかりつけ医に相談したことがある」「家族と話し

合ったことがある」の方のみ】 

問 74-① どのような内容を考えましたか、または話しましたか。（いくつでも） 

「意思決定ができなくなった場合の対応に関すること」の割合が 52.2％と最も高く、次いで

「希望する医療・ケアに関すること」の割合が 49.8％、「病状や予後に関すること」の割合が 47.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 605 ％

意思決定ができなくなった場合の対応に
関すること

希望する医療・ケアに関すること

病状や予後に関すること

その他

無回答

52.2

49.8

47.6

3.1

6.6

0 20 40 60 80 100
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【介護状況別】 

介護状況別にみると、要支援・事業対象者で「希望する医療・ケアに関すること」の割合が高

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

病
状
や
予
後
に
関
す

る
こ
と 

希
望
す
る
医
療
・
ケ
ア

に
関
す
る
こ
と 

意
思
決
定
が
で
き
な

く
な
っ
た
場
合
の
対

応
に
関
す
る
こ
と 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 605  47.6  49.8  52.2  3.1  6.6  

一般高齢者 440  46.6  47.7  52.7  3.0  5.7  

要支援・事業対象者 165  50.3  55.2  50.9  3.6  9.1  
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２ 在宅介護実態調査 

（１）あて名の方ご自身のことについて 

問１ 現在、この調査票にご回答を頂いているのは、どなたですか。（複数選択可） 

「主な介護者となっている家族・親族」の割合が 76.0％と最も高く、次いで「調査対象者本人」

の割合が 21.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護 1で他の介護度と比べて「調査対象者本人」の割合が高くなってい

ます。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

調
査
対
象
者
本
人 

主
な
介
護
者
と
な
っ

て
い
る
家
族
・
親
族 

主
な
介
護
者
以
外
の

家
族
・
親
族 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 442  21.9  76.0  3.8  1.8  1.1  

要介護１ 161  27.3  72.0  1.9  1.9  － 

要介護２ 129  21.7  72.9  8.5  2.3  － 

要介護３ 63  14.3  84.1  3.2  1.6  3.2  

要介護４ 54  18.5  83.3  1.9  － 1.9  

要介護５ 34  17.6  79.4  － 2.9  5.9  

 

  

回答者数 = 442 ％

主な介護者となっている家族・親族

調査対象者本人

主な介護者以外の家族・親族

その他

無回答

76.0

21.9

3.8

1.8

1.1

0 20 40 60 80 100
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問２ 世帯類型について、ご回答ください。（１つを選択） 

「単身世帯」の割合が 25.8％、「夫婦のみ世帯」の割合が 24.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、介護度が上がるにつれて「単身世帯」の割合が低くなる傾向にありますが、

要介護 5の「単身世帯」の割合は要介護 3、要介護 4に比べ高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

単
身
世
帯 

夫
婦
の
み
世
帯 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 442  25.8  24.0  46.2  4.1  

要介護１ 161  33.5  26.1  38.5  1.9  

要介護２ 129  27.9  20.9  46.5  4.7  

要介護３ 63  11.1  31.7  55.6  1.6  

要介護４ 54  13.0  22.2  55.6  9.3  

要介護５ 34  26.5  14.7  50.0  8.8  

 

  

回答者数 = 442 ％

単身世帯

夫婦のみ世帯

その他

無回答

25.8

24.0

46.2

4.1

0 20 40 60 80 100
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【問２で「夫婦のみ世帯」「その他」と回答した方にお伺いします】 

問２-１ ご本人は、日中一人になることがありますか。（１つを選択） 

「たまにある」の割合が 38.7％と最も高く、次いで「ない」の割合が 36.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、他の介護度に比べ、要介護 5で「ない」の割合が高く、「たまにある」の割

合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

週
５
日
以
上
あ
る 

週
に
３
～
４
日
あ
る 

た
ま
に
あ
る 

な
い 

無
回
答 

全  体 310  9.7  12.6  38.7  36.1  2.9  

要介護１ 104  14.4  14.4  39.4  29.8  1.9  

要介護２ 87  11.5  11.5  39.1  35.6  2.3  

要介護３ 55  3.6  16.4  41.8  32.7  5.5  

要介護４ 42  4.8  7.1  42.9  42.9  2.4  

要介護５ 22  4.5  9.1  18.2  63.6  4.5  

 

  

回答者数 = 310 ％

週５日以上ある

週に３～４日ある

たまにある

ない

無回答

9.7

12.6

38.7

36.1

2.9

0 20 40 60 80 100
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問３ 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください。（１つ

を選択） 

「入所・入居は検討していない」の割合が 52.0％と最も高く、次いで「入所・入居を検討して

いる」の割合が 22.9％、「すでに入所・入居申し込みをしている」の割合が 19.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、介護度が上がるにつれて「すでに入所・入居申し込みをしている」の割合

が高く、「入所・入居は検討していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

入
所
・
入
居
は
検
討
し

て
い
な
い 

入
所
・
入
居
を
検
討
し

て
い
る 

す
で
に
入
所
・
入
居
申

し
込
み
を
し
て
い
る 

無
回
答 

全  体 442  52.0  22.9  19.0  6.1  

要介護１ 161  59.0  21.1  12.4  7.5  

要介護２ 129  51.2  27.1  15.5  6.2  

要介護３ 63  49.2  22.2  25.4  3.2  

要介護４ 54  44.4  20.4  29.6  5.6  

要介護５ 34  41.2  20.6  32.4  5.9  

 

  

回答者数 = 442 ％

入所・入居は検討していない

入所・入居を検討している

すでに入所・入居申し込みをしている

無回答

52.0

22.9

19.0

6.1

0 20 40 60 80 100
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問４ ご本人（調査対象者）が、現在抱えている傷病について、ご回答ください。（複数

選択可） 

「認知症」の割合が 47.1％と最も高く、次いで「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うも

の）」の割合が 21.5％、「糖尿病」の割合が 18.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 442 ％

認知症

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴
うもの）

糖尿病

心疾患（心臓病）

脳血管疾患（脳卒中）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭
窄症等）

呼吸器疾患

変形性関節疾患

パーキンソン病

悪性新生物（がん）

膠原病（関節リウマチ含む）

腎疾患（透析）

難病（パーキンソン病を除く）

その他

なし

わからない

無回答

47.1

21.5

18.6

16.5

15.2

14.9

7.5

5.2

5.2

4.1

3.6

2.9

2.7

21.7

2.3

1.6

1.8

0 20 40 60 80 100
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【介護度別】 

介護度別にみると、要介護１で「認知症」の割合が、要介護３で「脳血管疾患（脳卒中）」の割

合が、要介護５で「脳血管疾患（脳卒中）」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

脳
血
管
疾
患
（
脳
卒

中
） 

心
疾
患
（
心
臓
病
） 

悪
性
新
生
物
（
が
ん
） 

呼
吸
器
疾
患 

腎
疾
患
（
透
析
） 

筋
骨
格
系
疾
患
（
骨
粗

し
ょ
う
症
、
脊
柱
管
狭

窄
症
等
） 

膠
原
病
（
関
節
リ
ウ
マ

チ
含
む
） 

変
形
性
関
節
疾
患 

全  体 442  15.2  16.5  4.1  7.5  2.9  14.9  3.6  5.2  

要介護１ 161  11.8  15.5  3.7  5.6  1.9  16.1  2.5  5.0  

要介護２ 129  14.7  20.9  5.4  10.1  2.3  15.5  3.1  3.9  

要介護３ 63  22.2  19.0  1.6  6.3  3.2  15.9  6.3  9.5  

要介護４ 54  14.8  7.4  3.7  11.1  3.7  9.3  5.6  5.6  

要介護５ 34  20.6  14.7  5.9  2.9  8.8  14.7  2.9  2.9  

 

区分 

認
知
症 

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病 

難
病
（
パ
ー
キ
ン
ソ
ン

病
を
除
く
） 

糖
尿
病 

眼
科
・
耳
鼻
科
疾
患

（
視
覚
・
聴
覚
障
害
を

伴
う
も
の
） 

そ
の
他 

な
し 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 47.1  5.2  2.7  18.6  21.5  21.7  2.3  1.6  1.8  

要介護１ 59.6  3.1  2.5  21.7  24.2  21.7  3.1  0.6  1.2  

要介護２ 41.1  3.1  2.3  20.2  22.5  19.4  1.6  1.6  1.6  

要介護３ 46.0  9.5  1.6  15.9  23.8  20.6  － 1.6  1.6  

要介護４ 33.3  11.1  3.7  11.1  16.7  22.2  1.9  5.6  1.9  

要介護５ 32.4  5.9  5.9  14.7  8.8  32.4  5.9  － 5.9  
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問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を教えてください。（複

数選択可） 

「ケアマネジャー」の割合が 83.5％と最も高く、次いで「病院」の割合が 34.6％、「地域包括

支援センター」の割合が 11.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、他の介護度に比べ、要介護 5で「社会福祉協議会」の割合が高くなってい

ます。また、要介護 1と要介護 2では、他の介護度に比べ「地域包括支援センター」の割合が高

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
治
会
・
町
内
会
・
老

人
ク
ラ
ブ 

社
会
福
祉
協
議
会 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

民
生
委
員 

病
院 

薬
局 

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー 

市
役
所 

そ
の
他 

そ
の
よ
う
な
人
は
い

な
い 

無
回
答 

全  体 442  2.0  6.1  83.5  4.3  34.6  1.4  11.5  8.4  8.6  4.5  2.3  

要介護１ 161  1.2  1.9  84.5  4.3  29.2  0.6  14.9  4.3  7.5  6.8  1.9  

要介護２ 129  3.9  6.2  79.8  4.7  38.0  2.3  15.5  10.9  4.7  4.7  1.6  

要介護３ 63  － 9.5  82.5  7.9  44.4  1.6  6.3  14.3  14.3  3.2  1.6  

要介護４ 54  3.7  5.6  92.6  1.9  25.9  － 3.7  3.7  5.6  － 3.7  

要介護５ 34  － 20.6  79.4  － 44.1  2.9  2.9  14.7  23.5  2.9  5.9  

  

回答者数 = 442 ％

ケアマネジャー

病院

地域包括支援センター

市役所

社会福祉協議会

民生委員

自治会・町内会・老人クラブ

薬局

その他

そのような人はいない

無回答

83.5

34.6

11.5

8.4

6.1

4.3

2.0

1.4

8.6

4.5

2.3

0 20 40 60 80 100
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問６ 外出を控えていますか。（１つを選択） 

「はい」の割合が 74.0％、「いいえ」の割合が 24.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、介護度が上がるにつれて外出を控える傾向にあります。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 442  74.0  24.4  1.6  

要介護１ 161  65.2  34.8  － 

要介護２ 129  78.3  20.9  0.8  

要介護３ 63  76.2  20.6  3.2  

要介護４ 54  79.6  16.7  3.7  

要介護５ 34  85.3  8.8  5.9  

 

  

回答者数 = 442 ％

はい

いいえ

無回答

74.0

24.4

1.6

0 20 40 60 80 100
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【問６で「はい」（外出を控えている）と回答した方にお伺いします】 

問６-１ 外出を難しくしている理由は、次のどれですか。（複数選択可） 

「足腰などの痛み」の割合が 51.4％と最も高く、次いで「トイレの心配（失禁など)」の割合

が 27.8％、「病気」の割合が 25.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 327 ％

足腰などの痛み

トイレの心配（失禁など)

病気

移動手段がない（自家用車、シルバー
カーなど）

新型コロナウイルス感染症対策

障がい（脳) 卒中の後遺症など)

耳の障がい（聞こえの問題など）

交通手段がない（バス、電車など）

外での楽しみがない

目の障がい

経済的に出られない

その他

外出に不自由していない

無回答

51.4

27.8

25.1

21.7

20.2

16.2

12.8

11.6

10.4

4.9

2.1

12.2

0.9

0.6

0 20 40 60 80 100
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【介護度別】 

介護度別にみると、他の介護度に比べ、要介護 5 で「病気」「障がい（脳卒中の後遺症など）」

の割合が高く、「足腰などの痛み」「耳の障がい（聞こえの問題など）」の割合が低くなっていま

す。要介護 1では、他の介護度に比べ「トイレの心配（失禁など）」の割合が低くなっています。

また、介護度が上がるにつれて「交通手段がない（バス、電車など）」の割合は低くなる傾向にあ

りますが、要介護 5では他の介護度に比べ「交通手段がない（バス、電車など）」の割合が高くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

病
気 

障
が
い
（
脳
卒
中
の
後

遺
症
な
ど)

 

足
腰
な
ど
の
痛
み 

ト
イ
レ
の
心
配
（
失
禁

な
ど)

 

耳
の
障
が
い
（
聞
こ
え

の
問
題
な
ど
） 

目
の
障
が
い 

外
で
の
楽
し
み
が
な

い 

全  体 327  25.1  16.2  51.4  27.8  12.8  4.9  10.4  

要介護１ 105  18.1  7.6  61.0  18.1  12.4  2.9  17.1  

要介護２ 101  25.7  15.8  55.4  34.7  14.9  6.9  10.9  

要介護３ 48  29.2  22.9  47.9  29.2  12.5  8.3  2.1  

要介護４ 43  23.3  14.0  44.2  34.9  14.0  4.7  4.7  

要介護５ 29  44.8  41.4  20.7  27.6  6.9  － 6.9  

 

区分 

経
済
的
に
出
ら
れ
な

い 交
通
手
段
が
な
い
（
バ

ス
、
電
車
な
ど
） 

移
動
手
段
が
な
い
（
自

家
用
車
、
シ
ル
バ
ー
カ

ー
な
ど
） 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策 

そ
の
他 

外
出
に
不
自
由
し
て

い
な
い 

無
回
答 

全  体 2.1  11.6  21.7  20.2  12.2  0.9  0.6  

要介護１ 1.0  14.3  27.6  17.1  10.5  － 1.0  

要介護２ 1.0  12.9  24.8  21.8  10.9  1.0  － 

要介護３ 6.3  6.3  14.6  16.7  14.6  － － 

要介護４ 2.3  4.7  11.6  20.9  11.6  4.7  － 

要介護５ 3.4  17.2  17.2  27.6  20.7  － 3.4  
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問７ どのようにして外出していますか。（複数選択可） 

「自動車（人に乗せてもらう）」の割合が 58.6％と最も高く、次いで「徒歩」の割合が 21.9％、

「車いす」の割合が 17.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、介護度が上がるにつれて「歩行器・シルバーカー」の割合が低くなり、「車

いす」の割合が高くなる傾向にあります。要介護 5では、「電動車いす（カート）」を利用する人

もいます。また、要介護 5では他の介護度に比べ「自動車（人に乗せてもらう）」の割合が低くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

徒
歩 

自
転
車 

バ
イ
ク 

自
動
車
（
自
分
で
運

転
） 

自
動
車
（
人
に
乗
せ
て

も
ら
う
） 

電
車 

路
線
バ
ス 

病
院
や
施
設
の
バ
ス 

車
い
す 

電
動
車
い
す
（
カ
ー

ト
） 

歩
行
器
・
シ
ル
バ
ー
カ

ー タ
ク
シ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 442  21.9  2.9  0.5  3.6  58.6  1.8  4.8  10.4  17.4  0.7  13.8  16.3  6.1  8.4  

要介護１ 161  36.0  6.2  0.6  5.6  65.2  4.3  5.6  13.7  6.2  － 16.1  14.3  3.1  1.9  

要介護２ 129  25.6  2.3  0.8  5.4  59.7  0.8  8.5  6.2  13.2  0.8  17.8  18.6  5.4  6.2  

要介護３ 63  7.9  － － － 69.8  － 1.6  7.9  25.4  － 11.1  11.1  4.8  14.3  

要介護４ 54  1.9  － － － 44.4  － － 13.0  40.7  － 7.4  16.7  11.1  16.7  

要介護５ 34  － － － － 23.5  － － 11.8  35.3  5.9  2.9  23.5  17.6  23.5  
  

回答者数 = 442 ％

自動車（人に乗せてもらう）

徒歩

車いす

タクシー

歩行器・シルバーカー

病院や施設のバス

路線バス

自動車（自分で運転）

自転車

電車

電動車いす（カート）

バイク

その他

無回答

58.6

21.9

17.4

16.3

13.8

10.4

4.8

3.6

2.9

1.8

0.7

0.5

6.1

8.4

0 20 40 60 80 100
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問８ 認知症の症状（記憶が抜け落ちてしまう、日時や場所がわからない、今まででき

たことができなくなる等）がみられますか。（１つを選択） 

「みられる」の割合が 66.1％、「みられない」の割合が 28.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護４で「みられない」の割合が、要介護１で「みられる」の割合が高

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

み
ら
れ
る 

み
ら
れ
な
い 

無
回
答 

全  体 442  66.1  28.7  5.2  

要介護１ 161  72.7  22.4  5.0  

要介護２ 129  63.6  30.2  6.2  

要介護３ 63  61.9  33.3  4.8  

要介護４ 54  57.4  38.9  3.7  

要介護５ 34  64.7  29.4  5.9  

 

  

回答者数 = 442 ％

みられる

みられない

無回答

66.1

28.7

5.2

0 20 40 60 80 100
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【問８で「みられる」と回答した方にお伺いします】 

問８-１ それは以下のどの状態に近いですか。次の番号から選んでください。 

（１つを選択） 

「日常生活は誰かが見てくれていれば自立できている」の割合が 31.2％と最も高く、次いで

「日常生活に問題のある行動が時々あるため、介護を受けている」の割合が 26.0％、「何らかの

認知症の症状はあるものの、日常生活は自立している」の割合が 24.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護５で「日常生活に問題のある行動を頻繁に起こしてしまうため、常

に介護を受けている」の割合が、要介護３で「日常生活に問題のある行動が時々あるため、介護

を受けている」の割合が、要介護４で「何らかの認知症の症状はあるものの、日常生活は自立し

ている」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
ら
か
の
認
知
症
の

症
状
は
あ
る
も
の
の
、

日
常
生
活
は
自
立
し

て
い
る 

日
常
生
活
は
誰
か
が

見
て
く
れ
て
い
れ
ば

自
立
で
き
て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の

あ
る
行
動
が
時
々
あ

る
た
め
、
介
護
を
受
け

て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の

あ
る
行
動
を
頻
繁
に

起
こ
し
て
し
ま
う
た

め
、
常
に
介
護
を
受
け

て
い
る 

著
し
い
精
神
症
状
、
問

題
行
動
が
あ
り
、
専
門

医
療
を
受
け
て
い
る 

無
回
答 

全  体 292  24.0  31.2  26.0  12.3  1.7  4.8  

要介護１ 117  30.8  38.5  23.1  3.4  1.7  2.6  

要介護２ 82  18.3  36.6  25.6  13.4  1.2  4.9  

要介護３ 39  17.9  12.8  38.5  20.5  － 10.3  

要介護４ 31  32.3  29.0  22.6  16.1  － － 

要介護５ 22  9.1  9.1  27.3  31.8  9.1  13.6  

 

  

回答者数 = 292 ％

日常生活は誰かが見てくれていれば自立できている

日常生活に問題のある行動が時々あるため、介護を
受けている

何らかの認知症の症状はあるものの、日常生活は自
立している

日常生活に問題のある行動を頻繁に起こしてしまう
ため、常に介護を受けている

著しい精神症状、問題行動があり、専門医療を受け
ている

無回答

31.2

26.0

24.0

12.3

1.7

4.8

0 20 40 60 80 100
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【問８-１で「日常生活は誰かが見てくれていれば自立できている」と回答した方にお伺いします】 

問８-２ あなたのより詳細な状況はどちらに近いですか。以下の番号から選んでくださ

い。（１つを選択） 

「外出時に、道に迷ったり、買い物を間違ったり、ミスが多い」の割合が 14.3％、「外出時に、

道に迷ったり、買い物を間違ったりするだけでなく、家庭でも薬の管理ができなかったり、電話

の応対ができないことがある」の割合が 73.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護１で「外出時に、道に迷ったり、買い物を間違ったりするだけでな

く、家庭でも薬の管理ができなかったり、電話の応対ができないことがある」の割合が、要介護

２で「外出時に、道に迷ったり、買い物を間違ったり、ミスが多い」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

外
出
時
に
、
道
に
迷
っ
た
り
、
買
い
物
を

間
違
っ
た
り
、
ミ
ス
が
多
い 

外
出
時
に
、
道
に
迷
っ
た
り
、
買
い
物
を

間
違
っ
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
家
庭
で

も
薬
の
管
理
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
電
話

の
応
対
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る 

無
回
答 

全  体 91  14.3  73.6  12.1  

要介護１ 45  8.9  84.4  6.7  

要介護２ 30  20.0  66.7  13.3  

要介護３ 5  － 40.0  60.0  

要介護４ 9  33.3  55.6  11.1  

要介護５ 2  － 100.0  － 

 

  

回答者数 = 91 ％

外出時に、道に迷ったり、買い物を間違ったりするだけでな
く、家庭でも薬の管理ができなかったり、電話の応対ができ
ないことがある

外出時に、道に迷ったり、買い物を間違ったり、ミスが多い

無回答

73.6

14.3

12.1

0 20 40 60 80 100
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【問８-１で「日常生活に問題のある行動が時々あるため、介護を受けている」と回答した方に 

お伺いします】 

問８-３ あなたのより詳細な状況はどちらに近いですか。以下の番号から選んでくださ

い。（１つを選択） 

「日中を中心に問題のある行動をしてしまう」の割合が 71.1％、「夜間を中心に問題のある行

動をしてしまう」の割合が 23.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護３で「夜間を中心に問題のある行動をしてしまう」の割合が、要介

護１で「日中を中心に問題のある行動をしてしまう」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

日
中
を
中
心
に
問
題

の
あ
る
行
動
を
し
て

し
ま
う 

夜
間
を
中
心
に
問
題

の
あ
る
行
動
を
し
て

し
ま
う 

無
回
答 

全  体 76  71.1  23.7  5.3  

要介護１ 27  88.9  7.4  3.7  

要介護２ 21  71.4  23.8  4.8  

要介護３ 15  53.3  46.7  － 

要介護４ 7  42.9  42.9  14.3  

要介護５ 6  66.7  16.7  16.7  

 

  

回答者数 = 76 ％

日中を中心に問題のある行動をしてしまう

夜間を中心に問題のある行動をしてしまう

無回答

71.1

23.7

5.3

0 20 40 60 80 100
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（２）介護保険サービスについて 

問９ 最近１か月の間に、（住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の）介護保険サービスを

利用しましたか。（１つを選択） 

「利用した」の割合が 61.1％、「利用していない」の割合が 27.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護４で「利用した」の割合が、要介護３で「利用した」の割合が高く

なっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
た 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 442  61.1  27.8  11.1  

要介護１ 161  57.8  30.4  11.8  

要介護２ 129  58.1  31.0  10.9  

要介護３ 63  66.7  20.6  12.7  

要介護４ 54  68.5  25.9  5.6  

要介護５ 34  64.7  20.6  14.7  

 

  

回答者数 = 442 ％

利用した

利用していない

無回答

61.1

27.8

11.1

0 20 40 60 80 100
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【問９で「利用していない」と回答した方にお伺いします】 

問９-１ 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか。（複数選択可） 

「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」の割合が 38.2％と最も高く、次いで「家

族が介護をするため必要ない」の割合が 21.1％、「本人にサービス利用の希望がない」の割合が

16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護１で「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」「本人に

サービス利用の希望がない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

現
状
で
は
、
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
ほ
ど
の

状
態
で
は
な
い 

本
人
に
サ
ー
ビ
ス
利

用
の
希
望
が
な
い 

家
族
が
介
護
を
す
る

た
め
必
要
な
い 

以
前
、
利
用
し
て
い
た

サ
ー
ビ
ス
に
不
満
が

あ
っ
た 

利
用
料
を
支
払
う
の

が
難
し
い 

利
用
し
た
い
サ
ー
ビ

ス
が
利
用
で
き
な
い
、

身
近
に
な
い 

住
宅
改
修
、
福
祉
用
具

貸
与
・
購
入
の
み
を
利

用
す
る
た
め 

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た

い
が
手
続
き
や
利
用

方
法
が
分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 123  38.2  16.3  21.1  0.8  1.6  3.3  7.3  4.9  11.4  17.9  

要介護１ 49  49.0  26.5  16.3  － 2.0  － 2.0  6.1  8.2  12.2  

要介護２ 40  37.5  12.5  25.0  － － 10.0  10.0  2.5  7.5  17.5  

要介護３ 13  23.1  15.4  23.1  7.7  － － 15.4  7.7  7.7  30.8  

要介護４ 14  28.6  － 14.3  － － － － 7.1  35.7  21.4  

要介護５ 7  14.3  － 42.9  － 14.3  － 28.6  － 14.3  28.6  

 

  

回答者数 = 123 ％

現状では、サービスを利用するほどの状
態ではない

家族が介護をするため必要ない

本人にサービス利用の希望がない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利
用するため
サービスを受けたいが手続きや利用方法
が分からない
利用したいサービスが利用できない、身
近にない

利用料を支払うのが難しい

以前、利用していたサービスに不満が
あった

その他

無回答

38.2

21.1

16.3

7.3

4.9

3.3

1.6

0.8

11.4

17.9

0 20 40 60 80 100
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問 10 現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご

回答ください。（複数選択可） 

「利用していない」の割合が 42.5％と最も高く、次いで「宅配給食」の割合が 15.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、介護度が上がるにつれて「宅配給食」の割合が低くなり、「移送サービス

（介護・福祉タクシー等）」の割合が高くなる傾向にあります。また、介護度が上がるにつれて

「掃除・洗濯」の割合は低くなる傾向にありますが、要介護 5では他の介護度に比べ「掃除・洗

濯」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

宅
配
給
食 

調
理 

掃
除
・
洗
濯 

買
い
物
（
宅
配
は
含
ま

な
い
） 

ゴ
ミ
出
し 

外
出
同
行
（
通
院
、
買
い

物
な
ど
） 

移
送
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
・

福
祉
タ
ク
シ
ー
等
） 

見
守
り
、
声
か
け 

サ
ロ
ン
な
ど
の
定
期
的

な
通
い
の
場 

そ
の
他 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 442  15.8  5.2  11.1  6.3  5.0  5.9  10.2  6.8  4.8  5.7  42.5  19.2  

