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094 095

段　階 対　象　者 料率 年額（円）
生活保護を受給している方、または、老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が住民税
非課税の方、または世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
入の合計が80万円以下の方

第１段階 0.455
(0.285)

31,550
(19,760)

世帯全員が住民税非課税で、第1段階に該当しない方のうち、本人の前年の合計所得金額
と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方第2段階 0.685

(0.485)
47,510
(33,630)

本人は住民税非課税で、世帯の誰かが住民税を課税されている方のうち、本人の前年の合
計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方第４段階 0.9 62,420

本人は住民税非課税で、世帯の誰かが住民税を課税されている方で、第4段階に該当しない方第5段階 1.0 69,360

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方第6段階 1.2 83,230

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方第7段階 1.3 90,160

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方第8段階 1.5 104,040

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満の方第9段階 1.7 117,910

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が430万円以上520万円未満の方第10段階 1.9 131,780

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方第11段階 2.1 145,650

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方第12段階 2.2 152,590

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上840万円未満の方第13段階 2.3 159,520

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が840万円以上の方第14段階 2.4 166,460

世帯全員が住民税非課税で第1段階から第2段階に該当しない方第３段階 0.69
(0.685)

47,850
(47,510)

第１号被保険者保険料（基準額） 年額　　６９，３６０円月額　　５，７８０円

※上記（　）は、公費を原資とした低所得者保険料軽減適用後

⑴　第１号被保険者介護保険料の算定方法

⑵　第９期の介護保険料（基準額）

　（保険給付費×23％）
＋（地域支援事業費×23％）
－（介護給付費準備基金繰入額）　　

÷ 第１号被保険者数 ÷ 12カ月 ≒ 保険料基準月額

－（財政調整交付金）

令和6年度から令和8年度までの介護給付費用の推計額及び介護給付準備基金からの繰入額等の推計に基づき、
第9期計画期間の第1号被保険者の介護保険料を次のとおり算定しました。

⑶　保険料段階の設定
被保険者の負担能力には差があるため介護保険料は一律ではなく、住民税の課税状況や収入・所得の状況によ
り段階的に振り分けを行った上で保険料を定めています。
第9期計画においては、国の示す標準的な所得段階の変更と本市の従来の所得段階を考慮し、従来の11段階か
ら更に細分化し、14段階としました。
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096 097

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26.9 22.5 2.3 36.4 1.210.7

息子・娘との２世帯一人暮らし

夫婦２人暮らし（配偶者(夫・妻）65歳以上) 夫婦２人暮らし（配偶者(夫・妻)64歳以下）

無回答

その他

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.1 40.9 4.0 28.0 1.87.2

息子・娘との２世帯一人暮らし

夫婦２人暮らし（配偶者(夫・妻）65歳以上) 夫婦２人暮らし（配偶者(夫・妻)64歳以下）

無回答

その他

項　　目

回答数（人）
構成比（％）

無回答

24
1.5

参加していない

1,384
83.2

参加している

255
15.3

全　体

1,663
100

項　　目

回答数（人）
構成比（％）

無回答

3
0.5

参加していない

350
53.6

参加している

300
45.9

全　体

653
100

⑴　家族構成
一人暮らし、夫婦二人暮らし（配偶者（夫・妻）65歳以上）の割合が、A調査（要介護高齢者等）及びB調査
（元気高齢者等）ともに約５割を占めています。

⑵　社会参加について
地域の会やグループへの参加状況については、半数以上の方が参加しておらず、特にA調査（要介護高齢者等）
の場合、8割以上となっています。

詳細を見ると、ボランティアや町内会・自治会等の社会参加活動に多くの方が「参加していない」と答えています。
また、社会参加学習・教養サークルへの参加も少なく、「趣味や生きがいはあるか」の質問に対し、「思いつかな
い」と答えた人の割合が、B調査（元気高齢者等）は約3割（26.6%）に対し、A調査（要介護高齢者等）は約6割
（58.1%）となっています。

介護保険法に基づき、市内高齢者の生活実態や介護サービスの利用に対する意向等に関する調査を実施し、第9
期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定に向けた基礎資料としました。