要介護１ 161  20.5  6.2  11.2  6.2  5.0  5.0  6.8  6.2  4.3  7.5  42.9  16.1  

要介護２ 129  17.1  3.1  10.9  6.2  5.4  5.4  4.7  6.2  7.0  3.9  42.6  22.5  

要介護３ 63  12.7  6.3  9.5  6.3  6.3  7.9  7.9  9.5  3.2  4.8  50.8  20.6  

要介護４ 54  9.3  1.9  5.6  3.7  1.9  5.6  22.2  3.7  3.7  5.6  37.0  20.4  

要介護５ 34  5.9  8.8  20.6  8.8  5.9  8.8  32.4  8.8  2.9  5.9  35.3  17.6  

  

回答者数 = 442 ％

宅配給食

掃除・洗濯

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

買い物（宅配は含まない）

外出同行（通院、買い物など）

調理

ゴミ出し

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

15.8

11.1

10.2

6.8

6.3

5.9

5.2

5.0

4.8

5.7

42.5

19.2

0 20 40 60 80 100
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問 11 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さ

らなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）について、ご回答ください。（１

つを選択） 

「特になし」の割合が 30.1％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、他の介護度に比べ、要介護 4で「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

宅
配
給
食 

調
理 

掃
除
・
洗
濯 

買
い
物
（
宅
配
は
含
ま

な
い
） 

ゴ
ミ
出
し 

外
出
同
行
（
通
院
、
買
い

物
な
ど
） 

移
送
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
・

福
祉
ﾀ

ｸ

ｼｰ

等
） 

見
守
り
、
声
か
け 

サ
ロ
ン
な
ど
の
定
期
的

な
通
い
の
場 

そ
の
他 

特
に
な
し 

無
回
答 

全  体 442  5.9  1.6  1.8  2.3  0.7  5.7  8.4  4.3  3.6  6.1  30.1  29.6  

要介護１ 161  5.6  2.5  － 3.1  1.2  6.8  6.8  6.2  5.0  2.5  27.3  32.9  

要介護２ 129  7.8  1.6  2.3  0.8  － 6.2  8.5  3.9  4.7  7.8  31.8  24.8  

要介護３ 63  4.8  1.6  4.8  1.6  － 1.6  3.2  3.2  3.2  7.9  34.9  33.3  

要介護４ 54  3.7  － 1.9  － 1.9  5.6  20.4  3.7  － 11.1  27.8  24.1  

要介護５ 34  5.9  － 2.9  8.8  － 2.9  5.9  － － 5.9  32.4  35.3  

  

回答者数 = 442 ％

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

宅配給食

外出同行（通院、買い物など）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

買い物（宅配は含まない）

掃除・洗濯

調理

ゴミ出し

その他

特になし

無回答

8.4

5.9

5.7

4.3

3.6

2.3

1.8

1.6

0.7

6.1

30.1

29.6

0 20 40 60 80 100
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（３）在宅医療について 

問 12 日ごろから治療や指導を受けたり、健康について相談できる「かかりつけ医」が

いますか。（１つを選択） 

「はい」の割合が 85.5％、「いいえ」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 442  85.5  10.0  4.5  

要介護１ 161  83.9  11.8  4.3  

要介護２ 129  82.2  12.4  5.4  

要介護３ 63  88.9  7.9  3.2  

要介護４ 54  92.6  3.7  3.7  

要介護５ 34  88.2  5.9  5.9  

 

  

回答者数 = 442 ％

はい

いいえ

無回答

85.5

10.0

4.5

0 20 40 60 80 100



108 

問 13 ご本人は、現在、訪問診療を利用していますか。（１つを選択） 

「利用している」の割合が 22.4％、「利用していない」の割合が 72.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、介護度が上がるにつれて「利用している」の割合が高くなる傾向にありま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 442  22.4  72.6  5.0  

要介護１ 161  8.7  87.6  3.7  

要介護２ 129  17.8  76.0  6.2  

要介護３ 63  22.2  71.4  6.3  

要介護４ 54  42.6  51.9  5.6  

要介護５ 34  70.6  26.5  2.9  

 

  

回答者数 = 442 ％

利用している

利用していない

無回答

22.4

72.6

5.0

0 20 40 60 80 100
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問 14 日ごろから治療や指導を受けたり、歯の健康について相談できる「かかりつけ歯

科医」はいますか。（１つを選択） 

「はい」の割合が 51.6％、「いいえ」の割合が 44.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護４で「はい」の割合が、要介護１で「いいえ」の割合が高くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 442  51.6  44.6  3.8  

要介護１ 161  46.6  50.9  2.5  

要介護２ 129  52.7  42.6  4.7  

要介護３ 63  49.2  46.0  4.8  

要介護４ 54  63.0  35.2  1.9  

要介護５ 34  55.9  35.3  8.8  

 

  

回答者数 = 442 ％

はい

いいえ

無回答

51.6

44.6

3.8

0 20 40 60 80 100
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（４）今後の介護の希望について 

問 15 今後、どのように介護してほしいと思いますか。（１つを選択） 

「自宅で家族の介護の他に、介護保険の在宅サービスなどを利用したい」の割合が 28.7％と最

も高く、次いで「特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設を利用したい」の割合

が 24.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、他の介護度に比べ、要介護 5で「自宅で家族の介護の他に、介護保険の在

宅サービスなどを利用したい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅
で
家
族
だ
け
で
介

護
し
て
ほ
し
い 

自
宅
で
家
族
の
介
護
の

他
に
、
介
護
保
険
の
在

宅
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利

用
し
た
い 

自
宅
で
介
護
保
険
の
在

宅
サ
ー
ビ
ス
な
ど
だ
け

で
生
活
し
た
い 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
有

料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

家
庭
的
な
雰
囲
気
の
施

設
を
利
用
し
た
い 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

や
老
人
保
健
施
設
な
ど

の
介
護
保
険
施
設
を
利

用
し
た
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 442  9.3  28.7  5.9  10.9  24.9  4.3  16.1  

要介護１ 161  8.1  26.7  7.5  13.0  24.8  5.6  14.3  

要介護２ 129  10.1  33.3  3.1  10.9  21.7  3.1  17.8  

要介護３ 63  11.1  30.2  3.2  6.3  28.6  4.8  15.9  

要介護４ 54  7.4  31.5  9.3  9.3  25.9  3.7  13.0  

要介護５ 34  11.8  14.7  8.8  11.8  26.5  2.9  23.5  

 

  

回答者数 = 442 ％

自宅で家族の介護の他に、介護保険の在宅サービ
スなどを利用したい

特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保
険施設を利用したい

グループホームや有料老人ホームなどの家庭的な
雰囲気の施設を利用したい

自宅で家族だけで介護してほしい

自宅で介護保険の在宅サービスなどだけで生活し
たい

その他

無回答

28.7

24.9

10.9

9.3

5.9

4.3

16.1

0 20 40 60 80 100



111 

（５）終末期の考え方について 

問 16 あなたご自身が病気などで最期を迎えるとしたら、どこで迎えたいと思います

か。（１つを選択） 

「自宅」の割合が 38.9％と最も高く、次いで「わからない」の割合が 30.8％、「病院」の割合

が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、他の介護度に比べ、要介護 5で「施設」の割合が高く、「わからない」の割

合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅 

病
院 

施
設 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 442  38.9  18.3  4.3  1.4  30.8  6.3  

要介護１ 161  32.9  16.8  2.5  1.9  40.4  5.6  

要介護２ 129  40.3  24.0  5.4  1.6  23.3  5.4  

要介護３ 63  36.5  20.6  1.6  － 34.9  6.3  

要介護４ 54  50.0  7.4  3.7  1.9  29.6  7.4  

要介護５ 34  47.1  17.6  14.7  － 8.8  11.8  

 

  

回答者数 = 442 ％

自宅

病院

施設

その他

わからない

無回答

38.9

18.3

4.3

1.4

30.8

6.3

0 20 40 60 80 100



112 

問 17 「人生会議（ＡＣＰ）」について、知っていますか。（１つを選択） 

「知らない」の割合が 85.5％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

よ
く
知
っ
て
い
る 

言
葉
を
聞
い
た
こ
と

は
あ
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 442  1.1  8.4  85.5  5.0  

要介護１ 161  1.2  5.6  90.7  2.5  

要介護２ 129  0.8  10.9  82.2  6.2  

要介護３ 63  － 6.3  85.7  7.9  

要介護４ 54  1.9  11.1  81.5  5.6  

要介護５ 34  2.9  11.8  79.4  5.9  

 

  

回答者数 = 442 ％

知らない

言葉を聞いたことはある

よく知っている

無回答

85.5

8.4

1.1

5.0

0 20 40 60 80 100
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問 18 あなたは、「人生会議（ＡＣＰ）」について、考えていますか。（複数選択可） 

「考えていない」の割合が 69.5％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、他の介護度に比べ、要介護 5で「考えたことがある」の割合が高くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
分
ひ
と
り
で
考
え

た
こ
と
が
あ
る 

か
か
り
つ
け
医
に
相

談
し
た
こ
と
が
あ
る 

家
族
と
話
し
合
っ
た

こ
と
が
あ
る 

考
え
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 442  9.3  3.8  15.2  69.5  6.8  

要介護１ 161  6.8  3.1  13.7  73.9  6.8  

要介護２ 129  8.5  3.9  17.1  70.5  5.4  

要介護３ 63  7.9  1.6  14.3  74.6  4.8  

要介護４ 54  14.8  5.6  11.1  57.4  11.1  

要介護５ 34  17.6  8.8  23.5  52.9  8.8  

 

  

回答者数 = 442 ％

考えていない

家族と話し合ったことがある

自分ひとりで考えたことがある

かかりつけ医に相談したことがあ
る

無回答

69.5

15.2

9.3

3.8

6.8

0 20 40 60 80 100
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【問 18 で「自分ひとりで考えたことがある」「かかりつけ医に相談したことがある」「家族と話し

合ったことがある」と回答した方にお伺いします】 

問 18-１ どのような内容を考えましたか、または話しましたか。（複数選択可） 

「希望する医療・ケアに関すること」の割合が 50.0％と最も高く、次いで「意思決定ができな

くなった場合の対応に関すること」の割合が 46.6％、「病状や予後に関すること」の割合が 40.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護５で「希望する医療・ケアに関すること」「意思決定ができなくなっ

た場合の対応に関すること」の割合が、要介護３で「意思決定ができなくなった場合の対応に関

すること」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

病
状
や
予
後
に
関
す

る
こ
と 

希
望
す
る
医
療
・
ケ
ア

に
関
す
る
こ
と 

意
思
決
定
が
で
き
な

く
な
っ
た
場
合
の
対

応
に
関
す
る
こ
と 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 116  40.5  50.0  46.6  2.6  9.5  

要介護１ 35  40.0  60.0  48.6  8.6  8.6  

要介護２ 35  40.0  40.0  42.9  － 11.4  

要介護３ 14  35.7  21.4  64.3  － 7.1  

要介護４ 17  35.3  47.1  23.5  － 11.8  

要介護５ 15  53.3  80.0  60.0  － 6.7  

 

 

  

回答者数 = 116 ％

希望する医療・ケアに関すること

意思決定ができなくなった場合の対応に
関すること

病状や予後に関すること

その他

無回答

50.0

46.6

40.5

2.6

9.5

0 20 40 60 80 100
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問 20 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか。（同居していな

い子どもや親族等からの介護を含む）（１つを選択） 

「ほぼ毎日ある」の割合が 54.1％と最も高く、次いで「ない」の割合が 15.6％、「週に１～２

日ある」の割合が 12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護３で「ほぼ毎日ある」の割合が、要介護５で「ない」の割合が、要

介護１で「週に１～２日ある」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

な
い 

家
族
・
親
族
の
介
護
は

あ
る
が
、
週
に
１
日
よ

り
も
少
な
い 

週
に
１
～
２
日
あ
る 

週
に
３
～
４
日
あ
る 

ほ
ぼ
毎
日
あ
る 

無
回
答 

全  体 442  15.6  5.9  12.0  3.6  54.1  8.8  

要介護１ 161  16.8  8.7  18.0  3.1  44.7  8.7  

要介護２ 129  14.0  4.7  10.1  3.1  58.1  10.1  

要介護３ 63  14.3  1.6  4.8  1.6  71.4  6.3  

要介護４ 54  9.3  3.7  9.3  9.3  59.3  9.3  

要介護５ 34  29.4  8.8  8.8  2.9  41.2  8.8  

 

  

回答者数 = 442 ％

ほぼ毎日ある

ない

週に１～２日ある

家族・親族の介護はあるが、週に１日よ
りも少ない

週に３～４日ある

無回答

54.1

15.6

12.0

5.9

3.6

8.8

0 20 40 60 80 100
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（６）主な介護者の方について 

問 21 主な介護者の方の年齢について、ご回答ください。（１つを選択） 

「60代」の割合が 28.4％と最も高く、次いで「50代」の割合が 27.2％、「70 代」の割合が 21.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護４で「70代」の割合が、要介護２で「80 歳以上」の割合が、要介護

１で「60代」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

20
歳
未
満 

20
代 

30
代 

40
代 

50
代 

60
代 

70
代 

80
歳
以
上 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 334  － － 0.6  4.8  27.2  28.4  21.3  12.6  0.6  4.5  

要介護１ 120  － － 0.8  3.3  33.3  35.0  16.7  5.8  0.8  4.2  

要介護２ 98  － － 1.0  5.1  28.6  19.4  20.4  19.4  1.0  5.1  

要介護３ 50  － － － 2.0  22.0  32.0  24.0  16.0  － 4.0  

要介護４ 44  － － － 6.8  18.2  25.0  31.8  13.6  － 4.5  

要介護５ 21  － － － 14.3  14.3  33.3  23.8  9.5  － 4.8  

  

回答者数 = 334 ％

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

無回答

0.0

0.0

0.6

4.8

27.2

28.4

21.3

12.6

0.6

4.5

0 20 40 60 80 100
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問 22 主な介護者の方は、どなたですか。（１つを選択） 

「子」の割合が 52.4％と最も高く、次いで「配偶者」の割合が 26.0％、「子の配偶者」の割合

が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、介護度が上がるにつれて「配偶者」の割合が高くなり、「子」の割合が低く

なる傾向にあります。一方で、要介護 5では、他の介護度に比べ「配偶者」の割合が低く、「子」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者 

子 子
の
配
偶
者 

孫 兄
弟
・
姉
妹 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 334  26.0  52.4  10.5  1.2  3.0  2.1  4.8  

要介護１ 120  15.0  60.0  10.8  1.7  4.2  3.3  5.0  

要介護２ 98  29.6  51.0  10.2  1.0  2.0  1.0  5.1  

要介護３ 50  38.0  40.0  16.0  － － 2.0  4.0  

要介護４ 44  38.6  43.2  9.1  2.3  － 2.3  4.5  

要介護５ 21  19.0  61.9  － － 14.3  － 4.8  

 

  

回答者数 = 334 ％

子

配偶者

子の配偶者

兄弟・姉妹

孫

その他

無回答

52.4

26.0

10.5

3.0

1.2

2.1

4.8

0 20 40 60 80 100
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問 23 主な介護者の方の性別について、ご回答ください。（１つを選択） 

「男性」の割合が 33.8％、「女性」の割合が 62.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、介護度が上がるにつれて「男性」の割合が高くなり、「女性」の割合が低く

なる傾向にあります。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

男
性 

女
性 

無
回
答 

無
回
答
（
回
答
な
し
） 

全  体 334  33.8  62.0  1.2  3.0  

要介護１ 120  30.8  64.2  0.8  4.2  

要介護２ 98  32.7  63.3  2.0  2.0  

要介護３ 50  36.0  60.0  2.0  2.0  

要介護４ 44  38.6  59.1  － 2.3  

要介護５ 21  42.9  52.4  － 4.8  

 

  

回答者数 = 334 ％

男性

女性

無回答

無回答（回答なし）

33.8

62.0

1.2

3.0

0 20 40 60 80 100
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問 24 主な介護者は、あて名の方と同居していますか。（１つを選択） 

「同居」の割合が 68.0％と最も高く、次いで「別居（知立市内）」の割合が 15.6％、「別居（知

立市外）」の割合が 12.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護３で「同居」の割合が、要介護４で「同居」の割合が、要介護５で

「別居（知立市内）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

同
居 

別
居
（
知
立
市
内
） 

別
居
（
知
立
市
外
） 

無
回
答 

全  体 334  68.0  15.6  12.9  3.6  

要介護１ 120  51.7  20.8  22.5  5.0  

要介護２ 98  72.4  14.3  9.2  4.1  

要介護３ 50  88.0  6.0  4.0  2.0  

要介護４ 44  84.1  9.1  4.5  2.3  

要介護５ 21  61.9  28.6  9.5  － 

 

  

回答者数 = 334 ％

同居

別居（知立市内）

別居（知立市外）

無回答

68.0

15.6

12.9

3.6

0 20 40 60 80 100
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問 25 ご家族やご親族の中で、ご本人（調査対象者）の介護を主な理由として、過去１

年の間に仕事を辞めた方はいますか。（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態

は問いません）（複数選択可） 

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」の割合が 67.1％と最も高く、次いで「主な

介護者が仕事を辞めた（転職除く）」の割合が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護５で「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」の割合が、要介護３

で「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」の割合が、要介護１で「介護のために仕事を辞めた

家族・親族はいない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

主
な
介
護
者
が
仕
事

を
辞
め
た
（
転
職
除

く
） 

主
な
介
護
者
以
外
の

家
族
・
親
族
が
仕
事
を

辞
め
た
（
転
職
除
く
） 

主
な
介
護
者
が
転
職

し
た 

主
な
介
護
者
以
外
の

家
族
・
親
族
が
転
職
し

た 介
護
の
た
め
に
仕
事

を
辞
め
た
家
族
・
親
族

は
い
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 334  10.8  0.9  1.2  1.5  67.1  6.0  14.4  

要介護１ 120  7.5  0.8  2.5  2.5  73.3  5.0  10.8  

要介護２ 98  9.2  1.0  － － 66.3  4.1  19.4  

要介護３ 50  18.0  － － 2.0  62.0  8.0  12.0  

要介護４ 44  11.4  2.3  2.3  2.3  56.8  11.4  18.2  

要介護５ 21  19.0  － － － 66.7  4.8  9.5  

 

  

回答者数 = 334 ％

介護のために仕事を辞めた家族・親族は
いない

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が転職した

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞
めた（転職除く）

わからない

無回答

67.1

10.8

1.5

1.2

0.9

6.0

14.4

0 20 40 60 80 100
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問 26 現在、主な介護者の方が行っている介護等について、ご回答ください。（複数選

択可） 

「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」の割合が 79.0％と最も高く、次いで「その他の家事（掃

除、洗濯、買い物等）」の割合が 76.0％、「外出の付き添い、送迎等」の割合が 74.9％、「食事の

準備（調理等）」の割合が 74.6％、「服薬」の割合が 63.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 334 ％

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

外出の付き添い、送迎等

食事の準備（調理等）

服薬

衣服の着脱

認知症状への対応

屋内の移乗・移動

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

日中の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

夜間の排泄

医療面での対応（経管栄養、ストーマ
等）

その他

わからない

無回答

79.0

76.0

74.9

74.6

63.5

38.9

37.4

31.4

29.9

28.7

26.0

24.9

23.4

14.4

6.0

0.3

2.7

0 20 40 60 80 100
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【介護度別】 

介護度別にみると、「要介護 1・2」に比べ、「要介護 3・4・5」で「日中の排泄」「夜間の排泄」

「食事の介助（食べる時）」「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「衣服の着脱」「屋内の移乗・移動」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

日
中
の
排
泄 

夜
間
の
排
泄 

食
事
の
介
助
（
食
べ
る

時
） 

入
浴
・
洗
身 

身
だ
し
な
み
（
洗
顔
・

歯
磨
き
等
） 

衣
服
の
着
脱 

屋
内
の
移
乗
・
移
動 

外
出
の
付
き
添
い
、
送

迎
等 

全  体 334  28.7  23.4  26.0  24.9  29.9  38.9  31.4  74.9  

要介護１ 120  6.7  4.2  5.8  15.0  17.5  15.0  15.8  77.5  

要介護２ 98  18.4  12.2  23.5  29.6  24.5  35.7  17.3  74.5  

要介護３ 50  64.0  54.0  54.0  38.0  46.0  70.0  60.0  80.0  

要介護４ 44  61.4  54.5  47.7  29.5  50.0  68.2  65.9  75.0  

要介護５ 21  52.4  47.6  42.9  14.3  47.6  52.4  42.9  47.6  

 

区分 

服
薬 

認
知
症
状
へ
の
対
応 

医
療
面
で
の
対
応
（
経

管
栄
養
、
ス
ト
ー
マ

等
） 

食
事
の
準
備
（
調
理

等
） 

そ
の
他
の
家
事
（
掃

除
、
洗
濯
、
買
い
物
等
） 

金
銭
管
理
や
生
活
面

に
必
要
な
諸
手
続
き 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 63.5  37.4  14.4  74.6  76.0  79.0  6.0  0.3  2.7  

要介護１ 52.5  44.2  5.0  60.0  71.7  75.0  8.3  0.8  3.3  

要介護２ 65.3  30.6  12.2  82.7  76.5  76.5  3.1  － 3.1  

要介護３ 76.0  46.0  24.0  94.0  80.0  84.0  6.0  － － 

要介護４ 77.3  25.0  22.7  81.8  86.4  88.6  2.3  － － 

要介護５ 57.1  33.3  38.1  57.1  66.7  81.0  14.3  － 9.5  
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問 27 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等に

ついて、ご回答ください。（現状で行っているか否かは問いません） 

（３つまで選択可） 

「認知症状への対応」の割合が 25.7％と最も高く、次いで「夜間の排泄」の割合が 24.0％、

「日中の排泄」の割合が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 334 ％

認知症状への対応

夜間の排泄

日中の排泄

入浴・洗身

外出の付き添い、送迎等

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

屋内の移乗・移動

食事の介助（食べる時）

医療面での対応（経管栄養、ストーマ
等）

服薬

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

衣服の着脱

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

25.7

24.0

18.9

16.2

12.0

8.7

8.7

7.2

6.0

5.4

5.1

4.5

2.7

1.8

5.7

5.7

1.5

28.4

0 20 40 60 80 100
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【介護度別】 

介護度別にみると、他の介護度に比べ、要介護 5で「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」の

割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

日
中
の
排
泄 

夜
間
の
排
泄 

食
事
の
介
助
（
食
べ
る

時
） 

入
浴
・
洗
身 

身
だ
し
な
み
（
洗
顔
・

歯
磨
き
等
） 

衣
服
の
着
脱 

屋
内
の
移
乗
・
移
動 

外
出
の
付
き
添
い
、
送

迎
等 

服
薬 

全  体 334  18.9  24.0  6.0  16.2  1.8  2.7  7.2  12.0  5.1  

要介護１ 120  19.2  18.3  3.3  14.2  3.3  2.5  6.7  12.5  10.0  

要介護２ 98  19.4  28.6  7.1  21.4  1.0  3.1  8.2  12.2  2.0  

要介護３ 50  26.0  26.0  10.0  22.0  2.0  4.0  12.0  12.0  － 

要介護４ 44  11.4  25.0  2.3  11.4  － 2.3  2.3  6.8  － 

要介護５ 21  14.3  28.6  14.3  － － － 4.8  14.3  9.5  

 

区分 

認
知
症
状
へ
の
対
応 

医
療
面
で
の
対
応
（
経

管
栄
養
、
ス
ト
ー
マ

等
） 

食
事
の
準
備
（
調
理

等
） 

そ
の
他
の
家
事
（
掃

除
、
洗
濯
、
買
い
物
等
） 

金
銭
管
理
や
生
活
面

に
必
要
な
諸
手
続
き 

そ
の
他 

不
安
に
感
じ
て
い
る

こ
と
は
、
特
に
な
い 

主
な
介
護
者
に
確
認

し
な
い
と
、
わ
か
ら
な

い 無
回
答 

全  体 25.7  5.4  8.7  4.5  8.7  5.7  5.7  1.5  28.4  

要介護１ 35.8  5.0  10.0  5.8  10.0  4.2  5.0  2.5  25.0  

要介護２ 18.4  4.1  5.1  5.1  6.1  4.1  5.1  2.0  33.7  

要介護３ 14.0  － 10.0  2.0  4.0  8.0  2.0  － 36.0  

要介護４ 25.0  9.1  11.4  － 9.1  9.1  13.6  － 22.7  

要介護５ 28.6  19.0  9.5  9.5  23.8  9.5  4.8  － 19.0  
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問 28 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください。（１つを選択） 

「働いていない」の割合が 49.7％と最も高く、次いで「フルタイムで働いている」の割合が

22.5％、「パートタイムで働いている」の割合が 20.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、介護度が下がるにつれて「働いている」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い

て
い
る 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働

い
て
い
る 

働
い
て
い
な
い 

主
な
介
護
者
に
確
認

し
な
い
と
、
わ
か
ら
な

い 無
回
答 

全  体 334  22.5  20.4  49.7  0.6  6.9  

要介護１ 120  30.8  24.2  37.5  0.8  6.7  

要介護２ 98  21.4  16.3  53.1  1.0  8.2  

要介護３ 50  14.0  22.0  62.0  － 2.0  

要介護４ 44  13.6  20.5  59.1  － 6.8  

要介護５ 21  14.3  14.3  57.1  － 14.3  

 

  

回答者数 = 334 ％

働いていない

フルタイムで働いている

パートタイムで働いている

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

49.7

22.5

20.4

0.6

6.9

0 20 40 60 80 100
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【問 28 で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」と回答した方にお伺いします】 

問 28-１ 主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方についての調整等を

していますか。（複数選択可） 

「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」の割合が 39.9％と最も高く、次いで「特に行っていない」の割合が 31.5％、

「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」の割合が 23.8％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護４で「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」の割合が、要介護３で「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」の割合が、

要介護２で「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」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

特
に
行
っ
て
い
な
い 

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 

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 

介
護
の
た
め
に
、「
在
宅
勤
務
」

を
利
用
し
な
が
ら
、
働
い
て
い

る 介
護
の
た
め
に
、
②
～
④
以
外

の
調
整
を
し
な
が
ら
、
働
い
て

い
る 

主
な
介
護
者
に
確
認
し
な
い

と
、
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 143  31.5  39.9  23.8  7.0  14.0  1.4  2.1  

要介護１ 66  34.8  31.8  25.8  6.1  13.6  1.5  3.0  

要介護２ 37  29.7  45.9  24.3  8.1  13.5  2.7  2.7  

要介護３ 18  22.2  50.0  22.2  16.7  11.1  － － 

要介護４ 15  26.7  53.3  20.0  － 13.3  － － 

要介護５ 6  33.3  33.3  16.7  － 33.3  － － 

  

回答者数 = 143 ％

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

特に行っていない

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

介護のために、②～④以外の調整をしながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

39.9

31.5

23.8

14.0

7.0

1.4

2.1

0 20 40 60 80 100
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【問 28 で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」と回答した方にお伺いします】 

問 28-２ 主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立

に効果があると思いますか。（３つまで選択可） 

「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」の割合が 30.1％と最も高く、次いで「介

護休業・介護休暇等の制度の充実」の割合が 29.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 143 ％

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム
制など）

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

介護をしている従業員への経済的な支援

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワーク
など）
自営業・フリーランス等のため、勤め先は
ない

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

仕事と介護の両立に関する情報の提供

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

30.1

29.4

22.4

21.0

14.7

13.3

11.9

6.3

4.2

12.6

1.4

8.4

0 20 40 60 80 100
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【介護度別】 

介護度別にみると、要介護４で「介護をしている従業員への経済的な支援」「介護に関する相談

窓口・相談担当者の設置」の割合が、要介護２で「介護休業・介護休暇等の制度の充実」の割合

が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
営
業
・
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
等
の
た
め
、
勤
め
先

は
な
い 

介
護
休
業
・
介
護
休
暇

等
の
制
度
の
充
実 

制
度
を
利
用
し
や
す

い
職
場
づ
く
り 

労
働
時
間
の
柔
軟
な

選
択
（
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
制
な
ど
） 

働
く
場
所
の
多
様
化

（
在
宅
勤
務
・
テ
レ
ワ

ー
ク
な
ど
） 

仕
事
と
介
護
の
両
立

に
関
す
る
情
報
の
提

供 

全  体 143  13.3  29.4  22.4  30.1  14.7  6.3  

要介護１ 66  19.7  25.8  25.8  30.3  22.7  3.0  

要介護２ 37  10.8  40.5  21.6  24.3  2.7  8.1  

要介護３ 18  5.6  22.2  16.7  38.9  16.7  5.6  

要介護４ 15  － 33.3  20.0  33.3  － 13.3  

要介護５ 6  16.7  16.7  16.7  33.3  16.7  － 

 

区分 

介
護
に
関
す
る
相
談

窓
口
・
相
談
担
当
者
の

設
置 

介
護
を
し
て
い
る
従

業
員
へ
の
経
済
的
な

支
援 

そ
の
他 

特
に
な
い 

主
な
介
護
者
に
確
認

し
な
い
と
、
わ
か
ら
な

い 無
回
答 

全  体 11.9  21.0  4.2  12.6  1.4  8.4  

要介護１ 9.1  13.6  4.5  13.6  1.5  6.1  

要介護２ 13.5  27.0  5.4  2.7  2.7  8.1  

要介護３ 5.6  16.7  － 22.2  － 22.2  

要介護４ 26.7  46.7  － 20.0  － 6.7  

要介護５ － 16.7  16.7  16.7  － － 
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【問 28 で「フルタイムで働いている」「パートタイムで働いている」と回答した方にお伺いします】 

問 28-３ 主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。 

（１つを選択） 

「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が 65.7％と最も高く、次いで「問題なく、続け

ていける」の割合が 11.2％、「続けていくのは、かなり難しい」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

問
題
な
く
、
続
け
て
い

け
る 

問
題
は
あ
る
が
、
何
と

か
続
け
て
い
け
る 

続
け
て
い
く
の
は
、
や

や
難
し
い 

続
け
て
い
く
の
は
、
か

な
り
難
し
い 

主
な
介
護
者
に
確
認

し
な
い
と
、
わ
か
ら
な

い 無
回
答 

全  体 143  11.2  65.7  3.5  10.5  2.8  6.3  

要介護１ 66  16.7  59.1  3.0  9.1  4.5  7.6  

要介護２ 37  2.7  78.4  2.7  10.8  2.7  2.7  

要介護３ 18  5.6  77.8  － 11.1  － 5.6  

要介護４ 15  13.3  60.0  － 13.3  － 13.3  

要介護５ 6  16.7  33.3  33.3  16.7  － － 

 

 

  

回答者数 = 143 ％

問題なく、続けていける

問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい

続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

11.2

65.7

3.5

10.5

2.8

6.3

0 20 40 60 80 100
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問 29 地域包括支援センターの役割として知っているものはどれですか。 

（複数選択可） 

「介護のこと、介護保険利用の相談窓口」の割合が 51.2％と最も高く、次いで「ケアマネジャ

ーへの支援や指導」の割合が 50.9％、「要支援の認定を受けた人のケアプラン作成」の割合が

46.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護３で「要支援の認定を受けた人のケアプラン作成」の割合が、要介

護１で「介護のこと、介護保険利用の相談窓口」「地域のネットワークづくり」の割合が高くなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

介
護
予
防
講
座
の
開

催 高
齢
者
虐
待
の
相
談

を
受
け
、
対
応
す
る 

成
年
後
見
制
度
の
利

用
支
援 

介
護
の
こ
と
、
介
護
保

険
利
用
の
相
談
窓
口 

要
支
援
の
認
定
を
受

け
た
人
の
ケ
ア
プ
ラ

ン
作
成 

地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ

の
支
援
や
指
導 

す
べ
て
知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 334  16.8  12.6  9.0  51.2  46.4  12.3  50.9  15.0  9.0  

要介護１ 120  20.0  15.0  13.3  58.3  50.0  18.3  50.0  11.7  6.7  

要介護２ 98  14.3  12.2  6.1  43.9  44.9  9.2  50.0  18.4  8.2  

要介護３ 50  16.0  12.0  8.0  54.0  54.0  10.0  52.0  12.0  8.0  

要介護４ 44  13.6  9.1  6.8  45.5  40.9  6.8  56.8  18.2  13.6  

要介護５ 21  19.0  9.5  4.8  47.6  23.8  4.8  42.9  19.0  19.0  

 

  

回答者数 = 334 ％

介護のこと、介護保険利用の相談窓口

ケアマネジャーへの支援や指導

要支援の認定を受けた人のケアプラン作
成

介護予防講座の開催

すべて知らない

高齢者虐待の相談を受け、対応する

地域のネットワークづくり

成年後見制度の利用支援

無回答

51.2

50.9

46.4

16.8

15.0

12.6

12.3

9.0

9.0

0 20 40 60 80 100
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問 30 在宅で介護するために、ご本人と家族にとってどのようなことが重要だと思いま

すか。（複数選択可） 

「緊急時にサービスが利用できること」の割合が 69.5％と最も高く、次いで「在宅医療が受け

られること」の割合が 53.0％、「夜間にサービスが利用できること」の割合が 42.5％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護度別】 

介護度別にみると、要介護５で「在宅医療が受けられること」「家族が介護手法を学ぶ場」「介

護者に対する周囲の理解（評価）」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

在
宅
医
療
が
受
け
ら

れ
る
こ
と 

緊
急
時
に
サ
ー
ビ
ス

が
利
用
で
き
る
こ
と 

夜
間
に
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
る
こ
と 

介
護
者
に
対
す
る
周

囲
の
理
解
（
評
価
） 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

や
認
知
症
に
つ
い
て

学
ぶ
場 

家
族
が
介
護
手
法
を

学
ぶ
場 

介
護
者
同
士
が
交
流

で
き
る
場 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 334  53.0  69.5  42.5  19.8  15.3  13.5  6.6  3.9  11.4  

要介護１ 120  50.0  70.0  43.3  21.7  19.2  11.7  10.0  5.8  10.8  

要介護２ 98  51.0  70.4  39.8  15.3  12.2  8.2  4.1  2.0  10.2  

要介護３ 50  54.0  72.0  48.0  18.0  12.0  20.0  4.0  8.0  4.0  

要介護４ 44  56.8  59.1  36.4  22.7  15.9  15.9  4.5  － 20.5  

要介護５ 21  71.4  76.2  47.6  28.6  14.3  28.6  9.5  － 19.0  

 

  

回答者数 = 334 ％

緊急時にサービスが利用できること

在宅医療が受けられること

夜間にサービスが利用できること

介護者に対する周囲の理解（評価）

介護保険サービスや認知症について学ぶ
場

家族が介護手法を学ぶ場

介護者同士が交流できる場

その他

無回答

69.5

53.0

42.5

19.8

15.3

13.5

6.6

3.9

11.4

0 20 40 60 80 100
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３ 在宅生活改善調査 

（１）自宅等から居所を変更した利用者の行先別の人数 

過去 1年間に自宅等から居所を変更した利用者は 110 人で、行先別の人数をみると、特別養護

老人ホームが 34人（30.9％）、介護老人保健施設が 17人（15.5％）と多く、住宅型有料老人ホー

ムが 15人（13.6％）、その他が９人（8.2％）と続いています。 

 

 

 

 

 

  

過去1年間に自宅等から居所を変更した利用者の行先別の人数
合計市外市内行先

3人3人0人
兄弟・子ども・親戚等の家

2.7%2.7%0.0%

15人10人5人
住宅型有料老人ホーム

13.6%9.1%4.5%

1人0人1人
軽費老人ホーム

0.9%0.0%0.9%

8人7人1人
サービス付き高齢者向け住宅

7.3%6.4%0.9%

2人1人1人
グループホーム

1.8%0.9%0.9%

5人4人1人
特定施設

4.5%3.6%0.9%

0人0人0人
地域密着型特定施設

0.0%0.0%0.0%

17人11人6人
介護老人保健施設

15.5%10.0%5.5%

2人2人0人
療養型・介護医療院

1.8%1.8%0.0%

34人13人21人
特別養護老人ホーム

30.9%11.8%19.1%

5人0人5人
地域密着型特別養護老人ホーム

4.5%0.0%4.5%

9人4人5人
その他

8.2%3.6%4.5%

9人
行先を把握していない

8.2%

110人55人46人
合計

100.0%50.0%41.8%

（注1）「自宅等」には、サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム・軽費老人ホームを含めていません。
（注2）表の上段の数値は、「回答実数」であり、回収率の逆数を乗じて簡易的に算出した「粗推計」されたものではありません。
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（２）自宅等から居所を変更した利用者の要介護度の内訳 

過去 1年間に自宅等から居所を変更した利用者のうち、死亡を除いた要介護度の内訳をみると、

要介護４が 28.1％と最も多く、要介護３が 24.8％、要介護２が 18.2％、要介護５が 16.5％とそ

れに続きます。 

 

 

 

  過去1年間に自宅等から居場所を変更した利用者の要介護度の内訳

（注）「自宅等」には、サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム・軽費老人ホームを含めていません。また、死亡した方は集計から除いています。

0.8%

0.0%

11.6% 18.2% 24.8% 28.1% 16.5%

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

(n=121)

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
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（３）現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者 

以下の図表は、ケアマネジャーの方に、担当する利用者で、自宅等で生活されている方のうち、

「現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている利用者」についてご回答いただいた

ものです。 

現在自宅等で生活している要支援・要介護者のうち、「生活の維持が難しくなっている人」の規

模感を知ることができます。該当者は 25人で生活の維持が難しくなっている利用者が 2.9％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者

（注）「粗推計」は、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者数に回収率の逆数を乗じて簡易的に算出しています。

自宅・サ高住・住宅型有料・軽費老人ホームに
居住する利用者のうち、生活の維持が難しくなっている割合

知立市全体で、在宅での生活の維持が
難しくなっている利用者数

2.9%

25人
17人
8人

合計

粗推計 回答実数

（要介護2以下）

（要介護3以上）

25人
17人

8人

87.4% 2.7%

0.2%

9.7%

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

(n=854)

自宅等に居住／生活上の問題はない 自宅等に居住／生活の維持が難しい

サ高住・住宅型有料・軽費老人ホームに居住／生活の維持が難しい サ高住・住宅型有料・軽費老人ホームに居住／生活上の問題はない
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（４）現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者の属性 

現在、自宅等で生活している要支援・要介護者のうち、「生活の維持が難しくなっている人」を

属性別にみると、「独居で、自宅等（持ち家）に住む、要介護２以下」の割合が 28.0％と最も高

くなっています。また、居所が自宅等（持ち家）の利用者が全体の約６割を占めていることが分

かります。 

 

 

 

 

 

 

  

現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者の属性
要介護度居所世帯類型

割
合

粗
推
計

回
答
実
数

順
位
（
上
位
10

類
型
）

介
３
以
上

介
２
以
下

サ
高
住
・
住
宅
型
有
料
・
軽
費

老
人
ホ
ー
ム

自
宅
等
（
借
家
）

自
宅
等
（
持
ち
家
）

そ
の
他
世
帯

単
身
の
子
ど
も
と
の
同
居

夫
婦
の
み
世
帯

独
居

★★★28.0%7人7人1

★★★12.0%3人3人2

★★★12.0%3人3人2

★★★8.0%2人2人4

★★★8.0%2人2人4

★★★8.0%2人2人4

★★★4.0%1人1人7

★★★4.0%1人1人7

★★★4.0%1人1人7

★★★4.0%1人1人7

8.0%2人2人上記以外

100.0%25人25人合計

（注）「粗推計」は、回答数に回収率の逆数を乗じて簡易的に算出しています。また、「上記以外」には、要介護度が「新規申請中」の方や属性が不明な方を含めています。
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（５）生活の維持が難しくなっている理由 

以下の図表は、在宅での生活の維持が難しくなっている理由を「本人の状態」、「本人の意向」、

「家族等介護者の意向・負担等」の３つの視点から整理しています。 

ここでは、要介護２以下では「認知症の症状の悪化」、要介護３以上では「必要な身体介護の増

大」が理由として多く、また共通して多い理由としては、「介護者の介護に係る不安・負担量の増

大」が挙げられています。 

要介護３以上の「必要な身体介護」について具体的にみると、「排泄（日中）」、「排泄（夜間）」

などが高い割合を占めています。要介護２以下の「認知症の症状の悪化」について具体的にみる

と、「家事に支障がある」「一人での外出が困難」「薬の飲み忘れ」「金銭管理が困難」などが高い

割合を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活の維持が難しくなっている理由
（本人の状態に属する理由、複数回答）

（注）「合計」には、要介護度が「新規申請中」の方や不明な方を含めています。

36.0%

68.0%

60.0%

36.0%

40.0%

8.0%

0.0%

0.0%

35.3%

52.9%

76.5%

17.6%

35.3%

5.9%

0.0%

0.0%

37.5%

100.0%

25.0%

75.0%

50.0%

12.5%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

必要な生活支援の発生 増大

必要な身体介護の増大

認知症の症状の悪化

医療的   医療処置の必要性の高まり

その他 本人の状態等の悪化

本人の状態等の改善

該当なし

無回答

合計(n=25) 要支援1～要介護2(n=17) 要介護3～要介護5(n=8)
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生活の維持が難しくなっている理由
（本人の意向に属する理由、複数回答）

（注）「合計」には、要介護度が「新規申請中」の方や不明な方を含めています。

36.0%

20.0%

12.0%

8.0%

24.0%

32.0%

28.0%

0.0%

47.1%

23.5%

17.6%

0.0%

17.6%

41.2%

23.5%

0.0%

12.5%

12.5%

0.0%

25.0%

37.5%

12.5%

37.5%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

本人が 一部の居宅     の利用を望まないから

生活不安が大きいから

居住環境が不便だから

本人が介護者の負担の軽減を望むから

費用負担が重いから

その他 本人の意向等があるから

該当なし

無回答

合計(n=25) 要支援1～要介護2(n=17) 要介護3～要介護5(n=8)

生活の維持が難しくなっている理由
（家族等介護者の意向・負担等に属する理由、複数回答）

（注）「合計」には、要介護度が「新規申請中」の方や不明な方を含めています。

64.0%

8.0%

24.0%

20.0%

8.0%

12.0%

40.0%

24.0%

0.0%

58.8%

0.0%

17.6%

11.8%

11.8%

17.6%

35.3%

29.4%

0.0%

75.0%

25.0%

37.5%

37.5%

0.0%

0.0%

50.0%

12.5%

0.0%

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

介護者の介護に係る不安 負担量の増大

介護者が 一部の居宅     の利用を望まないから

家族等の介護等技術では対応が困難

費用負担が重いから

家族等の就労継続が困難になり始めたから

本人と家族等の関係性に課題があるから

その他 家族等介護者の意向等があるから

該当なし

無回答

合計(n=25) 要支援1～要介護2(n=17) 要介護3～要介護5(n=8)
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「必要な身体介護の増大」が理由の人の具体的な内容（複数回答）

（注）「合計」には、要介護度が「新規申請中」の方や不明な方を含めています。

47.1%

58.8%

41.2%

70.6%

64.7%

41.2%

58.8%

5.9%

47.1%

66.7%

66.7%

22.2%

55.6%

44.4%

33.3%

44.4%

11.1%

88.9%

25.0%

50.0%

62.5%

87.5%

87.5%

50.0%

75.0%

0.0%

0.0%

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

見守り 付き添い

移乗 移動

食事摂取

排泄(日中)

排泄(夜間)

入浴

更衣 整容

その他

無回答

合計(n=17) 要支援1～要介護2(n=9) 要介護3～要介護5(n=8)

「認知症の症状の悪化」が理由の人の具体的な内容（複数回答）

（注）「合計」には、要介護度が「新規申請中」の方や不明な方を含めています。

60.0%

60.0%

60.0%

53.3%

40.0%

20.0%

20.0%

33.3%

26.7%

6.7%

33.3%

66.7%

61.5%

61.5%

61.5%

61.5%

30.8%

23.1%

23.1%

38.5%

30.8%

7.7%

38.5%

30.8%

50.0%

50.0%

50.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

300.0%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

家事に支障がある

一人での外出が困難

薬の飲み忘れ

金銭管理が困難

意欲の低下

徘徊がある

暴言 暴力などがある

強い介護拒否がある

深夜の対応

近隣住民等との     

その他

無回答

合計(n=15) 要支援1～要介護2(n=13) 要介護3～要介護5(n=2)
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「医療的ケア・医療処置の必要性の高まり」が理由の人の具体的な内容（複数回答）

（注）「合計」には、要介護度が「新規申請中」の方や不明な方を含めています。

0.0%

0.0%

11.1%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

11.1%

0.0%

0.0%

11.1%

22.2%

11.1%

0.0%

44.4%

177.8%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

33.3%

466.7%

0.0%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0%

0.0%

16.7%

16.7%

16.7%

0.0%

50.0%

33.3%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500%

点滴の管理

中心静脈栄養

透析

    の処置

酸素療法

        

気管切開の処置

疼痛の看護

経管栄養

    測定

褥瘡の処置

     

喀痰吸引

     注射

その他

無回答

合計(n=9) 要支援1～要介護2(n=3) 要介護3～要介護5(n=6)
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（６）「生活の維持が難しくなっている人」の生活の改善に必要なサービス変更 

「在宅生活の維持が難しくなっている人」のうち、担当のケアマネジャーが考える生活改善に

必要なサービス等をみると、「特養」が 12.5％、「その他施設等」が 37.5％、「在宅サービス」が

37.5％程度となっています。 

一方、「在宅サービス待機者」について、担当のケアマネジャーが考える生活改善に必要なサー

ビスをみると、定期巡回サービスが 66.7％、ショートステイが 55.6％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を 

指しています。 

 

 

  

「生活の維持が難しくなっている人」の生活の改善に必要なサービス変更

（注3）「非緊急」には、緊急度について「入所が望ましいが、しばらくは他のサービスでも大丈夫」「その他」と答えた方と無回答の方を含めています。
（注4）上記に示す人数は、「回答実数」であり、回収率の逆数を乗じて簡易的に算出した「粗推計」されたものではありません。

より適切な在宅サービス

より適切な住まい・施設等

より適切な在宅サービス
or住まい・施設等

上記では改善は困難

特養のみ

特養or
その他の施設等

その他の施設等

緊急

改善できるサービス 入所・入居の緊急性、特養への申し込みの状況など

そ
の
他
施
設
等
の
待
機
者

特
養
待
機
者

在
宅
サ
ー
ビ
ス
待
機
者

在宅生活者

在
宅
生
活
者
数

854人

在
宅
生
活
の
維
持
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
人

そ
の
他

830人

24人

100.0%

12人

8人

1人

3人

3人

5人

4人

非緊急

0人

3人

緊急

非緊急

2人

3人

緊急

非緊急

2人

2人

３サービス

その他在宅

6人

2人

３サービス

その他在宅

1人

0人

3人

12.5%

9人

37.5%

9人

37.5%

（注1）「より適切な在宅サービスor住まい・施設等」については、選択された在宅サービスで「住まい・施設等」を代替できるとして、「在宅サービス待機者」に分類しています。

（注2）「生活の維持が難しくなっている人」の合計25人のうち、上記の分類が可能な24人について分類しています（分類不能な場合は「その他」に算入しています）。割合（%）は、24人を分母として算出したものです。

※ここでの「待機者」には、施設等
の入所・入居者や医療機関の入
院患者の分は含まれていないが、
調査方法によりサ高住・住宅型
有料は含まれる場合がある点に
注意。

施設等の入所経路の把握につい
ては居所変更実態調査が有効。

※ 

※ 

在
宅
サ
ー
ビ
ス
待
機
者
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（７）「その他施設等の待機者」と「在宅サービス待機者」の生活の改善に必要なサービス 

特別養護老人ホーム以外の「その他施設等の待機者」と「在宅サービス待機者」の生活の改善

に必要なサービスをみると、「その他施設等の待機者」では、グループホーム、特別養護老人ホー

ムが多くなっています。一方、「在宅サービス待機者」では、＜住まい・施設等＞で特定養護老人

ホーム、＜在宅サービス＞で定期巡回サービス、ショートステイが多くなっています。 

 

 

  「その他施設等の待機者」と「在宅サービス待機者」の
生活の改善に必要なサービス（複数回答）

在宅サービス待機者(9人)その他施設等の待機者(9人)
生活の改善に
必要なサービス

22.2%2人住宅型有料33.3%3人住宅型有料

住まい・施設等

11.1%1人サ高住44.4%4人サ高住

0.0%0人軽費老人ホーム11.1%1人軽費老人ホーム

22.2%2人グループホーム55.6%5人グループホーム

0.0%0人特定施設22.2%2人特定施設

11.1%1人介護老人保健施設33.3%3人介護老人保健施設

11.1%1人療養型 介護医療院0.0%0人療養型 介護医療院

33.3%3人特別養護老人ホーム55.6%5人特別養護老人ホーム

55.6%5人ショートステイ

－在宅サービス

44.4%4人訪問介護 訪問入浴

33.3%3人夜間対応型訪問介護

22.2%2人訪問看護

22.2%2人訪問リハ

33.3%3人
通所介護 通所リハ 
認知症対応型通所

66.7%6人定期巡回サービス

0.0%0人小規模多機能

22.2%2人看護小規模多機能

生
活
の
改
善
に
向
け
て
、
代
替
が
可
能

（注1）割合は、それぞれ、その他施設等の待機者9人、在宅サービス待機者9人を分母として算出したものです。

（注2）「在宅サービス待機者」について、生活改善に必要なサービスとして「住まい・施設等」と「在宅サービス」の両方を回答している場合は、代替が可能としています。
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４ ケアマネジャー 

問１ あてはまるものの番号にチェックをつけてください。 

①性別 

「男性」の割合が 10.5％、「女性」の割合が 89.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年齢 

「60 歳代」の割合が 31.6％と最も高く、次いで「50 歳代」の割合が 28.9％、「40 歳代」の割

合が 26.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ケアマネジャーの経験年数 

「12年以上」の割合が 57.9％と最も高く、次いで「７～10年未満」の割合が 15.8％、「５～７

年未満」の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

0.0

7.9

26.3

28.9

31.6

5.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

３年未満

３～５年未満

５～７年未満

７～10年未満

10～12年未満

12年以上

無回答

2.6

5.3

13.2

15.8

5.3

57.9

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

男性

女性

無回答

10.5

89.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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④勤務体系 

「専従（常勤）」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「専従（非常勤）」の割合が 23.7％、「兼

務（常勤）」の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ケアマネジャー以外の保健医療福祉関係の資格（お持ちの資格すべてに回答） 

「介護福祉士」の割合が 68.4％と最も高く、次いで「社会福祉士」の割合が 21.1％、「看護師

（准看護師）」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

専従（常勤）

専従（非常勤）

兼務（常勤）

兼務（非常勤）

無回答

63.2

23.7

13.2

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

介護福祉士

社会福祉士

看護師（准看護師）

精神保健福祉士

保健師

その他

無回答

68.4

21.1

15.8

2.6

0.0

21.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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問２ 令和４年１２月末現在、あなたはケアプランの作成を何人担当していますか。 

（それぞれ数字を記入） 

①【介護】 

「36人以上」の割合が 21.1％と最も高く、次いで「26～30人以下」の割合が 18.4％、「５人以

下」、「31～35 人以下」の割合が 13.2％となっています。最も多くのケアプランを作成している

方は 80人を担当しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【介護予防】 

「５人以下」の割合が 76.3％と最も高くなっています。最も多くのケアプランを作成している

方は 45人を担当しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

５人以下

６～10人

11～15人

16～20人

21～25人

26～30人

31～35人

36人以上

無回答

13.2

2.6

7.9

5.3

10.5

18.4

13.2

21.1

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

５人以下

６～10人

11～15人

16～20人

21～25人

26～30人

31～35人

36人以上

無回答

76.3

5.3

2.6

0.0

2.6

2.6

2.6

7.9

0.0

0 20 40 60 80 100



145 

問３ あなたが担当している人数は適当だと思いますか。（回答は１つ） 

「適当である」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「多すぎる」の割合が 31.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 軽度の認定者には、自立支援を考慮しながら介護サービス計画を作成しています

か。（回答は１つ） 

「いつもしている」の割合が 81.6％と最も高く、次いで「時々している」の割合が 18.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 現在担当している利用者の状態が良くなった場合、変更申請するように説明して