全県統一の設問を設定し、調査データを集計したものです。

第１章　松本市高齢者等実態調査
第１節　調査の概要

第２節　調査結果（抜粋）

調査の目的1

概要と対象者2

調査名 対象者 回収数 回収率

居宅要介護・要支援
認定者等実態調査
【A調査】

要介護・要支援の認定を受けている在
宅の被保険者（第2号被保険者を含む）
及びその介護者（以下「A調査（要介護
高齢者等）」という。）

55.4%
（51.8％）

1,663人
（1,555人）

3,000人

元気高齢者等実態調
査
【Ｂ調査】

要介護・要支援の認定を受けていない
在宅の第1号被保険者（以下「B調査
（元気高齢者等）」という。

65.3%
（61.9%）

653人
（619人）

1,000人

※括弧内は前回調査値

〔Ａ調査〕問１　家族構成

〔Ａ調査〕問15　地域の会やグループへの参加状況

〔Ｂ調査〕問18　地域の会やグループへの参加頻度

〔Ｂ調査〕問１　家族構成



安心・いきいき
プラン松本
安心・いきいき
プラン松本

資料編

資
料
編

第
１
章
　
松
本
市
高
齢
者
等
実
態
調
査

096 097

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26.9 22.5 2.3 36.4 1.210.7

息子・娘との２世帯一人暮らし

夫婦２人暮らし（配偶者(夫・妻）65歳以上) 夫婦２人暮らし（配偶者(夫・妻)64歳以下）

無回答

その他

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.1 40.9 4.0 28.0 1.87.2

息子・娘との２世帯一人暮らし

夫婦２人暮らし（配偶者(夫・妻）65歳以上) 夫婦２人暮らし（配偶者(夫・妻)64歳以下）

無回答

その他

項　　目

回答数（人）
構成比（％）

無回答

24
1.5

参加していない

1,384
83.2

参加している

255
15.3

全　体

1,663
100

項　　目

回答数（人）
構成比（％）

無回答

3
0.5

参加していない

350
53.6

参加している

300
45.9

全　体

653
100

⑴　家族構成
一人暮らし、夫婦二人暮らし（配偶者（夫・妻）65歳以上）の割合が、A調査（要介護高齢者等）及びB調査
（元気高齢者等）ともに約５割を占めています。

⑵　社会参加について
地域の会やグループへの参加状況については、半数以上の方が参加しておらず、特にA調査（要介護高齢者等）
の場合、8割以上となっています。

詳細を見ると、ボランティアや町内会・自治会等の社会参加活動に多くの方が「参加していない」と答えています。
また、社会参加学習・教養サークルへの参加も少なく、「趣味や生きがいはあるか」の質問に対し、「思いつかな
い」と答えた人の割合が、B調査（元気高齢者等）は約3割（26.6%）に対し、A調査（要介護高齢者等）は約6割
（58.1%）となっています。

介護保険法に基づき、市内高齢者の生活実態や介護サービスの利用に対する意向等に関する調査を実施し、第9
期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定に向けた基礎資料としました。

全県統一の設問を設定し、調査データを集計したものです。

第１章　松本市高齢者等実態調査
第１節　調査の概要

第２節　調査結果（抜粋）

調査の目的1

概要と対象者2

調査名 対象者 回収数 回収率

居宅要介護・要支援
認定者等実態調査
【A調査】

要介護・要支援の認定を受けている在
宅の被保険者（第2号被保険者を含む）
及びその介護者（以下「A調査（要介護
高齢者等）」という。）

55.4%
（51.8％）

1,663人
（1,555人）

3,000人

元気高齢者等実態調
査
【Ｂ調査】

要介護・要支援の認定を受けていない
在宅の第1号被保険者（以下「B調査
（元気高齢者等）」という。

65.3%
（61.9%）

653人
（619人）

1,000人

※括弧内は前回調査値

〔Ａ調査〕問１　家族構成

〔Ａ調査〕問15　地域の会やグループへの参加状況

〔Ｂ調査〕問18　地域の会やグループへの参加頻度

〔Ｂ調査〕問１　家族構成
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構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39.5 58.1 2.3

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

77.6 21.1 1.2

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26.9 21.0 42.3 2.37.5

週２～４回週１回ほとんど外出しない 無回答

週５回以上

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

4.1 15.5 45.0 0.5 34.9 

週２～４回週１回

ほとんど外出しない

無回答週５回以上

項　　目

回答数（人）
構成比（％）

③半年前に比べて固いものが食べにくくなったか

無回答

48
2.9

いいえ

832
50.0

はい

783
47.1

全　体

1,663
100.0

回答数（人）
構成比（％）

④お茶や汁物等でむせることがあるか
46
2.8

825
49.6

792
47.6

1,663
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑤口の渇きが気になるか
70
4.2

949
57.1

644
38.7

1,663
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑥歯磨き（人にやってもらう場合も含む）を毎日しているか
40
2.4