いますか。（回答は１つ） 

「説明している」の割合が 57.9％と最も高く、次いで「説明していない」、「該当なし」の割合

が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

適当である

多すぎる

少ない

無回答

63.2

31.6

5.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

いつもしている

時々している

していない

無回答

81.6

18.4

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

説明している

説明していない

該当なし

無回答

57.9

21.1

21.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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問６ 介護サービス計画の作成を断ったことはありますか。（回答は１つ） 

「ある」の割合が 28.9％、「ない」の割合が 71.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 困難事例などを地域包括支援センターに相談したことはありますか。 

（回答は１つ） 

「ある」の割合が 68.4％、「ない」の割合が 28.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 介護保険給付対象外のサービスをとり入れて、サービス計画の作成を行っていま

すか。（回答は１つ） 

「とり入れたことがある」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「よくとり入れている」の割合

が 36.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

ある

ない

無回答

28.9

71.1

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

ある

ない

無回答

68.4

28.9

2.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

よくとり入れている

とり入れたことがある

とり入れたことはない

無回答

36.8

63.2

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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【問８で「よくとり入れている」「とり入れたことがある」のいずれかに回答した方におたずねします。】 

問８－１ 介護保険給付以外にケアプランに位置づけているサービスや支援活動の種類

は何ですか（回答はいくつでも） 

「訪問診療・往診」の割合が 89.5％と最も高く、次いで「訪問配食サービス」の割合が 86.8％、

「医療保険の訪問看護」の割合が 81.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

訪問診療・往診

訪問配食サービス

医療保険の訪問看護

家族の支援

訪問歯科診療

外出支援・移送サービス

紙おむつの支給

緊急通報装置の設置

訪問理美容サービス

障がい者・難病対象サービス

通いの場（まちかど運動教室・高齢者サ
ロン等）

民生委員による訪問

自費生活支援サービス（草むしり等）

成年後見制度

定期的な安否確認

行政保健師の訪問

その他

無回答

89.5

86.8

81.6

76.3

71.1

55.3

55.3

52.6

47.4

42.1

36.8

31.6

26.3

23.7

21.1

2.6

13.2

0.0

0 20 40 60 80 100
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問９ 介護保険対象サービスの中で、令和４年 12月末現在のサービスの過不足状況につ

いてご回答ください。 

１ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

「少し少ない」の割合が 42.1％と最も高く、次いで「かなり少ない（ない）」の割合が 23.7％、

「ちょうどよい」の割合が 18.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ (介護予防)訪問入浴介護 

「ちょうどよい」の割合が 34.2％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 31.6％、「かな

り少ない（ない）」の割合が 23.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

5.3

18.4

42.1

23.7

10.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

5.3

34.2

31.6

23.7

5.3

0 20 40 60 80 100
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３ (介護予防)訪問看護 

「ちょうどよい」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「少し多い」の割合が 18.4％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ (介護予防)訪問リハビリテーション 

「ちょうどよい」の割合が 42.1％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 31.6％、「かな

り少ない（ない）」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ (介護予防)居宅療養管理指導 

「ちょうどよい」の割合が 73.7％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 13.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

2.6

18.4

63.2

5.3

5.3

5.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

5.3

42.1

31.6

15.8

5.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

2.6

2.6

73.7

13.2

2.6

5.3

0 20 40 60 80 100
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６ 通所介護（デイサービス） 

「ちょうどよい」の割合が 44.7％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 21.1％、「少し

多い」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ (介護予防)通所リハビリテーション 

「ちょうどよい」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 34.2％、「かな

り少ない（ない）」の割合が 18.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ (介護予防)短期入所生活介護 

「少し少ない」の割合が 42.1％と最も高く、次いで「ちょうどよい」の割合が 39.5％、「かな

り少ない（ない）」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

15.8

44.7

21.1

7.9

10.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

39.5

34.2

18.4

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

39.5

42.1

10.5

7.9

0 20 40 60 80 100
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９ (介護予防)短期入所療養介護 

「かなり少ない（ない）」の割合が 34.2％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 31.6％、

「ちょうどよい」の割合が 26.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (介護予防)特定施設入居者生活介護 

「少し少ない」の割合が 42.1％と最も高く、次いで「ちょうどよい」の割合が 36.8％、「かな

り少ない（ない）」の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 (介護予防)福祉用具の貸与 

「ちょうどよい」の割合が 60.5％と最も高く、次いで「少し多い」の割合が 15.8％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

26.3

31.6

34.2

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

36.8

42.1

13.2

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

5.3

15.8

60.5

5.3

5.3

7.9

0 20 40 60 80 100
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12 (介護予防)福祉用具の販売 

「ちょうどよい」の割合が 60.5％と最も高く、次いで「少し多い」、「少し少ない」の割合が

10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 (介護予防)居宅介護支援 

「少し少ない」の割合が 50.0％と最も高く、次いで「ちょうどよい」の割合が 28.9％、「かな

り少ない（ない）」の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

「少し少ない」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「かなり少ない（ない）」の割合が 28.9％、

「ちょうどよい」の割合が 23.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

5.3

10.5

60.5

10.5

5.3

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

28.9

50.0

13.2

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

23.7

39.5

28.9

7.9

0 20 40 60 80 100
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15 夜間対応型訪問介護 

「かなり少ない（ない）」の割合が 65.8％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 18.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 地域密着型通所介護 

「ちょうどよい」の割合が 50.0％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 26.3％、「かな

り少ない（ない）」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 (介護予防)認知症対応型通所介護 

「少し少ない」の割合が 36.8％と最も高く、次いで「かなり少ない（ない）」の割合が 34.2％、

「ちょうどよい」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

7.9

18.4

65.8

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

50.0

26.3

15.8

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

21.1

36.8

34.2

7.9

0 20 40 60 80 100
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18 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 

「かなり少ない（ない）」の割合が 36.8％と最も高く、次いで「ちょうどよい」の割合が 31.6％、

「少し少ない」の割合が 26.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 (介護予防)認知症対応型共同生活介護 

「少し少ない」の割合が 36.8％と最も高く、次いで「かなり少ない（ない）」の割合が 31.6％、

「ちょうどよい」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 地域密着型特定施設入居者生活介護 

「かなり少ない（ない）」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 31.6％、

「ちょうどよい」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

31.6

26.3

36.8

5.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

2.6

0.0

21.1

36.8

31.6

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

21.1

31.6

39.5

7.9

0 20 40 60 80 100
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21 地域密着型介護老人福祉施設 

「かなり少ない（ない）」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 31.6％、

「ちょうどよい」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

「かなり少ない（ない）」の割合が 57.9％と最も高く、次いで「ちょうどよい」の割合が 18.4％、

「少し少ない」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 介護老人福祉施設 

「少し少ない」の割合が 44.7％と最も高く、次いで「ちょうどよい」、「かなり少ない（ない）」

の割合が 23.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

21.1

31.6

39.5

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

18.4

15.8

57.9

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

23.7

44.7

23.7

7.9

0 20 40 60 80 100
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24 介護老人保健施設 

「少し少ない」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「ちょうどよい」の割合が 31.6％、「かな

り少ない（ない）」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 介護医療院（介護療養型医療施設） 

「かなり少ない（ない）」の割合が 60.5％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 21.1％、

「ちょうどよい」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 介護予防訪問サービス（現行相当型） 

「少し少ない」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「かなり少ない（ない）」の割合が 34.2％、

「ちょうどよい」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

31.6

39.5

21.1

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

10.5

21.1

60.5

7.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

21.1

39.5

34.2

5.3

0 20 40 60 80 100
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27 訪問型サービスＡ（緩和型） 

「かなり少ない（ない）」の割合が 47.4％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 23.7％、

「ちょうどよい」の割合が 18.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 訪問型サービスＡ（シルバーいちごサービス） 

「ちょうどよい」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 28.9％、「かな

り少ない（ない）」の割合が 26.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29介護予防通所サービス（現行相当型） 

「少し少ない」の割合が 47.4％と最も高く、次いで「かなり少ない（ない）」の割合が 31.6％、

「ちょうどよい」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

5.3

18.4

23.7

47.4

5.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

39.5

28.9

26.3

5.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

15.8

47.4

31.6

5.3

0 20 40 60 80 100
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30 通所型サービスＡ（運動機能特化型） 

「少し少ない」、「かなり少ない（ない）」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「ちょうどよい」

の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 通所型サービスＡ（ミニデイ型） 

「かなり少ない（ない）」の割合が 47.4％と最も高く、次いで「少し少ない」の割合が 31.6％、

「ちょうどよい」の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 通所型サービス（サービスＣ） 

「少し少ない」、「かなり少ない（ない）」の割合が 36.8％と最も高く、次いで「ちょうどよい」

の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

15.8

39.5

39.5

5.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

15.8

31.6

47.4

5.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

21.1

36.8

36.8

5.3

0 20 40 60 80 100
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33 その他 

「ちょうどよい」の割合が 23.7％と最も高く、次いで「かなり少ない（ない）」の割合が 13.2％、

「少し少ない」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 介護支援専門員の仕事の中で、最も課題だと考えられるものは何ですか。 

（回答は１つ） 

「ケアプラン作成の事務量が多い（担当利用者が多い）」、「ケアマネ業務以外の事務量が多い

（業務範囲が不明確）」の割合が 31.6％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

かなり多い

少し多い

ちょうどよい

少し少ない

かなり少ない（ない）

無回答

0.0

0.0

23.7

10.5

13.2

52.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

ケアプラン作成の事務量が多い（担当利
用者が多い）
ケアマネ業務以外の事務量が多い（業務
範囲が不明確）
困難なケース（認知症・虐待・8050問
題）への対応
サービス担当者会議の開催（日程調整・
事前準備の手間など）

主治医との連携

自己研鑚や情報収集の時間がない

保険者からの連絡が遅い

提供事業所からの情報が遅い

その他

無回答

31.6

31.6

15.8

10.5

7.9

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 11 利用者から、苦情を受けたことがありますか。（回答は１つ） 

「ある」の割合が 60.5％、「ない」の割合が 39.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【問 11 で「ある」と回答した方におたずねします。】 

問 11－１ どういった苦情を受けたことがありますか。（回答はいくつでも） 

「サービス提供事業所の対応が悪いという苦情」の割合が 60.9％と最も高く、次いで「ケアマ

ネジャーとしての姿勢に関する苦情」の割合が 34.8％、「サービス提供事業所に対して信頼が置

けないという苦情」の割合が 30.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 本市では、「知立市第８期介護保険事業計画・第９次高齢者福祉計画」を策定し

ていますが、計画の内容をご存じですか。（回答は１つ） 

「計画があることは知っているが、内容までは知らない」の割合が 65.8％と最も高く、次いで

「計画の概要は知っている」の割合が 26.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

ある

ない

無回答

60.5

39.5

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 23 ％

サービス提供事業所の対応が悪いという
苦情
ケアマネジャーとしての姿勢に関する苦
情
サービス提供事業所に対して信頼が置け
ないという苦情
ケアマネジャー業務以外のことを頼まれ
断ったことへの苦情

利用料金など費用に関する苦情

介護サービス等の提供時間に関する苦情

事故に関する苦情

その他

無回答

60.9

34.8

30.4

17.4

17.4

13.0

8.7

8.7

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

計画があることは知っているが、内容ま
では知らない

計画の概要は知っている

計画を知らない

計画の内容をよく知っている

65.8

26.3

5.3

2.6

0 20 40 60 80 100
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問 13 あなたが受けもっている要介護者の中で、高齢者虐待を受けているか、または受

けていると思われる事例がありますか。（回答は１つ） 

「ある」の割合が 15.8％、「ない」の割合が 84.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【虐待事例の件数】 

「1件」が 4事業所、「３件」が１事業所となっています。 

 

【問 13 で「ある」と回答した方におたずねします。】 

問 13－１ どこから虐待を発見しましたか。（回答はいくつでも） 

「被虐待者から」、「虐待者から」が 2件、「虐待者以外の同居家族から」、「サービス提供事業者

から」が 1 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 虐待の恐れ等を発見した際、関係機関に相談・通報しましたか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 55.3％、「いいえ」の割合が 34.2％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

ある

ない

無回答

15.8

84.2

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

はい

いいえ

無回答

55.3

34.2

10.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6 ％

被虐待者から

虐待者から

虐待者以外の同居家族から

サービス提供事業者から

親族から

近隣者から

民生委員から

その他

無回答

33.3

33.3

16.7

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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【問 14 で「はい」と回答した方におたずねします。】 

問 14－１ 相談・通報先はどこですか。（回答はいくつでも） 

「地域包括支援センター」の割合が 95.2％と最も高く、次いで「長寿介護課」の割合が 33.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 社会において、特に重点を置くべき認知症対策は何だと思いますか。 

（回答は３つまで） 

「地域で認知症の人や家族を支える取り組み」の割合が 50.0％と最も高く、次いで「認知症の

人や家族に対する相談・支援体制の充実」の割合が 47.4％、「認知症を予防する取り組み」の割

合が 39.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 21 ％

地域包括支援センター

長寿介護課

警察

その他

無回答

95.2

33.3

4.8

4.8

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

地域で認知症の人や家族を支える取り組み

認知症の人や家族に対する相談・支援体制
の充実

認知症を予防する取り組み

認知症専門医療を担う医療機関の整備

認知症に関する正しい理解の普及

認知症の早期発見への取り組み

認知症に対応した介護施設や介護サービス
の整備・充実

治療方法の開発

認知症ケアにかかわる介護職員への教育・
研修

若年性認知症患者への対策

医療機関と介護との連携の強化

その他

わからない

無回答

50.0

47.4

39.5

34.2

28.9

26.3

23.7

13.2

13.2

13.2

7.9

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 16 貴事業所では、要介護認定者が居宅や地域での生活を続けるために、どのような

点の改善が必要だと思いますか。（回答は３つまで） 

「高齢者の見守り支援ネットワークの拡充」、「24 時間対応サービス体制の整備」の割合が

68.4％と最も高く、次いで「それぞれのサービスを一体的に提供できる複合型のサービスの提供」

の割合が 52.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 医療機関とはどのような時に連携をとっていますか。（回答はそれぞれ１つ） 

（それぞれの場合においての連携状況をお答えください） 

①新規ケアプラン担当・作成時 

「大体とっている」の割合が 42.1％と最も高く、次いで「あまりとっていない」の割合が 28.9％、

「必ず（全て）とっている」、「ほとんどとっている」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

必ず（全て）とっている

ほとんどとっている

大体とっている

あまりとっていない

ほとんどとっていない

無回答

10.5

10.5

42.1

28.9

7.9

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

高齢者の見守り支援ネットワークの拡充

24時間対応サービス体制の整備

それぞれのサービスを一体的に提供でき
る複合型のサービスの提供

在宅医療や訪問看護の充実

グループホームなど高齢者が共同して生
活できる住居

高齢者用の住宅の増加

住宅改修の推進

その他

無回答

68.4

68.4

52.6

28.9

21.1

15.8

13.2

5.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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②担当者会議開催時 

「あまりとっていない」の割合が 50.0％と最も高く、次いで「大体とっている」の割合が 26.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③状態が変わったとき・必要に応じて 

「大体とっている」の割合が 44.7％と最も高く、次いで「ほとんどとっている」の割合が 26.3％、

「必ず（全て）とっている」の割合が 18.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④サービス内容（計画の内容）を変更するとき（福祉用具の追加等含む） 

「あまりとっていない」の割合が 52.6％と最も高く、次いで「大体とっている」の割合が 21.1％、

「ほとんどとっている」、「ほとんどとっていない」の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

必ず（全て）とっている

ほとんどとっている

大体とっている

あまりとっていない

ほとんどとっていない

無回答

7.9

5.3

26.3

50.0

10.5

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

必ず（全て）とっている

ほとんどとっている

大体とっている

あまりとっていない

ほとんどとっていない

無回答

18.4

26.3

44.7

7.9

2.6

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

必ず（全て）とっている

ほとんどとっている

大体とっている

あまりとっていない

ほとんどとっていない

無回答

0.0

13.2

21.1

52.6

13.2

0.0

0 20 40 60 80 100
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⑤区分変更申請をするとき 

「大体とっている」の割合が 34.2％と最も高く、次いで「あまりとっていない」の割合が 23.7％、

「ほとんどとっている」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥毎月など定期的な連絡 

「あまりとっていない」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「ほとんどとっていない」の割合

が 34.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦その他 

「ほとんどとっていない」の割合が 15.8％と最も高く、次いで「大体とっている」の割合が

13.2％、「あまりとっていない」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

必ず（全て）とっている

ほとんどとっている

大体とっている

あまりとっていない

ほとんどとっていない

無回答

15.8

21.1

34.2

23.7

5.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

必ず（全て）とっている

ほとんどとっている

大体とっている

あまりとっていない

ほとんどとっていない

無回答

5.3

13.2

7.9

39.5

34.2

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

必ず（全て）とっている

ほとんどとっている

大体とっている

あまりとっていない

ほとんどとっていない

無回答

0.0

5.3

13.2

10.5

15.8

55.3

0 20 40 60 80 100
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【問 17のいずれかで「あまりとっていない」「ほとんどとっていない」と回答した方におたずねします。】 

問 17－１ 連携できていないと考える理由は何ですか。（回答はいくつでも） 

「お互いに多忙で連絡がとれない」の割合が 65.6％と最も高く、次いで「交流の場がない」の

割合が 34.4％、「介護従事者の医学に関する知識や理解が不足している」の割合が 28.1％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 今後の高齢者の在宅生活の継続に必要だと感じる支援・サービスについてお答え

ください。（回答は３つまで） 

「外出同行（通院、買い物など）」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「移送サービス（介護

タクシー等）」の割合が 52.6％、「配食」の割合が 42.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 32 ％

お互いに多忙で連絡がとれない

交流の場がない

介護従事者の医学に関する知識や理解が
不足している
医療関係者の介護保険に関する知識や理
解が不足している

誰と連絡をとればいいのかわからない

個人情報の保護の観点から情報が共有さ
れない

その他

無回答

65.6

34.4

28.1

21.9

9.4

0.0

15.6

9.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 38 ％

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護タクシー等）

配食

ゴミ出し

見守り、声かけ

通いの場（まちかど運動教室・高齢者サ
ロン等）

買い物

調理

掃除・洗濯

その他

特にない

無回答

63.2

52.6

42.1

34.2

31.6

28.9

23.7

10.5

5.3

2.6

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 21 介護予防事業について、充実をすべきだと思うものをお答えください。 

（回答は３つまで） 

「転倒予防など体力づくり・運動に関する教室」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「自宅を

訪問してもらって、個別的に運動・栄養・歯の指導をしてもらう教室」の割合が 57.9％、「食べ

ること・栄養改善に関する教室」の割合が 44.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 38 ％

転倒予防など体力づくり・運動に関する教室

自宅を訪問してもらって、個別的に運動・栄養・
歯の指導をしてもらう教室

食べること・栄養改善に関する教室

高齢者サロン

認知症予防に関する教室

歯の健康づくりに関する教室

その他

無回答

63.2

57.9

44.7

39.5

36.8

23.7

7.9

0.0

0 20 40 60 80 100
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５ 事業所 

（１）事業所について 

問１ 貴事業所の法人格についてあてはまるものはどれですか。（回答は１つ） 

「営利法人（株式会社、有限会社等）」の割合が 50.0％と最も高く、次いで「社会福祉法人」

の割合が 32.0％、「医療法人」の割合が 12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 貴事業所の従業員は何人ですか。（回答は１つ） 

「10～29人」の割合が 38.0％と最も高く、次いで「５人未満」の割合が 20.0％、「50～99人」

の割合が 16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

社会福祉法人

医療法人

営利法人（株式会社、有限会社
等）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法
人）

無回答

32.0

12.0

50.0

4.0

2.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

５人未満

５～９人

10～29人

30～49人

50～99人

100 人以上

無回答

20.0

14.0

38.0

10.0

16.0

2.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問３ 過去１年間（令和４年１月１日～令和４年 12月 31日）の介護職員の採用者数と

離職者数をご記入ください。 

①採用者数 

「０人」の割合が 36.0％と最も高く、次いで「５～９人」の割合が 20.0％、「１人」の割合が

18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②離職者数 

「０人」の割合が 32.0％と最も高く、次いで「１人」の割合が 20.0％、「５～９人」の割合が

18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

０人

１人

２人

３人

４人

５～９人

10～19人

20人以上

無回答

36.0

18.0

8.0

6.0

8.0

20.0

2.0

0.0

2.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

０人

１人

２人

３人

４人

５～９人

10～19人

20人以上

無回答

32.0

20.0

10.0

8.0

6.0

18.0

0.0

0.0

6.0

0 20 40 60 80 100
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問３-１ 問３について、正規・非正規の別、年齢別をご記入ください。（数値を記入） 

採用者数でみると、正規職員が 97人、非正規職員が 91 人と正規職員の人数が多くなっていま

す。また、正規職員では 50～59歳、非正規職員では 30～39 歳で人数が多くなっています。 

離職者数でみると、正規職員が 53人、非正規職員が 50 人と正規職員の人数が多くなっていま

す。また、正規職員では 40～49歳、非正規職員では 30～39 歳で人数が多くなっています。 

 

  
  

採用者数 離職者数 

正規職員 非正規職員 正規職員 非正規職員 

人数 97 人 91 人 53 人 50 人 

合計 188 人 103 人 

20 歳未満 5 人 0 人 5 人 0 人 

20～29 歳 21 人 11 人 9 人 5 人 

30～39 歳 17 人 28 人 10 人 14 人 

40～49 歳 23 人 21 人 14 人 13 人 

50～59 歳 24 人 18 人 10 人 10 人 

60～69 歳 7 人 11 人 5 人 8 人 

70～79 歳 0 人 2 人 0 人 0 人 

年齢不明 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

問４ 貴事業所の運営年数は何年ですか。（回答は１つ） 

「10年以上」の割合が 60.0％と最も高く、次いで「７～10年未満」の割合が 16.0％、「３～７

年未満」の割合が 14.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

１年未満

１～３年未満

３～７年未満

７～10年未満

10年以上

無回答

0.0

10.0

14.0

16.0

60.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問５ 貴事業所における介護サービスの現在の実施状況と今後の実施予定について、 

ご回答ください。 

（「現在」実施している場合は実施しているの「１」に回答を、さらに今後その 

介護サービスを拡大または縮小する予定がある場合は拡大の「２」または縮小の 

「３」に回答をつけてください。「今後」実施の予定がある場合は実施予定の

「１」に回答をつけて、実施予定時期を記入してください。） 

Ａ 実施しているサービス 

「訪問介護（ホームヘルプサービス）」の割合が 42.0％と最も高く、次いで「通所介護（デイ

サービス）」の割合が 22.0％、「(介護予防)居宅介護支援」、「介護予防訪問サービス（現行相当型）」

の割合が 16.0％となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

(介護予防)
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定
施設入居者生活介護
地域密着型介護
老人福祉施設
看護小規模多機能型
居宅介護（複合型サービス）

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院
（介護療養型医療施設）
介護予防
訪問サービス（現行相当型）
訪問型サービスＡ
（緩和型）
介護予防通所サービス
（現行相当型）
通所型サービスＡ
（運動機能特化型）
通所型サービスＡ
（ミニデイ型）
通所型サービス
（サービスＣ）
訪問型サービスＤ
（移動支援）

共生型サービス

その他

無回答

6.0

2.0

2.0

0.0

8.0

2.0

0.0

16.0

14.0

12.0

2.0

4.0

2.0

2.0

0.0

8.0

2.0

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 50 ％

訪問介護
（ホームヘルプサービス）
(介護予防)
 訪問入浴介護
(介護予防)
訪問看護
(介護予防)
 訪問リハビリテーション
(介護予防)
 居宅療養管理指導
通所介護
（デイサービス）
(介護予防)
通所リハビリテーション
(介護予防)
 短期入所生活介護
(介護予防)
短期入所療養介護
(介護予防)
特定施設入居者生活介護
(介護予防)
 福祉用具の貸与
(介護予防)
福祉用具の販売
(介護予防)
居宅介護支援
定期巡回・
随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

(介護予防)
認知症対応型通所介護
(介護予防)
小規模多機能型居宅介護

42.0

2.0

8.0

2.0

0.0

22.0

4.0

10.0

2.0

2.0

4.0

4.0

16.0

10.0

8.0

4.0

0.0

2.0

0 20 40 60 80 100
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１ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

「拡大」の割合が 28.6％、「縮小」の割合が 19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ (介護予防)訪問入浴介護 

「拡大」が 1件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

３ (介護予防)訪問看護 

「拡大」が 3件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

４ (介護予防)訪問リハビリテーション 

有効回答がありませんでした。 

 

 

５ (介護予防)居宅療養管理指導 

有効回答がありませんでした。 

 

  

回答者数 = 21 ％

拡大

縮小

無回答

28.6

19.0

52.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

拡大

縮小

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

拡大

縮小

無回答

75.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100
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６ 通所介護（デイサービス） 

「拡大」の割合が 18.2％、「縮小」の割合が 0.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

７ (介護予防)通所リハビリテーション 

「拡大」が 2件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

８ (介護予防)短期入所生活介護 

「拡大」が 1件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ (介護予防)短期入所療養介護 

有効回答がありませんでした。 

 

 

10 (介護予防)特定施設入居者生活介護 

有効回答がありませんでした。 

 

 

  

回答者数 = 11 ％

拡大

縮小

無回答

18.2

0.0

81.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

拡大

縮小

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 5 ％

拡大

縮小

無回答

20.0

0.0

80.0

0 20 40 60 80 100
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11 (介護予防)福祉用具の貸与 

「拡大」が 2件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 (介護予防)福祉用具の販売 

「拡大」が 2件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

13 (介護予防)居宅介護支援 

「拡大」が 2件、「縮小」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

14 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

「拡大」が 5件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2 ％

拡大

縮小

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

拡大

縮小

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 8 ％

拡大

縮小

無回答

25.0

12.5

62.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 5 ％

拡大

縮小

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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15 夜間対応型訪問介護 

「拡大」が 0件、「縮小」が 4件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

16 地域密着型通所介護 

「拡大」が 1件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

17 (介護予防)認知症対応型通所介護 

有効回答がありませんでした。 

 

18 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 

有効回答がありませんでした。 

 

19 (介護予防)認知症対応型共同生活介護 

有効回答がありませんでした。 

 

20 地域密着型特定施設入居者生活介護 

有効回答がありませんでした。 

 

21 地域密着型介護老人福祉施設 

有効回答がありませんでした。 

 

22 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

有効回答がありませんでした。 

 

  

回答者数 = 4 ％

拡大

縮小

無回答

0.0

100.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

拡大

縮小

無回答

50.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100
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23 介護老人福祉施設 

「拡大」が 1件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

24 介護老人保健施設 

有効回答がありませんでした。 

 

25 介護医療院（介護療養型医療施設） 

有効回答がありませんでした。 

 

26 介護予防訪問サービス（現行相当型） 

「拡大」が 2件、「縮小」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

27 訪問型サービスＡ（緩和型） 

「拡大」が 0件、「縮小」が 1件となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 4 ％

拡大

縮小

無回答

25.0

0.0

75.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 8 ％

拡大

縮小

無回答

25.0

12.5

62.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 7 ％

拡大

縮小

無回答

0.0

14.3

85.7

0 20 40 60 80 100
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28 介護予防通所サービス（現行相当型） 

有効回答がありませんでした。 

 

29 通所型サービスＡ（運動機能特化型） 

有効回答がありませんでした。 

 

30 通所型サービスＡ（ミニデイ型） 

有効回答がありませんでした。 

 

31 通所型サービス（サービスＣ） 

有効回答がありませんでした。 

 

32 訪問型サービスＤ（移動支援） 

「拡大」が 1件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

33 共生型サービス 

有効回答がありませんでした。 

 

 

34 その他 

「拡大」が 1件、「縮小」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

拡大

縮小

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

拡大

縮小

無回答

25.0

0.0

75.0

0 20 40 60 80 100
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Ｂ 今後の実施予定 

「訪問介護（ホームヘルプサービス）」、「(介護予防)居宅介護支援」の割合が 4.0％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

訪問介護
（ホームヘルプサービス）
(介護予防)
 訪問入浴介護
(介護予防)
訪問看護
(介護予防)
訪問リハビリテーション
(介護予防)
居宅療養管理指導
通所介護
（デイサービス）
(介護予防)
 通所リハビリテーション
(介護予防)
短期入所生活介護
(介護予防)
短期入所療養介護
(介護予防)
 特定施設入居者生活介護
(介護予防)
福祉用具の貸与
(介護予防)
 福祉用具の販売
(介護予防)
居宅介護支援
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

(介護予防)
認知症対応型通所介護
(介護予防)
小規模多機能型居宅介護

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100 ％

(介護予防) 認知症
対応型共同生活介護
地域密着型特定
施設入居者生活介護
地域密着型
介護老人福祉施設
看護小規模多機能型
居宅介護（複合型サービス）

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院
（介護療養型医療施設）
介護予防訪問サービス
（現行相当型）
訪問型サービスＡ
（緩和型）
介護予防通所サービス
（現行相当型）
通所型サービスＡ
（運動機能特化型）
通所型サービスＡ
（ミニデイ型）
通所型サービス
（サービスＣ）
訪問型サービスＤ
（移動支援）

共生型サービス

その他

無回答

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

90.0

0 20 40 60 80 100
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問６ 貴事業所で実施している事業について、過去１年間（令和４年１月１日～令和４

年 12月 31日）の利用者数及びサービスニーズへの対応状況について、各項目で該

当するものに回答をつけてください。 

Ａ 利用者数の状況 

１ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

「横ばい」の割合が 38.1％と最も高く、次いで「減少傾向」の割合が 33.3％、「増加傾向」の

割合が 19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ (介護予防)訪問看護 

「増加傾向」、「横ばい」が 2 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ (介護予防)訪問リハビリテーション 

「横ばい」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

４ (介護予防)居宅療養管理指導 

有効回答がありませんでした。 

 

  

回答者数 = 21 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

19.0

38.1

33.3

9.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

50.0

50.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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５ 通所介護（デイサービス） 

「横ばい」の割合が 54.5％と最も高く、次いで「減少傾向」の割合が 36.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ (介護予防)通所リハビリテーション 

「増加傾向」が 2件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ (介護予防)短期入所生活介護 

「減少傾向」が 3件となっています。「増加傾向」、「横ばい」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ (介護予防)短期入所療養介護 

「横ばい」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 11 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

9.1

54.5

36.4

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 5 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

20.0

20.0

60.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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９ (介護予防)特定施設入居者生活介護 

「横ばい」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (介護予防)福祉用具の貸与 

「横ばい」が 2件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 (介護予防)居宅介護支援 

「横ばい」、「減少傾向」が 3 件となっています。「増加傾向」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

12 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

「増加傾向」が 4件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 8 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

12.5

37.5

37.5

12.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 5 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

80.0

0.0

0.0

20.0

0 20 40 60 80 100
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13 夜間対応型訪問介護 

「横ばい」が 4件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 地域密着型通所介護 

「横ばい」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 

「減少傾向」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 (介護予防)認知症対応型共同生活介護 

「横ばい」が 3件となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 4 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

50.0

0.0

50.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

0.0

100.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 3 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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17 地域密着型介護老人福祉施設 

「横ばい」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

18 介護老人福祉施設 

「横ばい」が 3件、「減少傾向」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 介護老人保健施設 

「減少傾向」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 介護予防訪問サービス（現行相当型） 

「横ばい」が 6件、「増加傾向」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

75.0

25.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

0.0

100.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 8 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

12.5

75.0

0.0

12.5

0 20 40 60 80 100
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21 訪問型サービスＡ（緩和型） 

「横ばい」が 4件、「増加傾向」、「減少傾向」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 訪問型サービスＡ（シルバーいちごサービス） 

有効回答がありませんでした。 

 

23 介護予防通所サービス（現行相当型） 

「横ばい」が 3 件となっています。「減少傾向」が 2 件、「増加傾向」が 1 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 通所型サービスＡ（運動機能特化型） 

「増加傾向」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

25 通所型サービスＡ（ミニデイ型） 

「横ばい」が 2件となっています。 

 

 

 

  

回答者数 = 7 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

14.3

57.1

14.3

14.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

16.7

50.0

33.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

100.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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26 通所型サービス（サービスＣ） 

「減少傾向」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 その他 

「増加傾向」、「横ばい」が 2 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

0.0

0.0

100.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

増加傾向

横ばい

減少傾向

無回答

50.0

50.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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Ｂ サービスニーズへの対応状況 

１ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

「対応できている」の割合が 89.5％、「対応できていない」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ (介護予防)訪問看護 

「対応できている」が 3件、「対応できていない」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

３ (介護予防)訪問リハビリテーション 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

４ (介護予防)居宅療養管理指導 

有効回答がありません。 

 

５ 通所介護（デイサービス） 

「対応できている」の割合が 90.9％、「対応できていない」の割合が 9.1％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 19 ％

対応できている

対応できていない

無回答

89.5

10.5

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

対応できている

対応できていない

無回答

75.0

25.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 11 ％

対応できている

対応できていない

無回答

90.9

9.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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６ (介護予防)通所リハビリテーション 

「対応できている」が 2件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

７ (介護予防)短期入所生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

８ (介護予防)短期入所療養介護 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ (介護予防)特定施設入居者生活介護 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 5 ％

対応できている

対応できていない

無回答

60.0

40.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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10 (介護予防)福祉用具の貸与 

「対応できている」が 2件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

11 (介護予防)居宅介護支援 

「対応できている」が 5件、「対応できていない」が 2件となっています。 

 

 

 

 

 

 

12 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

「対応できている」が 4件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 夜間対応型訪問介護 

「対応できている」が 4件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 2 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 7 ％

対応できている

対応できていない

無回答

71.4

28.6

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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14 地域密着型通所介護 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

15 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

16 (介護予防)認知症対応型共同生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

17 地域密着型介護老人福祉施設 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 3 ％

対応できている

対応できていない

無回答

66.7

33.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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18 介護老人福祉施設 

「対応できている」が 2件、「対応できていない」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

19 介護老人保健施設 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

20 介護予防訪問サービス（現行相当型） 

「対応できている」が 7件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 訪問型サービスＡ（緩和型） 

「対応できている」が 5件、「対応できていない」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

22 訪問型サービスＡ（シルバーいちごサービス） 

有効回答がありません。 

  

回答者数 = 4 ％

対応できている

対応できていない

無回答

50.0

25.0

25.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 7 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6 ％

対応できている

対応できていない

無回答

83.3

16.7

0.0

0 20 40 60 80 100
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23 介護予防通所サービス（現行相当型） 

「対応できている」が 4件、「対応できていない」が 2件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

24 通所型サービスＡ（運動機能特化型） 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

25 通所型サービスＡ（ミニデイ型） 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

26 通所型サービス（サービスＣ） 

「対応できている」が 1件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

 

 

27 その他 

「対応できている」が 4件、「対応できていない」が 0件となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 6 ％

対応できている

対応できていない

無回答

66.7

33.3

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 2 ％

対応できている

対応できていない

無回答

50.0

50.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 4 ％

対応できている

対応できていない

無回答

100.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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（２）事業所の運営上の課題 

問７ 事業所を円滑に運営していく上で困っていることはありますか。 

（回答は３つまで） 

「業務量が多い」の割合が 46.0％と最も高く、次いで「従業員不足で十分なサービスを提供で

きない」の割合が 44.0％、「介護報酬が低い」の割合が 38.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

特にない

施設・設備の改善

利用者が確保できない

業務量が多い

介護報酬が低い

サービスの提供を希望する曜日や時間が
集中する
従業員不足で十分なサービスを提供でき
ない

従業員の専門性が不足している

必要な情報が入手できない

地域・近所の協力が得られない

利用者や家族の協力が得られない

市・県（行政）との連携が十分でない

医療との連携が十分でない

同業者との連携、情報交換が十分でない

その他

無回答

6.0

20.0

20.0

46.0

38.0

24.0

44.0

14.0

0.0

0.0

4.0

2.0

4.0

2.0

2.0

2.0

0 20 40 60 80 100
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問８ 現在、貴事業所におけるサービス提供はどのような状況ですか。（回答は１つ） 

「サービス提供量に余裕がない」の割合が 44.0％と最も高く、次いで「サービス提供量に余裕

がある」、「サービス需要量とサービス提供量のバランスが取れている」の割合が 24.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 貴事業所では、職員の確保と定着率向上にはどのような問題点がありますか。 

（回答は３つまで） 

「賃金や賞与など金銭的な処遇条件の改善に限界がある」の割合が 50.0％と最も高く、次いで

「身体的・精神的な負担が厳しい」の割合が 42.0％、「特にない」の割合が 22.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 50 ％

サービス提供量に余裕がない

サービス提供量に余裕がある

サービス需要量とサービス提供量のバラ
ンスが取れている

無回答

44.0

24.0

24.0

8.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

特にない

介護職がキャリアアップを図れるような機会や仕
組みが十分でない
介護の仕事自体の深さや面白さを気づかないうち
に辞めていく
日々の介護の中で仕事の成果を実感したり問題点
を認識しがたい
施設独自の介護の理論と方法論を確立し、職員を
育成するにいたっていない

会議やミーティングでオープンな議論が難しい

職場の人間関係にともなう感情的な摩擦や対立が
生じる

身体的・精神的な負担が厳しい

不規則な勤務体制にならざるをえない

賃金や賞与など金銭的な処遇条件の改善に限界が
ある
育児休暇・子育て支援など働きやすい職場環境が
整っていない

その他

無回答

22.0

8.0

16.0

12.0

4.0

0.0

18.0

42.0

16.0

50.0

2.0

12.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 10 人材を確保および定着させるために取り組んでいることは何ですか。 

（回答はいくつでも） 

「希望する労働時間の設定」の割合が 64.0％と最も高く、次いで「賃金・労働時間等の労働条

件の改善」の割合が 60.0％、「従業員の資格取得やスキル向上のための研修参加の推奨」の割合

が 54.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10-１ 問 10のうち最も効果があったものをお答えください。（回答は１つ） 

「希望する労働時間の設定」の割合が 35.4％と最も高く、次いで「賃金・労働時間等の労働条

件の改善」、「資格・能力や仕事ぶりを評価し、配置や処遇への反映」の割合が 18.8％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

賃金・労働時間等の労働条件の改善

資格・能力や仕事ぶりを評価し、配置や
処遇への反映

キャリアに応じた給与体系の整備

従業員の資格取得やスキル向上のための
研修参加の推奨
休憩室や談話室の設置など職場環境の整
備
非正規従業員から正規従業員への登用の
機会設定

希望する労働時間の設定

その他

特になし

無回答

60.0

52.0

36.0

54.0

22.0

44.0

64.0

12.0

4.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 48 ％

賃金・労働時間等の労働条件の改善

資格・能力や仕事ぶりを評価し、配置や
処遇への反映

キャリアに応じた給与体系の整備

従業員の資格取得やスキル向上のための
研修参加の推奨
休憩室や談話室の設置など職場環境の整
備
非正規従業員から正規従業員への登用の
機会設定

希望する労働時間の設定

その他

特になし

無回答

18.8

18.8

2.1

2.1

0.0

4.2

35.4

8.3

8.3

2.1

0 20 40 60 80 100



195 

（３）関係機関との連携について 

問 11 普段から、以下にあげる人たちとの連携がとれていますか。 

（回答はそれぞれ１つ) 

① 利用者・家族 

「まあまあ連携はとれている」の割合が 60.0％と最も高く、次いで「十分に連携がとれている」

の割合が 36.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 外部居宅介護支援事業者 

「まあまあ連携はとれている」の割合が 68.0％と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の

割合が 14.0％、「十分に連携がとれている」の割合が 12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

十分に連携がとれている

まあまあ連携はとれている

どちらとも言えない

あまり連携はとれていない

まったく連携はとれていない

連携をとる必要がない

無回答

36.0

60.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

十分に連携がとれている

まあまあ連携はとれている

どちらとも言えない

あまり連携はとれていない

まったく連携はとれていない

連携をとる必要がない

無回答

12.0

68.0

14.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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③ 他の介護保険事業所 

「まあまあ連携はとれている」の割合が 42.0％と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の

割合が 32.0％、「あまり連携はとれていない」の割合が 18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 地域包括支援センター 

「まあまあ連携はとれている」の割合が 46.0％と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の

割合が 30.0％、「十分に連携がとれている」の割合が 18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ボランティア等活動団体 

「どちらとも言えない」、「あまり連携はとれていない」の割合が 28.0％と最も高く、次いで「ま

あまあ連携はとれている」の割合が 18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 50 ％

十分に連携がとれている

まあまあ連携はとれている

どちらとも言えない

あまり連携はとれていない

まったく連携はとれていない

連携をとる必要がない

無回答

6.0

42.0

32.0

18.0

2.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

十分に連携がとれている

まあまあ連携はとれている

どちらとも言えない

あまり連携はとれていない

まったく連携はとれていない

連携をとる必要がない

無回答

18.0

46.0

30.0

4.0

2.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

十分に連携がとれている

まあまあ連携はとれている

どちらとも言えない

あまり連携はとれていない

まったく連携はとれていない

連携をとる必要がない

無回答

2.0

18.0

28.0

28.0

16.0

8.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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⑥ 地域住民等（民生委員、自治会・町内会等） 

「あまり連携はとれていない」の割合が 40.0％と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の

割合が 22.0％、「まあまあ連携はとれている」の割合が 18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 医療機関 

「まあまあ連携はとれている」の割合が 42.0％と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の

割合が 26.0％、「十分に連携がとれている」の割合が 20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 行政機関 

「まあまあ連携はとれている」の割合が 44.0％と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の

割合が 40.0％、「十分に連携がとれている」の割合が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 50 ％

十分に連携がとれている

まあまあ連携はとれている

どちらとも言えない

あまり連携はとれていない

まったく連携はとれていない

連携をとる必要がない

無回答

0.0

18.0

22.0

40.0

14.0

6.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

十分に連携がとれている

まあまあ連携はとれている

どちらとも言えない

あまり連携はとれていない

まったく連携はとれていない

連携をとる必要がない

無回答

20.0

42.0

26.0

10.0

2.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

十分に連携がとれている

まあまあ連携はとれている

どちらとも言えない

あまり連携はとれていない

まったく連携はとれていない

連携をとる必要がない

無回答

10.0

44.0

40.0

4.0

2.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 12 他法人等との連携について、貴事業所として取り組んでいることはありますか。

（回答はいくつでも） 

「特にない」の割合が 38.0％と最も高く、次いで「利用者の定員超過が見込まれる場合や空き

がある場合の連携」の割合が 28.0％、「勉強会、ケース検討会の共同開催」、「困難事例等の相談」

の割合が 22.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 地域包括支援センターとの連携について、貴事業所として取り組んでいることが

ありますか。（回答はいくつでも） 

「介護予防事業での連携」の割合が 44.0％と最も高く、次いで「処遇困難ケースについての個

別指導・相談」の割合が 36.0％、「特にない」の割合が 26.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 50 ％

勉強会、ケース検討会の共同開催

利用者の定員超過が見込まれる場合や空
きがある場合の連携

ボランティア等活動団体との連携

困難事例等の相談

その他

特にない

無回答

22.0

28.0

4.0

22.0

8.0

38.0

2.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

介護予防事業での連携

ケアマネジャーに対する日常的な個別指
導・相談
処遇困難ケースについての個別指導・相
談
地域におけるケアマネジャーのネット
ワークづくり
要援護高齢者の早期発見における支援・
協力
高齢者虐待や権利擁護についての相談や
情報交換など

その他

特にない

無回答

44.0

14.0

36.0

22.0

18.0

18.0

4.0

26.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 14 介護保険サービス事業を行う上で、行政の支援等が必要だと思われることは何で

すか。（回答は３つまで） 

「介護保険制度に関する最新情報の提供」の割合が 56.0％と最も高く、次いで「処遇困難者へ

の対応またはその支援」の割合が 46.0％、「市の高齢者保健福祉事業に関する情報の提供」の割

合が 32.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 知立市では「えん joy ネット」により多職種間の情報連携の取り組み等を行って

います。貴事業所の「えん joy ネット」への登録・利用状況を教えてください。

（回答は１つ） 

「利用登録しており、利用している」の割合が 60.0％と最も高く、次いで「利用登録している

が、ほとんど利用していない」の割合が 34.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 50 ％

介護保険制度に関する最新情報の提供

市の高齢者保健福祉事業に関する情報の提供

介護サービス提供事業者に関する情報の提供

事業者間の連携強化の支援

ケアマネジャーやサービス提供者の技術向上の支
援（研修の実施等）
ケアマネジャーやサービス提供者のための相談機
能の充実

処遇困難者への対応またはその支援

地域住民への介護保険に関する知識の向上

その他

特にない

無回答

56.0

32.0

20.0

26.0

12.0

10.0

46.0

28.0

8.0

6.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

利用登録しており、利用している

利用登録していないが、近々利用登録す
る予定である
利用登録しているが、ほとんど利用して
いない

利用するつもりはない

利用したいが、利用できない理由がある

えんjoy ネットを知らない

無回答

60.0

2.0

34.0

0.0

0.0

4.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 16 刈谷・知立・高浜在宅医療・介護連携支援センターを利用したことはあります

か。（回答は１つ） 

「利用した」の割合が 20.0％、「利用していない」の割合が 78.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

利用した

利用していない

無回答

20.0

78.0

2.0

0 20 40 60 80 100
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（４）地域貢献について 

問 18 貴事業所での地域への場所の提供（体操やサロン等の実施場所等）はできます

か。（回答は１つ） 

「不可」の割合が 52.0％と最も高く、次いで「応相談」の割合が 30.0％、「可能」の割合が 18.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 貴事業所の職員の地域への派遣（研修や講演等の講師等）はできますか。 

（回答は１つ） 

「応相談」、「不可」の割合が 40.0％と最も高く、次いで「可能」の割合が 20.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

可能

応相談

不可

無回答

18.0

30.0

52.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

可能

応相談

不可

無回答

20.0

40.0

40.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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（５）今後のサービス提供について 

問 20 現在不足している人材はどんな職種ですか。（回答は３つまで） 

「介護福祉士やヘルパーなどのケアスタッフ」の割合が 72.0％と最も高く、次いで「看護師や

保健師などのスタッフ」、「介護支援専門員（ケアマネジャー）」の割合が 20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 介護予防・日常生活支援総合事業の緩和サービス、短期集中予防サービスへの参

入にあたっての課題は何ですか。（回答はいくつでも） 

「採算性が合わない」の割合が 56.0％と最も高く、次いで「人材の確保・育成」の割合が 46.0％、

「業務量の増加」の割合が 22.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 50 ％

介護福祉士やヘルパーなどのケアスタッ
フ

看護師や保健師などのスタッフ

社会福祉士などの相談員または指導員

理学療法士や作業療法士などリハビリの
専門家
臨床心理士や精神保健福祉士などの心理
職

介護支援専門員（ケアマネジャー）

事務員や運転手、調理員などの補助ス
タッフ

その他

無回答

72.0

20.0

8.0

14.0

2.0

20.0

16.0

6.0

10.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

人材の確保・育成

採算性が合わない

利用者が確保できない

サービスの質の低下

業務量の増加

その他

特に課題はない

無回答

46.0

56.0

8.0

4.0

22.0

0.0

14.0

10.0

0 20 40 60 80 100
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問 22 人材確保に関する県の補助制度（研修受講支援事業・介護福祉士資格取得支援事

業・介護施設内保育所運営事業・外国人介護留学生奨学金等支給支援事業）を知っ

ていますか。（回答は１つ） 

「知っている」の割合が 56.0％、「知らない」の割合が 44.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【問 22 で「知っている」と回答した方におたずねします。】 

問 22-１ 人材確保に関する県の補助制度を使ったことがありますか。（回答は１つ） 

「ある」の割合が 21.4％、「ない」の割合が 78.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 23 新型コロナウイルス感染症の発生時に必要な支援は何ですか。 

（回答はいくつでも） 

「利用者・職員に対する迅速なＰＣＲ検査等の実施」の割合が 72.0％と最も高く、次いで「防

護具や衛生用品の優先的供給」の割合が 68.0％、「陽性者の入院調整」の割合が 66.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

知っている

知らない

無回答

56.0

44.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 28 ％

ある

ない

無回答

21.4

78.6

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

濃厚接触者の判断や動線の確保やゾーニング等に
ついて専門家の派遣

防護具や衛生用品の優先的供給

利用者・職員に対する迅速なＰＣＲ検査等の実施

職員体制が不足する場合の自治体や他法人による
応援職員体制の支援

風評被害に対する支援

陽性者の入院調整

その他

無回答

30.0

68.0

72.0

46.0

12.0

66.0

8.0

2.0

0 20 40 60 80 100
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問 24 新型コロナウイルス感染症禍における経営への影響の対応として、特に苦慮され

たことはありますか。（回答はいくつでも） 

「職員のシフト調整」の割合が 78.0％と最も高く、次いで「利用者の受け入れ先の確保」の割

合が 36.0％、「代替サービスの提供」の割合が 32.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25 新型コロナウイルス感染症及び物価高騰に伴い、食費や管理費等において利用者

に負担を求めましたか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 12.0％、「いいえ」の割合が 88.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

利用者の受け入れ先の確保

代替サービスの提供

職員のシフト調整

自治体との連絡・連携

周囲の事業者等との連絡・連携

風評被害への対応

再開に向けた準備

情報通信技術（ＩＣＴ）導入等の手続き

外部業者との連絡・連携

職員の生活保障に関する各種事務手続き

その他

特になし

無回答

36.0

32.0

78.0

12.0

30.0

4.0

8.0

0.0

8.0

12.0

12.0

2.0

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

はい

いいえ

無回答

12.0

88.0

0.0

0 20 40 60 80 100



205 

【問 25 で「はい」と回答した方におたずねします。】 

問 25-１ どのような内容で月額負担の増額はいくらでしたか。（自由記載） 

 

内容 月額負担の増加額 

食費 660 円 

食費 300 円 

食事代金（月額ではなく 1 食です。） 50 円 

食材費の増額（給食業者から食材の高騰により、値上げ 

依頼があった。そのため、食材を増額した。） 
4,080 円 

令和 5 年 4 月 1 日より食事代 650 円⇒750 円に変更予定。 100 円 

おやつ代 240 円 

防護服の費用請求 10,000 円 

電気代ガス代 30,000 円 

 

 

問 26 令和３年度介護報酬改定により、感染症や災害が発生した場合の業務継続計画

（ＢＣＰ）等の策定、研修、訓練の実施等が義務づけられましたが（３年間の経

過措置あり）、令和４年 12月末現在の貴事業所の業務継続計画の策定状況につい

てお答えください。（非常災害対策計画等と一体的に策定している場合も含む） 

（回答は１つ） 

「どちらも検討中である」の割合が 54.0％と最も高く、次いで「感染症、自然災害ともにＢＣ

Ｐを策定している」の割合が 36.0％、「感染症のみＢＣＰを策定している」の割合が 10.0％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

感染症、自然災害ともにＢＣＰを策定し
ている

感染症のみＢＣＰを策定している

災害のみＢＣＰを策定している

どちらも検討中である

無回答

36.0

10.0

0.0

54.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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Ⅲ 分析 

１ 前回比較 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

（２）からだを動かすことについて 

問 11 外出を控えていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 40.1％、「いいえ」の割合が 58.1％となっています。 

前回と比較すると、「はい」の割合が増加しています。一方、「いいえ」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

【問 11 で「はい」（外出を控えている）の方のみ】 

問 11-① 外出を控えている理由は、次のどれですか。（いくつでも） 

「新型コロナウイルス感染症対策」の割合が 59.9％と最も高く、次いで「足腰などの痛み」の

割合が 40.9％となっています。 

前回と比較すると、「経済的に出られない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

はい

いいえ

無回答

40.1

58.1

1.8

11.0

79.8

9.2

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 699）

前回（第８期）

（回答者数 = 146）

％

新型コロナウイルス感染症対策

足腰などの痛み

トイレの心配（失禁など)

移動手段がない（自家用車、シルバー
カーなど）

外での楽しみがない

病気

交通手段がない（バス、電車など）

耳の障がい（聞こえの問題など）

目の障がい

経済的に出られない

障がい（脳卒中の後遺症など)

その他

無回答

59.9

40.9

17.5

17.3

16.9

13.7

12.9

9.0

7.3

6.9

4.0

5.0

2.4

－

41.1

15.8

－

15.1

15.8

－

11.6

10.3

12.3

6.8

14.4

0.7

0 20 40 60 80 100
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（５）地域での活動について 