506
30.4

1,117
67.2

1,663
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑧噛み合わせはよいか
355
21.3

339
20.4

969
58.3

1,663
100.0

項　　目

回答数（人）
構成比（％）

③半年前に比べて固いものが食べにくくなったか

無回答

6
0.9

いいえ

497
76.1

はい

150
23.0

全　体

653
100.0

回答数（人）
構成比（％）

④お茶や汁物等でむせることがあるか
2
0.3

463
70.9

188
28.8

653
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑤口の渇きが気になるか
6
1.0

490
75.0

157
24.0

653
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑥歯磨き（人にやってもらう場合も含む）を毎日しているか
6
0.9

72
11.0

575
88.1

653
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑧噛み合わせはよいか
126
19.3

74
11.3

453
69.4

653
100.0

⑶　食事（抜粋）
A調査（要介護高齢者等）は、B調査（元気高齢者等）と比較し、口腔に関する問題を抱えています。また、年1

回以上の歯科検診・歯科医院の受診状況では、A調査（要介護高齢者等）は、B調査（元気高齢者等）の約半分と
なっています。
噛む、飲み込む、唾液の分泌などの口腔機能の低下（オーラルフレイル）は、心身の活力が低下（虚弱）し、要

介護状態となるリスクが高くなる状態（フレイル）になる恐れがあります。また、誤嚥性肺炎のリスクもあること
から、歯科検診等の口腔機能の低下防止のための施策の検討が必要となります。

⑷　運動（週に1回以上外出しているか）
A調査（要介護高齢者等）は全体の7割（70.8%）、B調査（元気高齢者等）では全体の9割（95.4%）が週1回

以上外出すると答えています。一方で「ほとんど外出しない」と答えた人は、A調査では3割（26.9%）、B調査
では1割以下（4.1%）でした

〔Ａ調査〕問33　年1回以上の歯科検診・歯科医院の受診状況

〔Ｂ調査〕問40　年に1回以上の歯科検診・歯科医院の受診状況
〔Ａ調査〕問8　食事

〔Ｂ調査〕問10　食べることについて教えてください。

〔Ａ調査〕問6　運動（週に1回以上外出しているか）

〔Ｂ調査〕問8　からだを動かすことについて　⑥週に1回以上は外出していますか。
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構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39.5 58.1 2.3

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

77.6 21.1 1.2

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26.9 21.0 42.3 2.37.5

週２～４回週１回ほとんど外出しない 無回答

週５回以上

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

4.1 15.5 45.0 0.5 34.9 

週２～４回週１回

ほとんど外出しない

無回答週５回以上

項　　目

回答数（人）
構成比（％）

③半年前に比べて固いものが食べにくくなったか

無回答

48
2.9

いいえ

832
50.0

はい

783
47.1

全　体

1,663
100.0

回答数（人）
構成比（％）

④お茶や汁物等でむせることがあるか
46
2.8

825
49.6

792
47.6

1,663
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑤口の渇きが気になるか
70
4.2

949
57.1

644
38.7

1,663
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑥歯磨き（人にやってもらう場合も含む）を毎日しているか
40
2.4

506
30.4

1,117
67.2

1,663
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑧噛み合わせはよいか
355
21.3

339
20.4

969
58.3

1,663
100.0

項　　目

回答数（人）
構成比（％）

③半年前に比べて固いものが食べにくくなったか

無回答

6
0.9

いいえ

497
76.1

はい

150
23.0

全　体

653
100.0

回答数（人）
構成比（％）

④お茶や汁物等でむせることがあるか
2
0.3

463
70.9

188
28.8

653
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑤口の渇きが気になるか
6
1.0

490
75.0

157
24.0

653
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑥歯磨き（人にやってもらう場合も含む）を毎日しているか
6
0.9

72
11.0

575
88.1

653
100.0

回答数（人）
構成比（％）

⑧噛み合わせはよいか
126
19.3

74
11.3

453
69.4

653
100.0

⑶　食事（抜粋）
A調査（要介護高齢者等）は、B調査（元気高齢者等）と比較し、口腔に関する問題を抱えています。また、年1
回以上の歯科検診・歯科医院の受診状況では、A調査（要介護高齢者等）は、B調査（元気高齢者等）の約半分と
なっています。
噛む、飲み込む、唾液の分泌などの口腔機能の低下（オーラルフレイル）は、心身の活力が低下（虚弱）し、要
介護状態となるリスクが高くなる状態（フレイル）になる恐れがあります。また、誤嚥性肺炎のリスクもあること
から、歯科検診等の口腔機能の低下防止のための施策の検討が必要となります。