問 32 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。 

（ア～ク それぞれ１つに回答） 

ア ボランティアのグループ 

「参加していない」の割合が 57.0％と最も高くなっています。 

前回と比較すると、「参加していない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ スポーツ関係のグループやクラブ 

「参加していない」の割合が 50.1％と最も高くなっています。 

前回と比較すると、「参加していない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

1.0

0.9

1.1

4.2

3.0

57.0

32.8

1.5

1.4

2.5

6.5

5.2

67.1

15.8

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

3.7

5.2

3.8

3.8

1.9

50.1

31.5

3.9

9.5

5.3

4.2

3.0

60.2

13.8

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）
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ウ 趣味関係のグループ 

「参加していない」の割合が 44.5％と最も高く、次いで「月 1 ～3 回」の割合が 12.0％とな

っています。 

前回と比較すると、「参加していない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 学習・教養サークル 

「参加していない」の割合が 57.2％と最も高くなっています。 

前回と比較すると、「参加していない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

1.7

3.4

4.6

12.0

3.8

44.5

29.9

2.3

6.0

6.8

13.5

6.2

50.5

14.7

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

0.2

0.6

0.7

3.4

2.3

57.2

35.7

0.2

0.8

2.1

6.0

4.4

70.2

16.2

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）
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オ まちかど運動教室・高齢者サロンなどの介護予防のための通いの場 

「参加していない」の割合が 57.3％と最も高くなっています。 

前回と比較すると、「参加していない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 老人クラブ 

「参加していない」の割合が 57.4％と最も高くなっています。 

前回と比較すると、「参加していない」の割合が減少しています。 

  

％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

1.0

1.5

3.3

3.6

1.4

57.3

31.9

0.5

1.1

2.1

4.7

1.9

75.7

14.1

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

0.2

0.5

0.6

3.4

5.2

57.4

32.7

0.3

1.5

0.8

5.5

9.4

71.4

11.1

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）
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キ 町内会・自治会 

「参加していない」の割合が 49.3％と最も高く、次いで「年に数回」の割合が 11.4％となって

います。 

前回と比較すると、「年に数回」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 収入のある仕事 

「参加していない」の割合が 51.8％と最も高くなっています。 

前回と比較すると、「週４回以上」「参加していない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

0.3

0.7

0.6

2.8

11.4

49.3

34.9

0.3

0.8

0.9

6.0

21.7

50.9

19.4

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

週4 回以上

週2 ～3 回

週1 回

月1 ～3 回

年に数回

参加していない

無回答

6.6

3.5

1.3

1.4

1.3

51.8

34.0

11.9

7.1

1.5

2.8

2.3

57.1

17.4

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）
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（６）たすけあいについて 

問 42 家族や友人･ 知人以外で、何かあったときにどこに相談しますか。（いくつで

も） 

「病院」の割合が 34.8％と最も高く、次いで「そのような人はいない」の割合が 24.1％、「市

役所」の割合が 23.5％となっています。 

前回と比較すると、「病院」「地域包括支援センター」の割合が増加しています。一方、「そのよ

うな人はいない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

病院

市役所

地域包括支援センター

ケアマネジャー

民生委員

社会福祉協議会

自治会・町内会・老人クラブ

薬局

その他

そのような人はいない

無回答

34.8

23.5

15.3

11.4

10.0

8.7

6.6

3.4

5.1

24.1

8.1

28.3

20.1

9.0

－

10.6

6.3

8.4

3.4

5.8

35.9

7.2

0 20 40 60 80 100
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問 43 あなたやご家族が日常生活上の支援が必要になったとき、地域の人にどのような

支援をしてほしいと思いますか。（回答は３つまで） 

「急病など緊急時の手助け」の割合が 32.3％と最も高く、次いで「災害時の手助け」の割合が

26.4％、「買物」の割合が 23.5％となっています。 

前回と比較すると、「外出の際の移動手段」「災害時の手助け」「安否確認等の定期的な声かけ・

見守り」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

急病など緊急時の手助け

災害時の手助け

買物

外出の際の移動手段

通院などの付き添い

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

掃除・洗濯・炊事

ごみ出し

話し相手

庭の手入れ

その他

特にない

無回答

32.3

26.4

23.5

23.2

13.8

12.9

11.4

8.0

6.8

5.8

1.0

15.7

13.1

30.9

32.6

22.0

30.2

9.8

22.9

16.4

10.7

－

8.3

2.0

15.5

3.3

0 20 40 60 80 100
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問 44 問 43のような手助けに対し、費用の負担をすることをどう思いますか。（回答は

１つ） 

「金額によっては、手助けしてもらいたい」の割合が 42.9％と最も高く、次いで「費用の負担

をしても、手助けしてもらいたい」の割合が 29.2％、「費用負担が必要なら、手助けしてもらわ

なくてもよい」の割合が 10.8％となっています。 

前回と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 45 あなたのご近所で、高齢者や障がい者のみの世帯など、困っている世帯があった

ら、どんな対応ができますか。（いくつでも） 

「話し相手」の割合が 33.3％と最も高く、次いで「安否確認等の定期的な声かけ・見守り」の

割合が 28.4％、「災害時の手助け」の割合が 25.5％となっています。 

前回と比較すると、「ごみ出し」「災害時の手助け」「安否確認等の定期的な声かけ・見守り」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

金額によっては、手助けしてもらいたい

費用の負担をしても、手助けしてもらい
たい
費用負担が必要なら、手助けしてもらわ
なくてもよい

その他

無回答

42.9

29.2

10.8

3.1

13.9

41.2

32.7

11.6

5.4

9.1

0 20 40 60 80 100

％

話し相手

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

災害時の手助け

急病など緊急時の手助け

ごみ出し

買物

外出の際の移動手段

通院などの付き添い

庭の手入れ

掃除・洗濯・炊事

その他

特にない

無回答

33.3

28.4

25.5

24.6

22.6

22.1

12.4

8.4

5.2

4.4

2.8

19.8

8.0

－

43.0

37.6

29.3

28.5

22.3

16.2

8.4

8.7

6.6

5.0

15.7

4.7

0 20 40 60 80 100
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問 46 問 45のような手助けに対し、報酬をもらうことをどう思いますか。（回答は１

つ） 

「報酬はもらわなくても、進んで手助けする」の割合が 66.4％と最も高くなっています。 

前回と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 47 生活支援コーディネーターを知っていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 14.9％、「いいえ」の割合が 79.7％となっています。 

前回と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

報酬はもらわなくても、進んで手助けする

報酬がもらえるなら、進んで手助けする

金額によっては、進んで手助けする

その他

無回答

66.4

3.3

2.0

11.9

16.3

69.2

3.2

4.1

12.0

11.6

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

14.9

79.7

5.4

14.1

81.4

4.4

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）
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（８）介護予防について 

問 58 介護予防（介護が必要な状態にならないようにすること）について、以下の活動

を知っていますか。また、参加したいですか。（それぞれ回答は１つ） 

認知度 ア まちかど運動教室（介護予防を目的とした体操教室） 

「知っている」の割合が 35.2％、「知らない」の割合が 56.0％となっています。 

前回と比較すると、「知っている」の割合が増加しています。一方、「知らない」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

参加意欲 ア まちかど運動教室（介護予防を目的とした体操教室） 

「参加したくない」の割合が 46.9％と最も高く、次いで「参加していたが、現在は参加してい

ない」の割合が 12.4％、「現在参加している・参加したい」の割合が 12.3％となっています。 

前回と比較すると、「現在参加している・参加したい」「参加したくない」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知度 イ 高齢者サロン（身近な場所で高齢者等が定期的に交流する場） 

「知っている」の割合が 37.1％、「知らない」の割合が 54.2％となっています。 

前回と比較すると、「知っている」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

知っている

知らない

無回答

35.2

56.0

8.8

24.8

61.9

13.3

0 20 40 60 80 100

％

現在参加している・参加したい

参加していたが、現在は参加していない

参加したくない

無回答

12.3

12.4

46.9

28.3

23.9

－

56.2

19.8

0 20 40 60 80 100

％

知っている

知らない

無回答

37.1

54.2

8.7

31.0

57.1

12.0

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）
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参加意欲 イ 高齢者サロン（身近な場所で高齢者等が定期的に交流する場） 

「参加したくない」の割合が 53.3％と最も高く、次いで「現在参加している・参加したい」の

割合が 10.4％となっています。 

前回と比較すると、「現在参加している・参加したい」「参加したくない」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知度 ウ 老人福祉センターの健康教室・講座（福祉体育館内で体操やヨガなど健康づくりの事業を

行っています。） 

「知っている」の割合が 47.4％、「知らない」の割合が 43.7％となっています。 

前回と比較すると、「知っている」の割合が増加しています。一方、「知らない」の割合が減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加意欲 ウ 老人福祉センターの健康教室・講座（福祉体育館内で体操やヨガなど健康づくりの事業

を行っています。） 

「参加したくない」の割合が 51.7％と最も高くなっています。 

前回と比較すると、「現在参加している・参加したい」「参加したくない」の割合が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

  

％

現在参加している・参加したい

参加していたが、現在は参加していない

参加したくない

無回答

10.4

6.7

53.3

29.7

19.7

－

61.4

18.9

0 20 40 60 80 100

％

知っている

知らない

無回答

47.4

43.7

8.9

38.2

50.1

11.7

0 20 40 60 80 100

％

現在参加している・参加したい

参加していたが、現在は参加していない

参加したくない

無回答

9.8

10.9

51.7

27.6

22.9

－

59.0

18.1

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）
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（９）認知症について 

問 60 認知症に関する相談窓口を知っていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 26.5％、「いいえ」の割合が 69.3％となっています。 

前回と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 62 認知症サポーターを知っていますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 10.7％、「いいえ」の割合が 83.9％となっています。 

前回と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

はい

いいえ

無回答

10.7

83.9

5.4

15.6

80.8

3.6

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

はい

いいえ

無回答

26.5

69.3

4.1

26.3

70.7

3.0

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）
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（10）在宅医療について 

問 64 日ごろから治療や指導を受けたり、健康について相談できる「かかりつけ医」が

いますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 72.9％、「いいえ」の割合が 19.6％となっています。 

前回と比較すると、「いいえ」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 65 日ごろから治療や指導を受けたり、歯の健康について相談できる「かかりつけ歯

科医」はいますか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 69.0％、「いいえ」の割合が 23.1％となっています。 

前回と比較すると、「はい」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 66 日ごろから指導を受けたり、薬に関して相談できる「かかりつけ薬局」はありま

すか。（回答は１つ） 

「はい」の割合が 42.1％、「いいえ」の割合が 49.9％となっています。 

前回と比較すると、「はい」の割合が増加しています。一方、「いいえ」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

％

はい

いいえ

無回答

72.9

19.6

7.5

71.7

25.1

3.2

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

69.0

23.1

8.0

77.1

20.3

2.6

0 20 40 60 80 100

％

はい

いいえ

無回答

42.1

49.9

8.0

36.3

59.8

3.9

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）
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（11）介護保険について 

問 67 今後、あなたご自身に介護が必要となった場合、どのような介護を希望します

か。（回答は１つ） 

「介護保険のヘルパーなどのサービスを積極的に利用しながら自宅で介護してほしい」の割合

が 35.6％と最も高く、次いで「わからない」の割合が 20.2％、「老人ホームなどに入所したい」

の割合が 18.3％となっています。 

前回と比較すると、「家族などを中心に自宅で介護してほしい」の割合が増加しています。一

方、「介護保険のヘルパーなどのサービスを積極的に利用しながら自宅で介護してほしい」「老人

ホームなどに入所したい」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 68 地域包括支援センターの役割として知っているものはどれですか。（いくつで

も） 

「すべて知らない」の割合が 36.9％と最も高く、次いで「介護のこと、介護保険利用の相談窓

口」の割合が 34.7％となっています。 

前回と比較すると、「すべて知らない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

介護保険のヘルパーなどのサービスを積極的に利
用しながら自宅で介護してほしい

老人ホームなどに入所したい

家族などを中心に自宅で介護してほしい

わからない

無回答

35.6

18.3

14.9

20.2

11.0

44.7

25.2

9.8

16.9

3.3

0 20 40 60 80 100

％

介護のこと、介護保険利用の相談窓口

ケアマネジャーへの支援や指導

支援の認定を受けた人のケアプラン作成

介護予防講座の開催

高齢者虐待の相談を受け、対応する

成年後見制度の利用支援

地域のネットワークづくり

すべて知らない

無回答

34.7

26.4

24.8

15.4

8.9

5.6

5.5

36.9

11.1

35.7

24.9

27.1

20.1

8.0

9.7

7.0

42.0

6.5

0 20 40 60 80 100
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（12）市の高齢者福祉について 

問 69 介護保険以外の高齢者福祉サービスについて、今後利用したいサービスはありま

すか。（回答は３つまで） 

「配食サービス（安否確認を兼ねて、栄養バランスの取れた食事を提供します）」の割合が

38.3％と最も高く、次いで「介護タクシー利用料金の助成」の割合が 28.9％、「医療費（福祉医

療）の助成」の割合が 28.7％となっています。 

前回と比較すると、「緊急通報装置の設置（緊急通報システムにより緊急事態に対応します）」

「ミニバスの無料サービス（75 歳以上の人のバス料金を無料にします）」の割合が減少していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回の選択肢「介護タクシー利用料金の助成」は、前回の選択肢「タクシー券交付」に統一しました。  

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

配食サービス（安否確認を兼ねて、栄養バランスの取れ
た食事を提供します）

介護タクシー利用料金の助成

医療費（福祉医療）の助成

緊急通報装置の設置（緊急通報システムにより緊急事態
に対応します）

介護用品の支給（おむつ、尿とりパットを支給します）

ミニバスの無料サービス（75歳以上の人のバス料金を無
料にします）

訪問理美容サービス（理美容師が自宅に訪問し散髪しま
す）

寝具洗濯乾燥サービス（専門業者により寝具を回収し洗
濯、乾燥します）

家具転倒防止器具の取り付け（家具の転倒を防止する器
具の取り付け・給付を行います）

日常生活用具の給付（電磁調理器などを支給します）

徘徊高齢者家族支援サービス（徘徊行動のある高齢者を
介護している人に位置探索用の端末装置を貸し出しま
す）

いまどこねっと（知立市徘徊高齢者捜索メール配信シス
テムにより徘徊で行方不明となった高齢者の捜索への協
力を行います）

耐震シェルター等設置補助金

特にない

無回答

38.3

28.9

28.7

20.2

17.9

11.1

9.6

6.2

5.1

4.6

3.6

1.8

1.0

12.6

17.3

39.1

－

－

27.4

17.1

19.4

9.2

7.9

5.5

4.1

6.5

5.0

－

13.9

11.4

0 20 40 60 80 100
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問 71 高齢者の方々が生きがいをもって暮らすために、今後、市が特に力を入れるべき

と思うものをお答えください。（回答は３つまで） 

「健康づくり活動の充実」の割合が 48.2％と最も高く、次いで「安否確認の体制づくり」の割

合が 33.8％となっています。 

前回と比較すると、「就労機会の拡大」「ボランティア活動の紹介」「教養活動の充実」の割合が

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

健康づくり活動の充実

安否確認の体制づくり

ボランティア活動の紹介

高齢者スポーツ活動の充実

就労機会の拡大

教養活動の充実

その他

無回答

48.2

33.8

17.4

16.6

15.7

15.5

5.5

20.5

－

－

6.4

13.8

10.4

10.4

3.9

16.5

0 20 40 60 80 100
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（13）終末期の考え方について 

問 72 あなたご自身が病気などで最期を迎えるとしたら、どこで迎えたいと思います

か。（回答は１つ） 

「自宅」の割合が 42.7％と最も高く、次いで「病院」の割合が 28.8％、「わからない」の割合

が 18.9％となっています。 

前回と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 73 「人生会議（ＡＣＰ）」について、知っていますか。（回答は１つ） 

「知らない」の割合が 84.2％と最も高く、次いで「言葉を聞いたことはある」の割合が 10.3％

となっています。 

前回と比較すると、「知らない」の割合が増加しています。一方、「言葉を聞いたことはある」

の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

自宅

病院

施設

その他

わからない

無回答

42.7

28.8

4.4

0.6

18.9

4.5

40.8

26.4

3.8

1.4

19.9

7.7

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

知らない

言葉を聞いたことはある

よく知っている

無回答

84.2

10.3

1.4

4.1

69.2

18.6

4.2

8.0

0 20 40 60 80 100
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問 74 あなたは、「人生会議（ＡＣＰ）」について、考えていますか。（いくつでも） 

「考えていない」の割合が 59.4％と最も高く、次いで「自分ひとりで考えたことがある」の割

合が 21.9％、「家族と話し合ったことがある」の割合が 16.0％となっています。 

前回と比較すると、「考えていない」の割合が増加しています。一方、「自分ひとりで考えたこ

とがある」「家族と話し合ったことがある」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 74 で「自分ひとりで考えたことがある」「かかりつけ医に相談したことがある」「家族と話し

合ったことがある」の方のみ】 

問 74-① どのような内容を考えましたか、または話しましたか。（いくつでも） 

「意思決定ができなくなった場合の対応に関すること」の割合が 52.2％と最も高く、次いで

「希望する医療・ケアに関すること」の割合が 49.8％、「病状や予後に関すること」の割合が 47.6％

となっています。 

前回と比較すると、「病状や予後に関すること」の割合が増加しています。一方、「意思決定が

できなくなった場合の対応に関すること」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今回（第９期）

（回答者数 = 1,744）

前回（第８期）

（回答者数 = 1,330）

％

考えていない

自分ひとりで考えたことがある

家族と話し合ったことがある

かかりつけ医に相談したことがあ
る

無回答

59.4

21.9

16.0

2.2

5.9

38.1

28.0

25.3

2.0

10.7

0 20 40 60 80 100

今回（第９期）

（回答者数 = 605）

前回（第８期）

（回答者数 = 681）

％

意思決定ができなくなった場合の対応に
関すること

希望する医療・ケアに関すること

病状や予後に関すること

その他

無回答

52.2

49.8

47.6

3.1

6.6

57.3

45.5

37.4

3.2

2.9

0 20 40 60 80 100
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２ クロス集計 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

（２）からだを動かすことについて 

問４ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか。（回答は１つ） 

【高齢者の外出タイプ別】 

高齢者の外出タイプ別にみると、インドア派内向的で「できない」の割合が、インドア派外交

的で「できない」の割合が、アウトドア派外交的で「できるし、している」の割合が高くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  48.4  23.1  25.1  3.4  

インドア派 外交的 122  35.2  19.7  41.8  3.3  

インドア派 内向的 209  21.5  21.5  52.6  4.3  

アウトドア派 外交的 721  59.5  26.8  12.2  1.5  

アウトドア派 内向的 446  53.4  20.9  24.2  1.6  
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問５ 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。（回答は１つ） 

【高齢者の外出タイプ別】 

高齢者の外出タイプ別にみると、インドア派内向的で「できない」の割合が、アウトドア派外

交的で「できるし、している」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  63.5  14.3  19.5  2.7  

インドア派 外交的 122  45.1  18.0  32.8  4.1  

インドア派 内向的 209  38.8  12.9  47.4  1.0  

アウトドア派 外交的 721  78.4  12.2  8.5  1.0  

アウトドア派 内向的 446  66.8  13.5  18.6  1.1  

 

問６ 15分位続けて歩いていますか。（回答は１つ） 

【高齢者の外出タイプ別】 

高齢者の外出タイプ別にみると、インドア派内向的で「できない」の割合が、アウトドア派外

交的で「できるし、している」の割合が、インドア派外交的で「できない」の割合が高くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  63.0  19.6  14.5  2.9  

インドア派 外交的 122  47.5  26.2  24.6  1.6  

インドア派 内向的 209  35.9  23.9  39.2  1.0  

アウトドア派 外交的 721  77.8  16.8  4.3  1.1  

アウトドア派 内向的 446  64.8  22.4  11.7  1.1  
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問７ 過去 1年間に転んだ経験がありますか。（回答は１つ） 

【高齢者の外出タイプ別】 

高齢者の外出タイプ別にみると、アウトドア派で「ない」の割合が高くなっています。インド

ア派では、「何度もある」と「1 度ある」を合わせると半数以上が 1年間に転んだ経験があります。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
度
も
あ
る 

１
度
あ
る 

な
い 

無
回
答 

全  体 1744  12.2  25.3  60.1  2.4  

インドア派 外交的 122  17.2  32.8  50.0  － 

インドア派 内向的 209  22.5  31.1  45.9  0.5  

アウトドア派 外交的 721  8.2  23.4  67.7  0.7  

アウトドア派 内向的 446  11.0  24.4  63.5  1.1  

 

 

問８ 転倒に対する不安は大きいですか。（回答は１つ） 

【高齢者の外出タイプ別】 

全体に不安を感じている割合が高くなっています。高齢者の外出タイプ別にみると、インドア

派では「とても不安である」と「やや不安である」の割合に大きな差はみられません。アウトド

ア派では、「とても不安である」よりも「やや不安である」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
不
安
で
あ
る 

や
や
不
安
で
あ
る 

あ
ま
り
不
安
で
な
い 

不
安
で
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  22.0  40.4  21.4  13.9  2.2  

インドア派 外交的 122  40.2  39.3  15.6  4.1  0.8  

インドア派 内向的 209  42.1  42.6  11.5  2.9  1.0  

アウトドア派 外交的 721  14.0  39.0  28.6  18.0  0.4  

アウトドア派 内向的 446  17.7  42.8  21.1  17.7  0.7  
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（３）食べることについて 

問 14 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。（回答は１つ） 

【高齢者の外出タイプ別】 

高齢者の外出タイプ別にみると、アウトドア派で「いいえ」の割合が高くなっています。イン

ドア派では大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  33.9  62.0  4.1  

インドア派 外交的 122  44.3  50.8  4.9  

インドア派 内向的 209  48.3  47.4  4.3  

アウトドア派 外交的 721  26.6  70.3  3.1  

アウトドア派 内向的 446  32.3  64.3  3.4  

 

 

問 15 お茶や汁物等でむせることがありますか。（回答は１つ） 

【高齢者の外出タイプ別】 

高齢者の外出タイプ別にみると、インドア派内向的で「はい」の割合が、インドア派外交的で

「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  32.1  63.6  4.3  

インドア派 外交的 122  38.5  56.6  4.9  

インドア派 内向的 209  45.0  51.2  3.8  

アウトドア派 外交的 721  29.0  68.2  2.8  

アウトドア派 内向的 446  30.3  65.5  4.3  
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問 18 どなたかと食事をともにする機会はありますか。（回答は１つ） 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、他に比べ、１人暮らしで「月に何度かある」の割合が、息子・娘との２

世帯で「毎日ある」の割合が、夫婦２人暮らし（配偶者 64歳以下)で「毎日ある」の割合が高く

なっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
あ
る 

週
に
何
度
か
あ
る 

月
に
何
度
か
あ
る 

年
に
何
度
か
あ
る 

ほ
と
ん
ど
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  51.8  8.9  15.1  9.6  10.0  4.6  

１人暮らし 367  3.0  17.4  36.5  17.7  21.0  4.4  

夫婦２人暮らし（配偶者 65
歳以上) 

610  65.1  6.1  9.7  8.4  7.4  3.4  

夫婦２人暮らし（配偶者 64
歳以下) 

85  67.1  4.7  5.9  14.1  － 8.2  

息子・娘との２世帯 253  67.6  7.5  9.1  4.7  6.7  4.3  

その他 271  64.2  7.7  8.9  5.9  8.1  5.2  
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（６）たすけあいについて 

問 40 友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。（回答は１つ） 

【高齢者の外出タイプ別】 

高齢者の外出タイプ別にみると、インドア派内向的で「ほとんどない」の割合が、アウトドア

派外交的で「週に何度かある」の割合が、インドア派外交的で「月に何度かある」の割合が高く

なっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
あ
る 

週
に
何
度
か
あ
る 

月
に
何
度
か
あ
る 

年
に
何
度
か
あ
る 

ほ
と
ん
ど
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  4.9  24.6  29.3  14.4  19.9  6.9  

インドア派 外交的 122  2.5  18.0  36.9  16.4  18.9  7.4  

インドア派 内向的 209  1.4  6.7  20.1  11.5  51.7  8.6  

アウトドア派 外交的 721  5.7  33.6  33.1  13.5  8.9  5.3  

アウトドア派 内向的 446  5.8  21.3  26.7  17.3  24.2  4.7  
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問 43 あなたやご家族が日常生活上の支援が必要になったとき、地域の人にどのような

支援をしてほしいと思いますか。（回答は３つまで） 

【費用負担についての考え方別】※問 44 

費用負担についての考え方別にみると、他に比べ、費用の負担をしても、手助けしてもらいた

いで「急病など緊急時の手助け」「災害時の手助け」の割合が、金額によっては、手助けしてもら

いたいで「買物」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

外
出
の
際
の
移
動
手

段 話
し
相
手 

買
物 

ご
み
出
し 

庭
の
手
入
れ 

掃
除
・
洗
濯
・
炊
事 

通
院
な
ど
の
付
き
添

い 急
病
な
ど
緊
急
時
の

手
助
け 

災
害
時
の
手
助
け 

安
否
確
認
等
の
定
期

的
な
声
か
け
・
見
守
り 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  23.2  6.8  23.5  8.0  5.8  11.4  13.8  32.3  26.4  12.9  1.0  15.7  13.1  

費用の負担
をしても、
手助けして
もらいたい 

510  27.5  6.5  26.3  8.6  6.1  11.4  16.5  42.4  33.5  12.2  1.4  5.3  10.0  

金額によっ
ては、手助
けしてもら
いたい 

749  29.2  7.9  29.6  8.5  8.3  15.0  18.2  36.4  28.3  15.9  0.5  9.1  9.6  

費用負担が
必要なら、
手助けして
もらわなく
てもよい 

189  15.3  7.9  19.0  10.1  2.6  10.6  7.9  21.2  24.9  15.3  2.1  32.3  5.8  

その他 54  5.6  5.6  11.1  － － － 1.9  11.1  13.0  7.4  3.7  61.1  9.3  
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問 45 あなたのご近所で、高齢者や障がい者のみの世帯など、困っている世帯があった

ら、どんな対応ができますか。（いくつでも） 

【報酬についての考え方別】※問 46 

報酬についての考え方別にみると、他に比べ、報酬がもらえるなら、進んで手助けするで「外

出の際の移動手段」「買物」の割合が、金額によっては、進んで手助けするで「外出の際の移動手

段」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

外
出
の
際
の
移
動
手

段 話
し
相
手 

買
物 

ご
み
出
し 

庭
の
手
入
れ 

掃
除
・
洗
濯
・
炊
事 

通
院
な
ど
の
付
き
添

い 急
病
な
ど
緊
急
時
の

手
助
け 

災
害
時
の
手
助
け 

安
否
確
認
等
の
定
期

的
な
声
か
け
・
見
守
り 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  12.4  33.3  22.1  22.6  5.2  4.4  8.4  24.6  25.5  28.4  2.8  19.8  8.0  

報酬はもら
わ な く て
も、進んで
手助けする 

1158  14.9  42.2  28.2  30.2  7.1  5.4  10.4  32.6  34.4  38.5  1.4  8.3  1.7  

報酬がもら
えるなら、
進んで手助
けする 

58  29.3  36.2  36.2  29.3  8.6  10.3  15.5  20.7  24.1  19.0  1.7  17.2  1.7  

金額によっ
ては、進ん
で手助けす
る 

35  22.9  28.6  31.4  11.4  2.9  5.7  17.1  22.9  20.0  22.9  2.9  17.1  － 

その他 208  4.3  16.3  6.3  4.8  1.0  1.4  1.9  8.7  7.7  9.6  11.1  58.7  3.8  
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（７）健康について 

問 50 現在のあなたの健康状態はいかがですか。（回答は１つ） 

【高齢者の外出タイプ別】 

高齢者の外出タイプ別にみると、アウトドア派で「まあよい」の割合が高くなっています。ま

た、インドア派に比べ「とてもよい」の割合も高くなっています。反対に、インドア派では、ア

ウトドア派に比べ「まあよい」の割合が低く、「あまりよくない」「よくない」の割合が高くなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
よ
い 

ま
あ
よ
い 

あ
ま
り
よ
く
な
い 

よ
く
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  8.3  62.2  21.4  5.6  2.6  

インドア派 外交的 122  3.3  53.3  31.1  10.7  1.6  

インドア派 内向的 209  1.9  37.8  42.1  14.4  3.8  

アウトドア派 外交的 721  12.1  70.3  14.3  1.4  1.9  

アウトドア派 内向的 446  8.7  65.5  19.7  4.7  1.3  
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（８）介護予防について 
【問 57 で「取り組んでいない」の方のみ】 

問 57-① あなたが介護予防に取り組んでいない理由を教えてください。（回答は１つ） 

【まちかど運動教室の参加意欲別】※問 58 

まちかど運動教室の参加意欲別にみると、他に比べ、現在参加している・参加したいで「興味

があるが、具体的な取り組み方がわからない」「きっかけがあれば取り組みたい」の割合が、参加

していたが、現在は参加していないで「興味があるが、具体的な取り組み方がわからない」の割

合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

健
康
状
態
が
良
い
た

め 体
力
が
落
ち
て
き
て

か
ら
取
り
組
み
た
い 

も
う
少
し
歳
を
と
っ

て
か
ら
取
り
組
み
た

い き
っ
か
け
が
あ
れ
ば

取
り
組
み
た
い 

興
味
が
あ
る
が
、
具
体

的
な
取
り
組
み
方
が

わ
か
ら
な
い 

興
味
・
関
心
が
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 698  20.1  8.2  8.3  18.9  21.3  7.9  3.3  12.0  

現在参加している・
参加したい 

56  10.7  5.4  1.8  30.4  41.1  1.8  1.8  7.1  

参加していたが、現
在は参加していな
い 

71  15.5  9.9  2.8  21.1  28.2  5.6  4.2  12.7  

参加したくない 392  22.2  8.2  9.2  17.6  18.9  9.2  3.8  11.0  

 

 

【高齢者サロンの参加意欲別】※問 58 

高齢者サロンの参加意欲別にみると、他に比べ、参加していたが、現在は参加していないで「き

っかけがあれば取り組みたい」の割合が、現在参加している・参加したいで「きっかけがあれば

取り組みたい」「興味があるが、具体的な取り組み方がわからない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

健
康
状
態
が
良
い
た

め 体
力
が
落
ち
て
き
て

か
ら
取
り
組
み
た
い 

も
う
少
し
歳
を
と
っ

て
か
ら
取
り
組
み
た

い き
っ
か
け
が
あ
れ
ば

取
り
組
み
た
い 

興
味
が
あ
る
が
、
具
体

的
な
取
り
組
み
方
が

わ
か
ら
な
い 

興
味
・
関
心
が
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 698  20.1  8.2  8.3  18.9  21.3  7.9  3.3  12.0  

現在参加している・
参加したい 

51  17.6  3.9  2.0  27.5  29.4  3.9  2.0  13.7  

参加していたが、現
在は参加していな
い 

35  11.4  17.1  11.4  28.6  8.6  8.6  5.7  8.6  

参加したくない 434  22.1  8.1  8.1  17.5  21.2  8.5  3.7  10.8  
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【老人福祉センターの健康教室・講座の参加意欲別】※問 58 

老人福祉センターの健康教室・講座の参加意欲別にみると、他に比べ、現在参加している・参

加したいで「興味があるが、具体的な取り組み方がわからない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

健
康
状
態
が
良
い
た

め 体
力
が
落
ち
て
き
て

か
ら
取
り
組
み
た
い 

も
う
少
し
歳
を
と
っ

て
か
ら
取
り
組
み
た

い き
っ
か
け
が
あ
れ
ば

取
り
組
み
た
い 

興
味
が
あ
る
が
、
具
体

的
な
取
り
組
み
方
が

わ
か
ら
な
い 

興
味
・
関
心
が
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 698  20.1  8.2  8.3  18.9  21.3  7.9  3.3  12.0  

現在参加している・
参加したい 

46  15.2  6.5  8.7  17.4  41.3  － 2.2  8.7  

参加していたが、現
在は参加していな
い 

52  21.2  7.7  5.8  21.2  23.1  5.8  3.8  11.5  

参加したくない 426  21.8  8.5  8.5  18.5  19.0  9.4  3.5  10.8  

 

 

問 58 介護予防（介護が必要な状態にならないようにすること）について、以下の活動

を知っていますか。また、参加したいですか。（それぞれ回答は１つ） 

認知度 ア まちかど運動教室（介護予防を目的とした体操教室） 

「知っている」の割合が 35.2％、「知らない」の割合が 56.0％となっています。 

【まちかど運動教室の参加意欲別】 

まちかど運動教室の参加意欲別にみると、他に比べ、参加していたが、現在は参加していない

で「知っている」の割合が、現在参加している・参加したいで「知っている」の割合が、参加し

たくないで「知らない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  35.2  56.0  8.8  

現在参加している・参加したい 215  72.1  25.6  2.3  

参加していたが、現在は参加していない 217  72.8  22.6  4.6  

参加したくない 818  30.0  67.4  2.7  
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認知度 イ 高齢者サロン（身近な場所で高齢者等が定期的に交流する場） 

【高齢者サロンの参加意欲別】 

高齢者サロンの参加意欲別にみると、他に比べ、現在参加している・参加したいで「知ってい

る」の割合が、参加していたが、現在は参加していないで「知っている」の割合が、参加したく

ないで「知らない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  37.1  54.2  8.7  

現在参加している・参加したい 181  82.3  16.6  1.1  

参加していたが、現在は参加していない 116  74.1  22.4  3.4  

参加したくない 929  36.7  60.5  2.8  

 

 

認知度 ウ 老人福祉センターの健康教室・講座（福祉体育館内で体操やヨガなど健康づくりの事業を

行っています。） 

【老人福祉センターの健康教室・講座の参加意欲別】 

老人福祉センターの健康教室・講座の参加意欲別にみると、他に比べ、参加していたが、現在

は参加していないで「知っている」の割合が、現在参加している・参加したいで「知っている」

の割合が、参加したくないで「知らない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1744  47.4  43.7  8.9  

現在参加している・参加したい 171  77.8  19.3  2.9  

参加していたが、現在は参加していない 190  85.3  12.1  2.6  

参加したくない 902  46.5  50.7  2.9  

 

 

  



236 

（９）認知症について 

問 59 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。（回答は１

つ） 

【ひまわりカフェの認知度別】※問 61 

ひまわりカフェの認知度別にみると、他に比べ、はいで「はい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  10.7  84.5  4.8  

はい 192  16.1  82.3  1.6  

いいえ 1465  10.4  87.9  1.7  

 

 

問 60 認知症に関する相談窓口を知っていますか。（回答は１つ） 

【認知症の症状の有無別】 

認知症の症状の有無別にみると、はいで「はい」の割合が、いいえで「いいえ」の割合が高く

なっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1744  26.5  69.3  4.1  

はい（認知症の症状あり） 187  59.4  40.1  0.5  

いいえ（認知症の症状なし） 1474  23.4  75.8  0.8  
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在宅介護実態調査 

（１）あて名の方ご自身のことについて 
【問８で「みられる」と回答した方にお伺いします】 

問８-１ それは以下のどの状態に近いですか。次の番号から選んでください。 

（１つを選択） 

【現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービス別】 

現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービス別にみると、他に比べ、サロ

ンなどの定期的な通いの場で「日常生活は誰かが見てくれていれば自立できている」の割合が、

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）で「日常生活に問題のある行動を頻繁に起こしてしまうため、

常に介護を受けている」の割合が、ゴミ出しで「日常生活は誰かが見てくれていれば自立できて

いる」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
ら
か
の
認
知
症
の
症
状

は
あ
る
も
の
の
、
日
常
生

活
は
自
立
し
て
い
る 

日
常
生
活
は
誰
か
が
見
て

く
れ
て
い
れ
ば
自
立
で
き

て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
が
時
々
あ
る
た
め
、

介
護
を
受
け
て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
を
頻
繁
に
起
こ
し
て

し
ま
う
た
め
、
常
に
介
護

を
受
け
て
い
る 

著
し
い
精
神
症
状
、
問
題

行
動
が
あ
り
、
専
門
医
療

を
受
け
て
い
る 

無
回
答 

全  体 292  24.0  31.2  26.0  12.3  1.7  4.8  

宅配給食 49  34.7  32.7  30.6  － － 2.0  

調理 15  20.0  33.3  20.0  13.3  － 13.3  

掃除・洗濯 31  25.8  35.5  19.4  9.7  3.2  6.5  

買い物（宅配は含まな
い） 

17  29.4  35.3  17.6  5.9  － 11.8  

ゴミ出し 16  31.3  43.8  18.8  6.3  － － 

外出同行（通院、買い物
など） 

18  16.7  38.9  11.1  16.7  5.6  11.1  

移送サービス（介護・福
祉ﾀｸｼｰ等） 

28  10.7  21.4  25.0  28.6  3.6  10.7  

見守り、声かけ 23  17.4  39.1  17.4  17.4  － 8.7  

サロンなどの定期的な
通いの場 

17  11.8  70.6  11.8  5.9  － － 

その他 17  11.8  17.6  47.1  5.9  17.6  － 

利用していない 130  28.5  30.0  25.4  10.8  0.8  4.6  
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【今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス別（現在利用しているが、さらなる充実が

必要と感じる支援・サービスを含む）】 

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス別（現在利用しているが、さらなる充実

が必要と感じる支援・サービスを含む）にみると、他に比べ、見守り、声かけで「日常生活に問

題のある行動が時々あるため、介護を受けている」の割合が、サロンなどの定期的な通いの場で

「日常生活は誰かが見てくれていれば自立できている」の割合が、宅配給食で「何らかの認知症

の症状はあるものの、日常生活は自立している」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
ら
か
の
認
知
症
の
症
状

は
あ
る
も
の
の
、
日
常
生

活
は
自
立
し
て
い
る 

日
常
生
活
は
誰
か
が
見
て

く
れ
て
い
れ
ば
自
立
で
き

て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
が
時
々
あ
る
た
め
、

介
護
を
受
け
て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
を
頻
繁
に
起
こ
し
て

し
ま
う
た
め
、
常
に
介
護

を
受
け
て
い
る 

著
し
い
精
神
症
状
、
問
題

行
動
が
あ
り
、
専
門
医
療

を
受
け
て
い
る 

無
回
答 

全  体 292  24.0  31.2  26.0  12.3  1.7  4.8  

宅配給食 19  42.1  21.1  31.6  5.3  － － 

調理 4  － 50.0  25.0  － 25.0  － 

掃除・洗濯 5  － 40.0  40.0  20.0  － － 

買い物（宅配は含まな
い） 

3  33.3  33.3  － － － 33.3  

ゴミ出し 2  － 50.0  50.0  － － － 

外出同行（通院、買い物
など） 

18  16.7  22.2  27.8  27.8  － 5.6  

移送サービス（介護・福
祉ﾀｸｼｰ等） 

29  31.0  24.1  24.1  10.3  6.9  3.4  

見守り、声かけ 14  7.1  28.6  50.0  14.3  － － 

サロンなどの定期的な
通いの場 

14  14.3  50.0  14.3  14.3  － 7.1  

その他 19  5.3  31.6  36.8  10.5  5.3  10.5  

特になし 89  24.7  33.7  24.7  13.5  － 3.4  
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【今後の介護方法希望別】 

今後の介護方法希望別にみると、他に比べ、自宅で家族の介護の他に、介護保険の在宅サービ

スなどを利用したいで「日常生活は誰かが見てくれていれば自立できている」の割合が、特別養

護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設を利用したいで「日常生活に問題のある行動が

時々あるため、介護を受けている」の割合が、グループホームや有料老人ホームなどの家庭的な

雰囲気の施設を利用したいで「何らかの認知症の症状はあるものの、日常生活は自立している」

の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
ら
か
の
認
知
症
の
症
状

は
あ
る
も
の
の
、
日
常
生
活

は
自
立
し
て
い
る 

日
常
生
活
は
誰
か
が
見
て

く
れ
て
い
れ
ば
自
立
で
き

て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
が
時
々
あ
る
た
め
、
介

護
を
受
け
て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
を
頻
繁
に
起
こ
し
て

し
ま
う
た
め
、
常
に
介
護
を

受
け
て
い
る 

著
し
い
精
神
症
状
、
問
題
行

動
が
あ
り
、
専
門
医
療
を
受

け
て
い
る 

無
回
答 

全  体 292  24.0  31.2  26.0  12.3  1.7  4.8  

自宅で家族だけで介護してほし
い 

25  32.0  32.0  16.0  12.0  － 8.0  

自宅で家族の介護の他に、介護保
険の在宅サービスなどを利用し
たい 

84  22.6  42.9  22.6  7.1  1.2  3.6  

自宅で介護保険の在宅サービス
などだけで生活したい 

16  25.0  18.8  31.3  12.5  － 12.5  

グループホームや有料老人ホー
ムなどの家庭的な雰囲気の施設
を利用したい 

34  32.4  23.5  23.5  11.8  2.9  5.9  

特別養護老人ホームや老人保健
施設などの介護保険施設を利用
したい 

80  22.5  20.0  37.5  17.5  － 2.5  

その他 14  28.6  21.4  28.6  7.1  14.3  － 
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【現在、主な介護者の方が行っている介護別】 

現在、主な介護者の方が行っている介護別にみると、他に比べ、夜間の排泄で「日常生活に問

題のある行動が時々あるため、介護を受けている」の割合が、食事の介助（食べる時）で「日常

生活に問題のある行動を頻繁に起こしてしまうため、常に介護を受けている」の割合が、日中の

排泄で「日常生活に問題のある行動が時々あるため、介護を受けている」の割合が高くなってい

ます。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
ら
か
の
認
知
症
の
症
状

は
あ
る
も
の
の
、
日
常
生

活
は
自
立
し
て
い
る 

日
常
生
活
は
誰
か
が
見
て

く
れ
て
い
れ
ば
自
立
で
き

て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
が
時
々
あ
る
た
め
、

介
護
を
受
け
て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
を
頻
繁
に
起
こ
し
て

し
ま
う
た
め
、
常
に
介
護

を
受
け
て
い
る 

著
し
い
精
神
症
状
、
問
題

行
動
が
あ
り
、
専
門
医
療

を
受
け
て
い
る 

無
回
答 

全  体 234  23.1  32.1  28.2  10.3  1.3  5.1  

日中の排泄 69  20.3  14.5  39.1  18.8  － 7.2  

夜間の排泄 54  13.0  16.7  42.6  18.5  － 9.3  

食事の介助（食べる時） 61  19.7  19.7  29.5  21.3  － 9.8  

入浴・洗身 52  26.9  28.8  26.9  13.5  － 3.8  

身だしなみ（洗顔・歯磨
き等） 

72  15.3  22.2  37.5  16.7  2.8  5.6  

衣服の着脱 87  16.1  25.3  35.6  19.5  － 3.4  

屋内の移乗・移動 68  22.1  16.2  35.3  17.6  1.5  7.4  

外出の付き添い、送迎等 178  23.0  32.6  27.5  11.2  1.7  3.9  

服薬 165  15.2  35.8  31.5  11.5  1.2  4.8  

認知症状への対応 117  11.1  30.8  38.5  15.4  0.9  3.4  

医療面での対応（経管栄
養、ストーマ等） 

32  25.0  18.8  34.4  9.4  3.1  9.4  

食事の準備（調理等） 177  23.2  31.1  29.4  10.7  1.1  4.5  

その他の家事（掃除、洗
濯、買い物等） 

182  20.9  33.0  30.8  11.0  1.1  3.3  

金銭管理や生活面に必
要な諸手続き 

194  19.6  33.5  30.9  10.8  1.0  4.1  

その他 17  － 41.2  35.3  17.6  5.9  － 

わからない 1  － － 100.0  － － － 
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【現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護別】 

現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護別にみると、他に

比べ、食事の介助（食べる時）で「日常生活に問題のある行動が時々あるため、介護を受けてい

る」の割合が、屋内の移乗・移動で「何らかの認知症の症状はあるものの、日常生活は自立して

いる」の割合が、不安に感じていることは、特にないで「何らかの認知症の症状はあるものの、

日常生活は自立している」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
ら
か
の
認
知
症
の
症
状

は
あ
る
も
の
の
、
日
常
生

活
は
自
立
し
て
い
る 

日
常
生
活
は
誰
か
が
見
て

く
れ
て
い
れ
ば
自
立
で
き

て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
が
時
々
あ
る
た
め
、

介
護
を
受
け
て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
を
頻
繁
に
起
こ
し
て

し
ま
う
た
め
、
常
に
介
護

を
受
け
て
い
る 

著
し
い
精
神
症
状
、
問
題

行
動
が
あ
り
、
専
門
医
療

を
受
け
て
い
る 

無
回
答 

全  体 234  23.1  32.1  28.2  10.3  1.3  5.1  

日中の排泄 45  22.2  40.0  28.9  6.7  － 2.2  

夜間の排泄 56  14.3  37.5  37.5  8.9  － 1.8  

食事の介助（食べる時） 13  7.7  30.8  53.8  － － 7.7  

入浴・洗身 35  25.7  40.0  25.7  2.9  － 5.7  

身だしなみ（洗顔・歯磨
き等） 

6  33.3  50.0  － 16.7  － － 

衣服の着脱 4  25.0  50.0  25.0  － － － 

屋内の移乗・移動 11  45.5  27.3  9.1  18.2  － － 

外出の付き添い、送迎等 25  28.0  28.0  28.0  8.0  － 8.0  

服薬 15  － 40.0  26.7  26.7  － 6.7  

認知症状への対応 76  21.1  27.6  38.2  10.5  － 2.6  

医療面での対応（経管栄
養、ストーマ等） 

11  9.1  27.3  27.3  18.2  － 18.2  

食事の準備（調理等） 19  31.6  26.3  31.6  5.3  － 5.3  

その他の家事（掃除、洗
濯、買い物等） 

8  37.5  12.5  37.5  － － 12.5  

金銭管理や生活面に必
要な諸手続き 

20  25.0  25.0  30.0  15.0  － 5.0  

その他 13  15.4  38.5  7.7  30.8  － 7.7  

不安に感じていること
は、特にない 

14  42.9  28.6  7.1  21.4  － － 

主な介護者に確認しな
いと、わからない 

4  25.0  25.0  50.0  － － － 
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【在宅で介護するために、ご本人と家族にとってどのようなことが重要か別】 

在宅で介護するために、ご本人と家族にとってどのようなことが重要か別にみると、他に比べ、

介護保険サービスや認知症について学ぶ場で「日常生活は誰かが見てくれていれば自立できてい

る」の割合が、介護者同士が交流できる場で「何らかの認知症の症状はあるものの、日常生活は

自立している」「日常生活は誰かが見てくれていれば自立できている」の割合が高くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
ら
か
の
認
知
症
の
症
状

は
あ
る
も
の
の
、
日
常
生

活
は
自
立
し
て
い
る 

日
常
生
活
は
誰
か
が
見
て

く
れ
て
い
れ
ば
自
立
で
き

て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
が
時
々
あ
る
た
め
、

介
護
を
受
け
て
い
る 

日
常
生
活
に
問
題
の
あ
る

行
動
を
頻
繁
に
起
こ
し
て

し
ま
う
た
め
、
常
に
介
護

を
受
け
て
い
る 

著
し
い
精
神
症
状
、
問
題

行
動
が
あ
り
、
専
門
医
療

を
受
け
て
い
る 

無
回
答 

全  体 234  23.1  32.1  28.2  10.3  1.3  5.1  

在宅医療が受けられる
こと 

125  20.0  36.8  27.2  10.4  0.8  4.8  

緊急時にサービスが利
用できること 

157  23.6  34.4  29.9  9.6  0.6  1.9  

夜間にサービスが利用
できること 

101  22.8  35.6  27.7  8.9  1.0  4.0  

介護者に対する周囲の
理解（評価） 

50  28.0  30.0  30.0  8.0  － 4.0  

介護保険サービスや認
知症について学ぶ場 

43  16.3  44.2  30.2  7.0  － 2.3  

家族が介護手法を学ぶ
場 

32  18.8  31.3  31.3  12.5  － 6.3  

介護者同士が交流でき
る場 

18  33.3  38.9  16.7  11.1  － － 

その他 11  18.2  18.2  27.3  9.1  9.1  18.2  
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３ 機能別リスク該当者割合の分析 

（１）運動器 
国の手引きをもとに、調査票の以下の設問を抽出し、５項目のうち３項目以上に該当する人を

運動器のリスク該当者と判定しました。 

 

【判定設問】 

問番号 設問 該当する選択肢 

問４ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか。 ３．できない 

問５ 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。 ３．できない 

問６ 15分位続けて歩いていますか。 ３．できない 

問７ 過去 1年間に転んだ経験がありますか。 
１．何度もある 

２．１度ある 

問８ 転倒に対する不安は大きいですか。 
１．とても不安である 

２．やや不安である 

 

【リスク該当状況】 

国の手引きに基づく運動器の評価結果をみると、全体平均で 11.1％が運動器の機能低下該当者

となっています。 

性別・年齢階級別にみると、男性に比べ、女性で該当者割合が高い傾向にあり、84歳までに比

べ 85歳以上で該当者割合が急激に上昇しています。一方、男性では、85歳以上で 21.9％と 80～

84 歳に比べ 14.4 ポイント上昇しています。 

 

【性別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 (91) (151) (139) (120) (73)

女性 (101) (198) (185) (124) (69)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

5.5

4.0

12.9

7.5

21.9

5.0

9.1
13.0 14.5

29.0

11.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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認定別・年齢階級別にみると、一般高齢者に比べ、総合事業対象者・要支援認定者で割合がと

ても高くなっています。また、一般高齢者では年齢階級が上がるにつれ該当者割合が増加傾向と

なっています。一方、総合事業対象者・要支援認定者では年齢階級と該当者割合に相関関係は見

られません。 

 

【認定別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【圏域別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般高齢者 (192) (349) (324) (244) (142)

(7) (23) (57) (81) (144)
総合事業対象者・

要支援認定者

5.2 6.9
13.0 11.1

25.4

85.7

74.2

64.1 65.3

72.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

一般高齢者 総合事業対象者・要支援認定者

（％）

※総合事業対象者・要支援認定者を除く

10.9 10.6
11.5

11.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

北部圏域

(475)

東部圏域

(273)

西部圏域

(503)

（％）

全体平均
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（２）閉じこもり 
国の手引きをもとに、調査票の以下の設問を抽出し、該当する人を閉じこもりのリスク該当者

と判定しました。 

 

【判定設問】 

問番号 設問 該当する選択肢 

問９ 週に 1回以上は外出していますか。 
１．ほとんど外出しない 

２．週１回 

 

【リスク該当状況】 

国の手引きに基づく閉じこもりの評価結果をみると、全体平均で 15.6％が閉じこもりのリスク

該当者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、男性では 85 歳以上、女性では 80 歳以上になると全体平均より割

合がとても高くなっています。 

 

【性別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 (94) (154) (144) (123) (73)

女性 (104) (204) (195) (132) (71)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

9.6 7.1

17.4

15.4

30.1

11.5 7.8

15.4

29.5

26.8
15.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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認定別・年齢階級別にみると、総合事業対象者・要支援認定者では一般高齢者に比べ、どの年

齢階級においても倍以上の割合で高くなっています。 

 

【認定別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【圏域別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般高齢者 (198) (358) (339) (255) (144)

(8) (30) (67) (103) (179)
総合事業対象者・

要支援認定者

10.6

7.5

16.2
22.7

28.5

37.5

23.3

34.3

49.5

57.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

一般高齢者 総合事業対象者・要支援認定者

（％）

※総合事業対象者・要支援認定者を除く

15.8
17.2

14.6

15.6

0.0

10.0

20.0

30.0

北部圏域

(488)

東部圏域

(285)

西部圏域

(521)

（％）

全体平均
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（３）転倒 
国の手引きをもとに、調査票の以下の設問を抽出し、該当する人を転倒のリスク該当者と判定

しました。 

 

【判定設問】 

問番号 設問 該当する選択肢 

問７ 過去 1年間に転んだ経験がありますか。 
１．何度もある 

２．１度ある 

 