⑷　運動（週に1回以上外出しているか）
A調査（要介護高齢者等）は全体の7割（70.8%）、B調査（元気高齢者等）では全体の9割（95.4%）が週1回

以上外出すると答えています。一方で「ほとんど外出しない」と答えた人は、A調査では3割（26.9%）、B調査
では1割以下（4.1%）でした

〔Ａ調査〕問33　年1回以上の歯科検診・歯科医院の受診状況

〔Ｂ調査〕問40　年に1回以上の歯科検診・歯科医院の受診状況
〔Ａ調査〕問8　食事

〔Ｂ調査〕問10　食べることについて教えてください。

〔Ａ調査〕問6　運動（週に1回以上外出しているか）

〔Ｂ調査〕問8　からだを動かすことについて　⑥週に1回以上は外出していますか。
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3.2
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2.3

息子 娘

孫

20.0

配偶者（夫・妻）

子どもの配偶者(夫・妻) 介護サービスのヘルパー

兄弟・姉妹(義理を含む)

無回答

その他

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

27.2 71.0 1.7 

女性男性 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21.7 30.2 19.1

4.6

0.7

50代 60代 70代 80代以上80代以上

40代20歳未満

20代

17.6

無回答

わからない5.60.0

0.3 30代 0.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

43.5

42.1

42.0

35.0

34.7

34.1

29.2

29.0

24.6

22.1

13.5

13.5

3.7

3.0

2.9

1.4

災害時の手助け

雪かき

急病など緊急時の手助け

外出の際の移動手段

ごみ出し

買い物

庭の手入れ・草取り

通院など緊急時の手助け

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

掃除・洗濯・炊事

家の中の作業（家具の移動、電球の取替等）

特にない・頼まない

無回答

財産やお金の管理

ペットの世話

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

35.4

32.9

30.9

30.2

30.0

30.0

28.8

28.8

21.3

20.8

19.4

9.5

9.5

4.3 

1.8

0.5

ごみ出し

急病など緊急時の手助け

買い物

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

災害時の手助け

無回答

雪かき

通院などの付き添い

外出の際の移動手段

特にない・頼まない

庭の手入れ・草取り

掃除・洗濯・炊事

家の中の作業（家具移動など）

ペットの世話

その他

財産やお金の管理

⑸　地域の人にしてほしい支援
要介護支援者等（A調査）が地域の人にしてほしい支援、「災害時の手助け」、「雪かき」、「急病など緊急時の

手助け」等と、B調査（元気高齢者等）が隣近所や地域の人にできる支援がほぼ一致していることから、地域の中
で両者を結ぶため、地域包括ケアシステムの推進が必要です。

⑹　主な介護・介助者〔Ａ調査（要介護高齢者等）〕
主に介護・介助をしている人、配偶者（26.4%）、娘（23.7%）では、身近な家族が半数以上を占め、性別で
は、女性が男性に比べて約3倍となっています。
また、年齢で見ると、50代以上の方であり、60代以上は、全体の7割近く（66.9%）を占めています。

⑺　介護・介助の頻度等〔A調査（要介護高齢者等）〕
介護・介助する1週間当たりの頻度は、「ほぼ毎日」が約7割（74.0%）と最も多い結果となりました。また、1
日当たりの介護・介助にかけている時間は「1～3時間未満」、「3～6時間未満」が多く、合わせて全体の約5割
（52.9%）を占めていることから、介護・介助者の負担が大きいことがうかがえます。
主な介護の内容については、食事の準備、掃除、洗濯、外出の付き添い、金銭管理等となっています。
今後、介護を行っていく上で、主な介護・介助者が不安に感じていることは、「認知症状への対応」（30.9%）
と最も多く、次いで「夜間の排泄」（26.8%）、「外出の付き添い、送迎等」（24.4%）となっています。また、今
後の不安においても、精神的な不安が高くなっています。

〔A調査〕問44-2　主な介護・介助者〔Ａ調査〕問22　地域の人にしてほしい支援（複数回答）

〔Ｂ調査〕問28　隣近所や地域の人にできる支援（複数回答）

〔A調査〕問44-3　主な介護・介助者の性別

〔Ａ調査〕問44-4　主な介護・介助者の年齢
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災害時の手助け

雪かき

急病など緊急時の手助け

外出の際の移動手段
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買い物

庭の手入れ・草取り

通院など緊急時の手助け

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

掃除・洗濯・炊事

家の中の作業（家具の移動、電球の取替等）

特にない・頼まない

無回答

財産やお金の管理

ペットの世話

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

35.4

32.9

30.9

30.2

30.0

30.0

28.8

28.8

21.3

20.8

19.4

9.5

9.5

4.3 

1.8

0.5

ごみ出し

急病など緊急時の手助け

買い物

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

災害時の手助け

無回答

雪かき

通院などの付き添い

外出の際の移動手段

特にない・頼まない

庭の手入れ・草取り

掃除・洗濯・炊事

家の中の作業（家具移動など）

ペットの世話

その他

財産やお金の管理

⑸　地域の人にしてほしい支援
要介護支援者等（A調査）が地域の人にしてほしい支援、「災害時の手助け」、「雪かき」、「急病など緊急時の

手助け」等と、B調査（元気高齢者等）が隣近所や地域の人にできる支援がほぼ一致していることから、地域の中
で両者を結ぶため、地域包括ケアシステムの推進が必要です。

⑹　主な介護・介助者〔Ａ調査（要介護高齢者等）〕
主に介護・介助をしている人、配偶者（26.4%）、娘（23.7%）では、身近な家族が半数以上を占め、性別で

は、女性が男性に比べて約3倍となっています。
また、年齢で見ると、50代以上の方であり、60代以上は、全体の7割近く（66.9%）を占めています。

⑺　介護・介助の頻度等〔A調査（要介護高齢者等）〕
介護・介助する1週間当たりの頻度は、「ほぼ毎日」が約7割（74.0%）と最も多い結果となりました。また、1

日当たりの介護・介助にかけている時間は「1～3時間未満」、「3～6時間未満」が多く、合わせて全体の約5割
（52.9%）を占めていることから、介護・介助者の負担が大きいことがうかがえます。
主な介護の内容については、食事の準備、掃除、洗濯、外出の付き添い、金銭管理等となっています。
今後、介護を行っていく上で、主な介護・介助者が不安に感じていることは、「認知症状への対応」（30.9%）

と最も多く、次いで「夜間の排泄」（26.8%）、「外出の付き添い、送迎等」（24.4%）となっています。また、今
後の不安においても、精神的な不安が高くなっています。

〔A調査〕問44-2　主な介護・介助者〔Ａ調査〕問22　地域の人にしてほしい支援（複数回答）

〔Ｂ調査〕問28　隣近所や地域の人にできる支援（複数回答）

〔A調査〕問44-3　主な介護・介助者の性別

〔Ａ調査〕問44-4　主な介護・介助者の年齢
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無回答週に３～４日ない
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5.9