【リスク該当状況】 

国の手引きに基づく転倒の評価結果をみると、全体平均で 31.2％が転倒リスクの該当者となっ

ています。 

性別によって異なる傾向は見られませんでした。年齢階級別にみると、75歳以上になると全体

平均を超える傾向が見られました。 

 

【性別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 (93) (156) (143) (125) (74)

女性 (104) (204) (198) (134) (73)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

23.7

24.4

36.4

30.4

41.9

17.3

27.5

35.9

36.6
43.8

31.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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認定別・年齢階級別にみると、一般高齢者に比べ総合事業対象者・要支援認定者で割合がとて

も高くなっています。また、一般高齢者では年齢階級が上がるにつれ該当者割合が増加傾向とな

っています。一方、総合事業対象者・要支援認定者では年齢階級と該当者割合に相関関係は見ら

れません。 

 

【認定別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【圏域別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般高齢者 (197) (360) (341) (259) (147)

(8) (26) (62) (86) (149)
総合事業対象者・

要支援認定者

20.3

26.1

36.1 33.6

42.9

75.0

62.5 65.7

57.1
62.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

一般高齢者 総合事業対象者・要支援認定者

（％）

※総合事業対象者・要支援認定者を除く

29.7
32.4 31.9

31.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

北部圏域

(491)

東部圏域

(290)

西部圏域

(523)

（％）

全体平均
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（４）栄養 
国の手引きをもとに、調査票の以下の設問を抽出し、２項目のすべてに該当する人を栄養のリ

スク該当者と判定しました。 

 

【判定設問】 

問番号 設問 該当する選択肢 

問 13 身長・体重をご記入ください。 ＢＭＩ18.5未満 

問 17 ６か月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか。 １．はい 

 

【リスク該当状況】 

国の手引きに基づく栄養の評価結果をみると、全体平均で 1.8％が低栄養リスクの該当者とな

っています。 

性別・年齢階級別にみると、女性では 80～84 歳以上で 4.0％、男性では 85 歳以上で 2.7％と

なっています。 

 

【性別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 (91) (151) (139) (119) (75)

女性 (99) (202) (190) (126) (64)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

0.0

2.0

0.7

1.7

2.7

1.0
1.5

2.6

4.0

1.6

1.8

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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認定別・年齢階級別にみると、75歳以上になると一般高齢者に比べ総合事業対象者・要支援認

定者で割合が高くなる傾向となっています。 

 

【認定別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【圏域別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般高齢者 (190) (353) (329) (245) (139)

(9) (32) (63) (89) (166)
総合事業対象者・

要支援認定者

0.5

1.7 1.8
2.9

2.2

0.0 0.0

4.8

3.4

6.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

一般高齢者 総合事業対象者・要支援認定者

（％）

※総合事業対象者・要支援認定者を除く

2.1

2.6

1.2

1.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

北部圏域

(482)

東部圏域

(274)

西部圏域

(500)

（％）

全体平均
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（５）認知 
国の手引きをもとに、調査票の以下の設問を抽出し、以下の項目に該当する人を認知のリスク

該当者と判定しました。 

 

【判定設問】 

問番号 設問 該当する選択肢 

問 19 物忘れが多いと感じますか。 １．はい 

 

【リスク該当状況】 

国の手引きに基づく認知の評価結果をみると、全体平均で 49.4％が該当者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、男性では 85 歳以上、女性では 80 歳以上になると全体平均より割

合がとても高くなっています。 

 

【性別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 (92) (154) (139) (124) (76)

女性 (101) (203) (198) (129) (72)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

46.7

46.1

51.1

47.6

55.3

41.6

46.3

49.0

58.9
56.9

49.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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認定別・年齢階級別にみると、一般高齢者、要支援認定者・総合事業対象者ともに年齢階級が

上がるにつれ該当者割合が上昇していますが、特に要支援認定者・総合事業対象者ではその割合

が大幅に上昇しています。 

 

【認定別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【圏域別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般高齢者 (193) (357) (337) (253) (148)

(8) (33) (65) (99) (183)
総合事業対象者・

要支援認定者

44.0

46.2 49.9
53.4 56.1

37.5

48.5

56.9
60.6

68.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

一般高齢者 総合事業対象者・要支援認定者

（％）

※総合事業対象者・要支援認定者を除く

47.3 47.9
52.1

49.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

北部圏域

(488)

東部圏域

(286)

西部圏域

(514)

（％）

全体平均
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（６）うつ 
国の手引きをもとに、調査票の以下の設問を抽出し、２項目のうち１項目以上に該当する人を

うつのリスク該当者と判定しました。 

 

【判定設問】 

問番号 設問 該当する選択肢 

問 52 
この 1か月間、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。 
１．はい 

問 53 
この 1か月間、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。 
１．はい 

 

【リスク該当状況】 

国の手引きに基づきうつの評価結果をみると、全体平均で 40.2％が該当者となっています。性

別・年齢階級別にみると、大きな差はみられません。 

 

【性別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 (92) (153) (139) (120) (76)

女性 (100) (203) (186) (127) (69)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

40.2

43.1

38.8

31.7

46.144.0

37.4

43.0 40.2
40.6

40.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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認定別・年齢階級別にみると、一般高齢者では年齢階級によって大きな差は見られませんが、

要支援認定者・総合事業対象者では 70歳以上でその割合が急激に上昇しています。 

 

【認定別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【圏域別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般高齢者 (192) (356) (325) (247) (145)

(9) (28) (65) (94) (178)
総合事業対象者・

要支援認定者

42.2

39.9

41.2
36.0

43.4

44.4

78.6
66.2 63.8 63.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

一般高齢者 総合事業対象者・要支援認定者

（％）

※総合事業対象者・要支援認定者を除く

37.2
43.1 41.6

40.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

北部圏域

(479)

東部圏域

(276)

西部圏域

(510)

（％）

全体平均
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（７）圏域別リスク該当者割合 
 

圏域別の該当者割合をみると、北部圏域では「閉じこもり」「栄養」の２分野が全体より高くな

っています。 

東部圏域では「閉じこもり」「転倒」「栄養」「うつ」の４分野が全体より高くなっています。 

西部圏域では、「運動器」「転倒」「認知機能」「うつ」の４分野が全体より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総合事業対象者・要支援認定者を除く 

※色がついている項目は、全体よりリスク該当者の割合が高いものを指す。 

 

10.6 17.2

32.4
2.647.9

43.1

11.1

15.6

31.21.8

49.4

40.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
運動器

閉じ

こもり

転倒

栄養

認知機能

うつ

一般高齢者

全体平均

【東部圏域】

11.1

15.6

31.21.8

49.4

40.2

10.9 15.8

29.7
2.147.3

37.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
運動器

閉じ

こもり

転倒

栄養

認知機能

うつ

一般高齢者

全体平均

【北部圏域】

11.5

14.6

31.9

1.2

52.1

41.6

11.1

15.6

31.2
1.8

49.4

40.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
運動器

閉じ

こもり

転倒

栄養

認知機能

うつ

一般高齢者

全体平均

【西部圏域】
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４ 日常生活 

（１）手段的自立度（ＩＡＤＬ） 
高齢者の比較的高次の生活機能を評価することができる老研式活動能力指標には、高齢者の手

段的自立度（ＩＡＤＬ）に関する設問が５問あり、「手段的自立度（ＩＡＤＬ）」として尺度化さ

れています。 

評価は、各設問に「できるし、している」または「できるけどしていない」と回答した場合を

１点として、５点満点で評価し、５点を｢高い｣、４点を「やや低い」、３点以下を「低い」と評価

しています。 

また、４点以下を手段的自立度の低下者とし、低下者の割合を示しています。 

 

【判定設問】 

問番号 設問 該当する選択肢 

問 21 バスや電車を使って 1人で外出していますか。 
１．できるし、している 

２．できるけどしていない 

問 22 自分で食品・日用品の買物をしていますか。 
１．できるし、している 

２．できるけどしていない 

問 23 自分で食事の用意をしていますか。 
１．できるし、している 

２．できるけどしていない 

問 24 自分で請求書の支払いをしていますか。 
１．できるし、している 

２．できるけどしていない 

問 25 自分で預貯金の出し入れをしていますか。 
１．できるし、している 

２．できるけどしていない 

 

【リスク該当状況】 

全体平均では 13.5％が手段的自立度の低下者となっています。 

性別・年齢階級別にみると、女性に比べ、男性で割合が高く、年齢階級に関わらず男性の割合

は全体平均を上回っています。男女ともに 85 歳以上になると急激に上昇していますが、特に女

性の上昇幅が大きくなっています。 

 

【性別・年齢階級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 (91) (147) (137) (118) (71)

女性 (100) (197) (197) (123) (67)

※総合事業対象者・要支援認定者を除く (　）内は有効回答数

15.4
19.0 20.4 21.2

31.0

4.0

3.6 6.6 8.9

25.4

13.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

男性

女性

全体平均

（％）
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認定別・年齢階級別にみると、年齢階級に関わらず要支援認定者・総合事業対象者では一般高

齢者に比べ、該当者割合がとても高くなっています。 

 

【認定別・年齢階級別】 
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Ⅳ 調査結果のまとめ 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

●家族や生活状況について 

家族構成についてみると、「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上)」の割合が 35.0％と最も高

くなっています。 

普段の生活で介護・介助が必要かについてみると、「介護・介助は必要ない」の割合が 72.2％

と最も高くなっています。 

現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じているかについてみると、「ふつう」の割合が

62.0％と最も高く、次いで「やや苦しい」の割合が 21.3％となっています。 

●からだを動かすことについて 

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているかについてみると、インドア派で「できない」

の割合が高くなっています。また、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る

かについても、インドア派内向的で「できない」の割合が高くなっています。 

これらのことから、アウトドア派に比べインドア派、特にインドア派内向的で運動機能の衰

え傾向がみられます。 

●外出について 

外出を控えている理由については、「新型コロナウイルス感染症対策」の割合が 59.9％と最

も高く、次いで「足腰などの痛み」の割合が 40.9％となっています。 

このことから、閉じこもりの理由として、新型コロナウイルス感染症を恐れている方が多く

見受けられます。家に閉じこもり、「動かない」（生活が不活発な）生活を過ごしていると、運

動器のリスクにも影響があると考えられるため、健康維持のためにも、在宅でもできる介護予

防の周知、啓発を行っていく必要があります。 

●食べることについて 

低栄養は、身体を維持するために必要な栄養素が不足している状態です。噛む力や飲み込む

力の低下、食欲の低下、食物をからだに取り入れる機能の低下は、低栄養や体重の減少につな

がります。今回の調査で、BMI が「やせ」と判定された割合は 9.8％でした。また、およそ 3

人に 1人が「半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか」「お茶や汁物等でむせるこ

とがありますか」で「はい」と回答しています。 

このことから、低栄養は食事の内容や摂り方による影響があると考えられるため、正しい食

事の内容や取り方の重要性について周知する必要があります。 

●毎日の生活について 

「趣味はありますか」「生きがいはありますか」についてみると、一般高齢者に比べ、要支

援・事業対象者で「思いつかない」の割合が高くなっています。 

このことから、趣味や生きがいを持ちながら生活することは、介護予防につながると考えら

れます。介護予防のためにも趣味や学習活動などの情報提供を一層充実していく必要があり

ます。 
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●地域での活動について 

老人クラブにどんな活動があれば加入を考えるかについてみると、「健康体操教室等の活動」

の割合が 22.1％と最も高く、次いで「講演や教養講座」の割合が 16.1％、「温泉や花見などの

娯楽活動」の割合が 13.0％となっています。 

このことから、老人クラブの活動内容を見直すことで、地域住民同士のつながりを強化する

ことが期待できます。 

●たすけあいについて 

家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手についてみると、「病院」の割合が

34.8％と最も高く、次いで「そのような人はいない」の割合が 24.1％、「市役所」の割合が

23.5％となっています。 

およそ 4 人に 1 人が相談できる相手がいないと感じているため、どこでどのような相談が

できるか周知していく必要があります。 

●健康について 

現在の幸福度についてみると、「8 点」の割合が 22.9％と最も高く、次いで「5 点」の割合

が 18.6％、「10点」の割合が 15.4％となっています。 

現在治療中、または後遺症のある病気については、「高血圧」の割合が 47.0％と最も高く、

次いで「目の病気」の割合が 26.2％、「高脂血症（脂質異常）」の割合が 18.9％なっています。 

●介護予防について 

介護予防に取り組んでいない理由についてみると、「興味があるが、具体的な取り組み方が

わからない」の割合が 21.3％と最も高く、次いで「健康状態が良いため」の割合が 20.1％、

「きっかけがあれば取り組みたい」の割合が 18.9％となっています。 

これらのことから、介護予防の取り組み方やきっかけなどの情報を提供することで、介護予

防に取り組むことが期待できます。 

●認知症について 

認知症に関する相談窓口を知っているかについてみると、「いいえ」の割合が 69.3％となっ

ています。また、「ひまわりカフェを知っていますか」「認知症サポーターを知っていますか」

については、「いいえ」の割合が８割を超えています。 

また、認知症の人の意志が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために何が

必要かついては、「認知症の早期診断」の割合が 72.1％と最も高く、次いで「認知症の発症予

防」の割合が 56.8％、「認知症に関する相談窓口」の割合が 48.9％となっています。 

これらのことから、認知症に関する相談窓口や予防対策などの周知、啓発に取り組む必要が

あります。 
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●在宅医療について 

日ごろから治療や指導を受けたり、健康、歯について相談できる「かかりつけ医」「かかり

つけ歯科医」はいるかについてみると、「はい」が約７割となっています。 

日ごろから指導を受けたり、薬に関して相談できる「かかりつけ薬局」はいるかについては、

「はい」よりも「いいえ」の割合が高くなっています。 

●介護保険について 

今後、あなたご自身に介護が必要となった場合、どのような介護を希望するかについてみる

と、「介護保険のヘルパーなどのサービスを積極的に利用しながら自宅で介護してほしい」の

割合が 35.6％と最も高くなっています。 

地域包括支援センターの役割として知っているものについては、「すべて知らない」の割合

が 36.9％と最も高くなっています。 

これらのことから、介護が必要になった時に介護保険のサービスを利用できるようになる

ためにも、地域包括支援センターを周知する必要があります。 

●市の高齢者福祉について 

介護保険以外の今後利用したい高齢者福祉サービスについてみると、「配食サービス（安否

確認を兼ねて、栄養バランスの取れた食事を提供します）」の割合が 38.3％と最も高く、次い

で「介護タクシー利用料金の助成」の割合が 28.9％、「医療費（福祉医療）の助成」の割合が

28.7％となっています。 

介護保険以外の今後実施してほしい高齢者福祉サービスについては、「車いすの貸与」の割

合が 35.9％と最も高く、次いで「補聴器等の購入費用助成」の割合が 27.1％となっています。 

高齢者の方々が生きがいをもって暮らすために、今後、市が特に力を入れるべきと思うもの

については、「健康づくり活動の充実」の割合が 48.2％と最も高く、次いで「安否確認の体制

づくり」の割合が 33.8％となっています。 

●終末期の考え方について 

「人生会議（ＡＣＰ）」についてみると、「知らない」の割合が 84.2％と最も高く、次いで

「言葉を聞いたことはある」の割合が 10.3％となっています。 

また、あなたは、「人生会議（ＡＣＰ）」について考えているかについては、「考えていない」

の割合が 59.4％と最も高く、次いで「自分ひとりで考えたことがある」の割合が 21.9％、「家

族と話し合ったことがある」の割合が 16.0％となっています。 

これらのことから、最後まで本人の意思を尊重した生き方ができるよう、人生会議を周知、

啓発し、その取り組みを推進する必要があります。  
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（２）在宅介護実態調査 

●施設の検討状況について 

施設の検討状況についてみると、「入所・入居は検討していない」の割合が 52.0％と最も高

く、次いで「入所・入居を検討している」の割合が 22.9％となっています。 

また、要介護度が下がるにつれ、「入所・入居は検討していない」の割合が高くなっており、

要介護度１では 59.0％となっています。 

●介護保険サービスについて 

介護保険サービスの利用についてみると、「利用した」の割合が 61.1％となっています。 

介護保険サービスを利用していない理由についてみると、「現状では、サービスを利用する

ほどの状態ではない」の割合が 38.2％と最も高く、次いで「家族が介護をするため必要ない」

の割合が 21.1％、「本人にサービス利用の希望がない」の割合が 16.3％となっています。 

●在宅医療について 

日ごろから治療や指導を受けたり、健康について相談できる「かかりつけ医」はいるかにつ

いてみると、「はい」の割合が 85.5％となっています。 

訪問診療の利用についてみると、要介護度が上がるにつれ「利用している」の割合が高くな

っており、要介護５では 70.6％となっています。 

日ごろから治療や指導を受けたり、歯の健康について相談できる「かかりつけ歯科医」はい

るかについてみると、「はい」の割合が 51.6％となっています。 

●今後の介護の希望について 

今後の介護の要望についてみると、「自宅で家族の介護の他に、介護保険の在宅サービスな

どを利用したい」の割合が 28.7％と最も高く、次いで「特別養護老人ホームや老人保健施設

などの介護保険施設を利用したい」の割合が 24.9％となっています。 

これらと上記の介護保険サービスを利用していない理由をみると、現状では介護保険のサ

ービスを必要としていなくても、今後介護が必要になった時には、介護保険のサービスを利用

したいといった傾向が見られます。 

●終末期の考え方について 

「人生会議（ＡＣＰ）」についてみると、「知らない」の割合が 85.5％と最も高くなっています。

また、「人生会議（ＡＣＰ）」について考えているかについては、「考えていない」の割合が 69.5％

と最も高く、次いで「家族と話し合ったことがある」の割合が 15.2％となっています。 

これらのことから、最後まで本人の意思を尊重した生き方ができるよう、人生会議を周知、

啓発し、その取り組みを推進する必要があります。 

●主な介護者の方について 

主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると

思うかについてみると、「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」の割合が 30.1％

と最も高く、次いで「介護休業・介護休暇等の制度の充実」の割合が 29.4％、「制度を利用し

やすい職場づくり」の割合が 22.4％となっています。 

これらのことから、就労環境や支援制度を利用しやすい環境の整備などを検討する必要が

あります。  
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（３）在宅生活改善調査 

●自宅等から居所を変更した利用者の行先別の人数 

過去 1 年間に自宅等から居所を変更した利用者は 110 人で、行先別の人数をみると、特別

養護老人ホームが 34 人（30.9％）、介護老人保健施設が 17 人（15.5％）と多く、住宅型有料

老人ホームが 15人（13.6％）、その他が９人（8.2％）と続いています。 

●自宅等から居所を変更した利用者の要介護度の内訳 

過去 1 年間に自宅等から居所を変更した利用者のうち、死亡を除いた要介護度の内訳をみ

ると、要介護４が 28.1％と最も多く、要介護３が 24.8％、要介護２が 18.2％、要介護５が

16.5％とそれに続きます。 

●現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者 

現在自宅等で生活している要支援・要介護者のうち、「生活の維持が難しくなっている人」

は 25人で、2.9％となっています。 

また、属性別にみると、「独居で、自宅等（持ち家）に住む、要介護２以下」の割合が 28.0％

と最も高くなっています。また、居所が自宅等（持ち家）の利用者が全体の約６割を占めてい

ます。 

●生活の維持が難しくなっている理由 

要介護２以下では「認知症の症状の悪化」、要介護３以上では「必要な身体介護の増大」が

理由として多く、また共通して多い理由としては、「介護者の介護に係る不安・負担量の増大」

が挙げられています。 

要介護３以上の「必要な身体介護」について具体的にみると、「排泄（日中）」、「排泄（夜間）」

などが高い割合を占めています。要介護２以下の「認知症の症状の悪化」について具体的にみ

ると、「家事に支障がある」「一人での外出が困難」「薬の飲み忘れ」「金銭管理が困難」などが

高い割合を占めています。 

●「生活の維持が難しくなっている人」の生活の改善に必要なサービス変更 

「在宅生活の維持が難しくなっている人」のうち、担当のケアマネジャーが考える生活改善

に必要なサービス等をみると、「特養」が 12.5％、「その他施設等」が 37.5％、「在宅サービ

ス」が 37.5％程度となっています。 

一方、「在宅サービス待機者」について、担当のケアマネジャーが考える生活改善に必要な

サービスをみると、定期巡回サービスが 66.7％、ショートステイが 55.6％と高くなっていま

す。 

●「その他施設等の待機者」と「在宅サービス待機者」の生活の改善に必要なサービス 

特別養護老人ホーム以外の「その他施設等の待機者」と「在宅サービス待機者」の生活の改

善に必要なサービスをみると、「その他施設等の待機者」では、グループホーム、特別養護老

人ホームなどが多くなっています。一方、「在宅サービス待機者」では、特定養護老人ホーム、

住宅型有料、グループホームが多くなっています。 
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（４）ケアマネジャー 

●属性について 

性別でみると、「男性」の割合が 10.5％、「女性」の割合が 89.5％となっています。 

年齢別でみると、「60歳代」の割合が 31.6％と最も高く、次いで「50歳代」の割合が 28.9％、

「40歳代」の割合が 26.3％となっています。 

経験年数でみると、「12 年以上」の割合が 57.9％と最も高く、次いで「７～10 年未満」の

割合が 15.8％、「５～７年未満」の割合が 13.2％となっています。 

勤務体系についてみると、「専従（常勤）」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「専従（非

常勤）」の割合が 23.7％、「兼務（常勤）」の割合が 13.2％となっています。 

介護支援専門員以外の保健医療福祉関係の資格についてみると、「介護福祉士」の割合が

68.4％と最も高く、次いで「社会福祉士」の割合が 21.1％、「看護師（准看護師）」の割合が

15.8％となっています。 

●ケアマネージャー業務全般について 

介護支援専門員の仕事の中で、最も課題だと考えられるものについてみると、「ケアプラン

作成の事務量が多い（担当利用者が多い）」、「ケアマネ業務以外の事務量が多い（業務範囲が

不明確）」の割合が 31.6％と最も高く、次いで「困難なケース（認知症・虐待・8050問題）へ

の対応」の割合が 15.8％となっています。 

このことから、事務仕事の負担をおさえるための就労環境の改善が必要になります。 

●「知立市第８期介護保険事業計画・第９次高齢者福祉計画」について 

「知立市第８期介護保険事業計画・第９次高齢者福祉計画」の認知度についてみると、「計

画があることは知っているが、内容までは知らない」の割合が 65.8％と最も高くなっていま

す。 

このことから、計画内容を周知する必要があります。 

●医療機関との連携について 

医療機関とはどのような時に連携をとっているかについて、「新規ケアプラン担当・作成時」

「状態が変わったとき・必要に応じて」「区分変更申請をするとき」で「必ず（全て）とって

いる」「ほとんどとっている」「大体とっている」の合計が過半数を上回っています。反対に、

「担当者会議開催時」「サービス内容（計画の内容）を変更するとき（福祉用具の追加等含む）」

「毎月など定期的な連絡」で「あまりとっていない」「ほとんどとっていない」の合計が過半

数を上回っています。 

また、連携できていないと考える理由についてみると、「お互いに多忙で連絡がとれない」

の割合が 65.6％と最も高く、次いで「交流の場がない」の割合が 34.4％、「介護従事者の医学

に関する知識や理解が不足している」の割合が 28.1％となっています。 

これらのことから、就労環境の改善、医療機関の方との交流ができる機会を整える必要があ

ります。 
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（５）事業所 

●介護サービスの実施状況 

介護サービスの現在の実施状況についてみると、「訪問介護（ホームヘルプサービス）」の割

合が 38.3％と最も高く、次いで「通所介護（デイサービス）」、「(介護予防)居宅介護支援」、

「介護予防訪問サービス（現行相当型）」の割合が 17.0％となっています。 

 

●事業所の運営上の課題 

事業所を円滑に運営していく上で困っていることについてみると、「業務量が多い」の割合

が 42.6％と最も高く、次いで「介護報酬が低い」、「従業員不足で十分なサービスを提供でき

ない」の割合が 40.4％となっています。 

また、サービス提供の状況については、「サービス提供量に余裕がない」の割合が 46.8％と

最も高くなっています。 

職員の確保と定着率向上での問題点については、「賃金や賞与など金銭的な処遇条件の改善

に限界がある」の割合が 53.2％と最も高く、次いで「身体的・精神的な負担が厳しい」の割

合が 38.3％、「特にない」の割合が 23.4％となっています。 

これらのことから、就労環境の改善、介護報酬や職員への賃金・賞与の改善等によって、新

たに従業員を雇用し、サービス提供量を増やせる体制を整備する必要があります。 

●関係機関との連携について 

介護保険サービス事業を行う上で、行政の支援等が必要だと思われることについては、「介

護保険制度に関する最新情報の提供」の割合が 53.2％と最も高く、次いで「処遇困難者への

対応またはその支援」の割合が 42.6％、「市の高齢者保健福祉事業に関する情報の提供」の割

合が 34.0％となっています。 

地域包括支援センターとの連携に関し、事業所として取り組んでいることについてみると、

「介護予防事業での連携」の割合が 46.8％と最も高く、次いで「処遇困難ケースについての

個別指導・相談」の割合が 31.9％となっています。 

これらのことから、積極的な情報提供、処遇困難ケースへの支援が必要です。 

●地域貢献について 

事業所での地域への場所の提供（体操やサロン等の実施場所等）についてみると、「不可」

の割合が 55.3％と最も高く、次いで「応相談」の割合が 25.5％、「可能」の割合が 19.1％と

なっています。 

また、事業所の職員の地域への派遣（研修や講演等の講師等）については、「不可」の割合

が 42.6％と最も高く、次いで「応相談」の割合が 36.2％、「可能」の割合が 21.3％となって

います。 

地域への場所の提供、職員の派遣が不可である事業所が多いことから、事業所が地域貢献に

も取り組める支援が必要です。 
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●今後のサービス提供について 

現在不足している人材についてみると、「介護福祉士やヘルパーなどのケアスタッフ」の割

合が 70.2％と最も高くなっています。 

介護予防・日常生活支援総合事業の緩和サービス、短期集中予防サービスへの参入にあたっ

ての課題については、「採算性が合わない」の割合が 53.2％と最も高く、次いで「人材の確保・

育成」の割合が 42.6％となっています。 

これらのことから、介護福祉士やヘルパーなどのケアスタッフの採用活動や人材育成の支

援、介護報酬の見直しが必要になります。 
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