週に１～２日

7.2

2.3

2.6

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9.7 14.6

無回答１～３時間未満

1時間未満 ６～12時間未満 12時間以上

29.4

３～６時間未満

23.5 10.911.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

77.0

76.1

76.0

74.0

56.4

45.8

38.5

30.6

29.1

27.5

27.3

26.1

25.4

21.9

8.3

3.7

1.9

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

外出の付き添い、送迎等

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

服薬の管理

服薬

衣服の着脱

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

入浴・洗身

日中の排泄

認知症状への対応

屋内の移乗・移動

食事の介助（食べる時）

夜間の排泄

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

無回答

その他

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

30.9

26.8

24.4

23.2

21.2

16.1

13.6

10.8

9.5

8.7

8.6

8.5

8.4

6.6

4.9

4.4

1.7

認知症状への対応

夜間の排泄

外出の付き添い、送迎等

入浴・洗身

日中の排泄

食事の準備（調理等）

屋内の移乗・移動

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）

服薬

食事の介助（食べる時）

不安に感じていることは、特にない

無回答

衣服の着脱

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

48.4
43.4
42.9

30.2
29.8

28.1
27.7

24.0
20.9

17.9
17.0

13.8
13.8

11.9
10.7
10.5
10.3
10.2
9.6

8.4
8.0
7.7
6.9
6.1
5.2
4.8
4.4
4.1

3.2
2.6

1.3
0.8

精神的なストレスがたまっている
日中、家を空けるのを不安に感じる

先が見えずに不安である
自分の自由になる時間、リフレッシュする時間が持てない

身体的につらい（腰痛や肩こりなど）
本人の言動が理解できないことがある
現在の状況を理解してもらうのが難しい

自分の用事･都合をすませることができない
本人に正確な症状を伝えるのが難しい

経済的につらいと感じた時がある
睡眠時間が不規則になり、健康状態がおもわしくない

症状への対応がわからない
サービス利用を勧めても、本人がいやがって利用しない

自分の仕事に影響が出ている
介護・介助を家族等他の人に任せてよいか、悩むことがある
緊急時に対応してくれる事業者がいない

適切な介護方法がわからない
来客にも気を遣う

無回答
夜間に対応してくれる事業者がいない

サービスを思うように利用できない、サービスが足りない
家族・親族に介護・介助を協力してもらえない

特に困っていることはない
誰に、何を、どのように相談すればよいか、わからない
本人に受診を勧めても同意してもらえない

移動する際の交通手段がない
介護について相談できる相手がいない

介護の方針などについて、家族・親戚などと意見が合わない
サービスを利用したら本人の状態が悪化した（ことがある）

その他
ケアマネジャーとの関係がうまくいかない
サービス事業者との関係がうまくいかない

〔Ａ調査〕問44-6　家族、親族が介護・介助する頻度（週当たり）

〔Ａ調査〕問61　主な介護・介助者が介護・介助にかけている時間（1日当たり）

〔Ａ調査〕問44-7　主な介護・介助者が行っている介護（複数回答）

〔Ａ調査〕問63　主な介護・介助者が介護・介助する上で困っていること(複数回答)

〔Ａ調査〕問62　現在の生活を継続していくに当たって、主な介護・介助者が不安に感じる介護等（複数回答）
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来客にも気を遣う
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家族・親族に介護・介助を協力してもらえない
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本人に受診を勧めても同意してもらえない

移動する際の交通手段がない
介護について相談できる相手がいない

介護の方針などについて、家族・親戚などと意見が合わない
サービスを利用したら本人の状態が悪化した（ことがある）

その他
ケアマネジャーとの関係がうまくいかない
サービス事業者との関係がうまくいかない

〔Ａ調査〕問44-6　家族、親族が介護・介助する頻度（週当たり）

〔Ａ調査〕問61　主な介護・介助者が介護・介助にかけている時間（1日当たり）

〔Ａ調査〕問44-7　主な介護・介助者が行っている介護（複数回答）

〔Ａ調査〕問63　主な介護・介助者が介護・介助する上で困っていること(複数回答)

〔Ａ調査〕問62　現在の生活を継続していくに当たって、主な介護・介助者が不安に感じる介護等（複数回答）
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構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

36.7 60.1 3.2

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23.2 73.1 3.7

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9.5 87.7 2.8

いいえはい 無回答

構成比 0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

7.6 86.8 5.6

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.4 91.4 3.2

いいえはい 無回答

⑺の「問62　現在の生活を継続していくに当たって、主な介護・介助者が不安に感じる介護等」において、最
も不安の多かった「認知症状への対応」について、相談窓口や認知症医療疾患センターの認知度が低く、今後、広
く周知するための施策が必要です。
また、「認知症になっても安心して暮らせるため充実が必要なこと」では、要介護高齢者（A調査）、元気高齢者

等（調査）ともに、「認知症の受診・治療ができる病院・診療所」、「入所できる施設」、「専門相談窓口」等が多
数を占めています。

〔Ａ調査〕問40　認知症の症状がある、または家族に認知症の症状がある人の有無

〔Ａ調査〕問41　認知症に関する相談窓口の認知状況

〔Ｂ調査〕問65　認知症に関する相談窓口の認知状況

〔Ａ調査〕問42　認知症疾患医療センターの認知状況

〔Ｂ調査〕問65　認知症疾患医療センターの認知状況

〔Ａ調査〕問43　認知症になっても安心して暮らすために充実が必要なこと(複数回答)

〔Ｂ調査〕問68　認知症になっても安心して暮らすために充実が必要なこと

0％ 10％ 20％ 30％ 50％40％ 60％

52.6

50.4

42.6

39.3

38.4

24.9

16.3

14.4

11.9

10.4

7.2

6.4

1.8

認知症の受診・治療ができる病院・診療所

入所できる施設

専門相談窓口

緊急時に対応できる病院・診療所、施設

認知症の人が利用できる在宅サービス

認知症の正しい知識と理解をもった地域づくり

徘徊高齢者見守りネットワーク

認知症の講習会や予防教室等
認知症カフェなどの認知症の人や家族、

支援者が集える場所

無回答

認知症家族の会等

成年後見制度等の権利擁護

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

63.6

44.6

43.6

39.2

36.6

23.1

21.0

15.0

11.3

6.3

4.7

4.0

1.2

認知症の受診・治療ができる病院・診療所

専門相談窓口

入所できる施設

緊急時に対応できる病院・診療所、施設

認知症の人が利用できる在宅サービス

認知症の正しい知識と理解をもった地域づくり

認知症の講習会や予防教室等

徘徊高齢者見守りネットワーク
認知症カフェなどの認知症の人や家族、

支援者が集える場所

無回答

成年後見制度等の権利擁護

認知症家族の会等

その他
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構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

36.7 60.1 3.2

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23.2 73.1 3.7

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9.5 87.7 2.8

いいえはい 無回答

構成比 0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

7.6 86.8 5.6

いいえはい 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.4 91.4 3.2

いいえはい 無回答

⑺の「問62　現在の生活を継続していくに当たって、主な介護・介助者が不安に感じる介護等」において、最
も不安の多かった「認知症状への対応」について、相談窓口や認知症医療疾患センターの認知度が低く、今後、広
く周知するための施策が必要です。
また、「認知症になっても安心して暮らせるため充実が必要なこと」では、要介護高齢者（A調査）、元気高齢者
等（調査）ともに、「認知症の受診・治療ができる病院・診療所」、「入所できる施設」、「専門相談窓口」等が多
数を占めています。

〔Ａ調査〕問40　認知症の症状がある、または家族に認知症の症状がある人の有無

〔Ａ調査〕問41　認知症に関する相談窓口の認知状況

〔Ｂ調査〕問65　認知症に関する相談窓口の認知状況

〔Ａ調査〕問42　認知症疾患医療センターの認知状況

〔Ｂ調査〕問65　認知症疾患医療センターの認知状況

〔Ａ調査〕問43　認知症になっても安心して暮らすために充実が必要なこと(複数回答)

〔Ｂ調査〕問68　認知症になっても安心して暮らすために充実が必要なこと

0％ 10％ 20％ 30％ 50％40％ 60％

52.6

50.4

42.6

39.3

38.4

24.9

16.3

14.4

11.9

10.4

7.2

6.4

1.8

認知症の受診・治療ができる病院・診療所

入所できる施設

専門相談窓口

緊急時に対応できる病院・診療所、施設

認知症の人が利用できる在宅サービス

認知症の正しい知識と理解をもった地域づくり

徘徊高齢者見守りネットワーク

認知症の講習会や予防教室等
認知症カフェなどの認知症の人や家族、

支援者が集える場所

無回答

認知症家族の会等

成年後見制度等の権利擁護

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

63.6

44.6

43.6

39.2

36.6

23.1

21.0

15.0

11.3

6.3

4.7

4.0

1.2

認知症の受診・治療ができる病院・診療所

専門相談窓口

入所できる施設

緊急時に対応できる病院・診療所、施設

認知症の人が利用できる在宅サービス

認知症の正しい知識と理解をもった地域づくり

認知症の講習会や予防教室等

徘徊高齢者見守りネットワーク
認知症カフェなどの認知症の人や家族、

支援者が集える場所

無回答

成年後見制度等の権利擁護

認知症家族の会等

その他
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構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.6 53.6 11.2

希望しない（可能なかぎり自宅で生活したい）

16.5

わからない希望する 無回答

構成比 0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

45.6 13.8 0.6

自宅以外の「介護施設」や「高齢者向けの住まい」
に入所（入居）して生活したい

40.0

わからないできるかぎり自宅に住みながら
介護保険サービスを受けて生活したい 無回答

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

58.9

51.2

47.7

45.2

40.2

37.6

37.2

36.4

30.2

15.9

9.3

3.5

1.1

緊急時など、必要な時にショートステイや
宿泊サービスが利用できること

自宅に医師が訪問して診療してくれること

通院などの際、送迎サービスを受けられること

デイサービスなどの通所サービスを必要な時に利用できること
要介護度によって決められている金額を気にせずに、
必要な分だけ介護保険サービスを受けられること

日常的に介護をしてくれる家族がいること

緊急時などに必要な見守りを受けられること

夜間や休日にも、自宅で介護や看護のサービスを受けられること

配食サービスが受けられること

自宅を改修するための資金提供を受けられること

無回答

特にない

その他

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

29.2

20.1

15.8

10.1

9.4

7.6

5.0

2.8

住み慣れた地域や自宅近くで常時介護が受けられ、
小規模（定員５～29人程度）で家庭的な雰囲気の個室の施設

無回答

特にない（施設や住まいの形態は問わない方を含む）

常時介護が受けられる大規模（定員30～100人程度）な施設で、
少人数ごとに家庭的な生活を送れる個室の施設

一人暮らしの不安や身体・認知機能の低下を補うため、
高齢者が必要に応じて介護を受けながら生活する小規模施設

常時介護が受けられる大規模（定員30～100人程度）な施設で、
個室に比べて利用料金が比較的低額な相部屋（４人１部屋程度）の多い施設

その他

希望に応じて食事や清掃などのサービスが提供される集合住宅

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

30.0

20.0

17.8

11.1

8.9

7.8

4.4

0.0

住み慣れた地域や自宅近くで常時介護が受けられ、
小規模（定員５～29人程度）で家庭的な雰囲気の個室の施設

常時介護が受けられる大規模（定員30～100人程度）な施設で、
少人数ごとに家庭的な生活を送れる個室の施設

希望に応じて食事や清掃などのサービスが提供される集合住宅

常時介護が受けられる大規模（定員30～100人程度）な施設で、
個室に比べて利用料金が比較的低額な相部屋（４人１部屋程度）の多い施設

一人暮らしの不安や身体・認知機能の低下を補うため、
高齢者が必要に応じて介護を受けながら生活する小規模施設

特にない（施設や住まいの形態は問わない方を含む）

その他

無回答

⑼　施設等の入所希望について
A調査（要介護高齢者等）及びB調査（元気高齢者等）ともに「可能な限り自宅で生活したい」、「できるかぎり

自宅に住みながら介護保険サービスを受けて生活したい」と在宅志向が強いことがうかがえます。

⑽　入所（入居）を希望する「施設」や「高齢者向け住まい」の形態
施設入所（入居）が必要となった時は、大規模施設（定員30人～100人程度）ではなく、小規模施設（定員5人

～29人程度）を望む方が多くなっています。

自宅で暮らし続けるために、あればいいと思う支援は、「必要な時にショートステイや宿泊サービスが利用でき
ること」、「自宅に医師が訪問して診療してくれること」、「通院などの際、送迎サービスを受けられること」など
のニーズが高いです。

〔Ａ調査〕問50　施設等への入所（入居）希望の有無

〔Ｂ調査〕問49　介護が必要となった場合、介護を受けたい場所

〔Ａ調査〕問51　最も希望する「施設」や「住まい」の形態、入所（入居）を希望する「施設」や
「高齢者向けの住まい」の形態

〔Ｂ調査〕問49-4　最も希望する「施設」や「住まい」の形態

〔Ａ調査〕問52　ずっと自宅で暮らし続けるためにあればいいと思う支援（複数回答）
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構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.6 53.6 11.2

希望しない（可能なかぎり自宅で生活したい）

16.5

わからない希望する 無回答

構成比 0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

45.6 13.8 0.6

自宅以外の「介護施設」や「高齢者向けの住まい」
に入所（入居）して生活したい

40.0

わからないできるかぎり自宅に住みながら
介護保険サービスを受けて生活したい 無回答

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

58.9

51.2

47.7

45.2

40.2

37.6

37.2

36.4

30.2

15.9

9.3

3.5

1.1

緊急時など、必要な時にショートステイや
宿泊サービスが利用できること

自宅に医師が訪問して診療してくれること

通院などの際、送迎サービスを受けられること

デイサービスなどの通所サービスを必要な時に利用できること
要介護度によって決められている金額を気にせずに、
必要な分だけ介護保険サービスを受けられること

日常的に介護をしてくれる家族がいること

緊急時などに必要な見守りを受けられること

夜間や休日にも、自宅で介護や看護のサービスを受けられること

配食サービスが受けられること

自宅を改修するための資金提供を受けられること

無回答

特にない

その他

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

29.2

20.1

15.8

10.1

9.4

7.6

5.0

2.8

住み慣れた地域や自宅近くで常時介護が受けられ、
小規模（定員５～29人程度）で家庭的な雰囲気の個室の施設

無回答

特にない（施設や住まいの形態は問わない方を含む）

常時介護が受けられる大規模（定員30～100人程度）な施設で、
少人数ごとに家庭的な生活を送れる個室の施設

一人暮らしの不安や身体・認知機能の低下を補うため、
高齢者が必要に応じて介護を受けながら生活する小規模施設

常時介護が受けられる大規模（定員30～100人程度）な施設で、
個室に比べて利用料金が比較的低額な相部屋（４人１部屋程度）の多い施設

その他

希望に応じて食事や清掃などのサービスが提供される集合住宅

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％

30.0

20.0

17.8

11.1

8.9

7.8

4.4

0.0

住み慣れた地域や自宅近くで常時介護が受けられ、
小規模（定員５～29人程度）で家庭的な雰囲気の個室の施設

常時介護が受けられる大規模（定員30～100人程度）な施設で、
少人数ごとに家庭的な生活を送れる個室の施設

希望に応じて食事や清掃などのサービスが提供される集合住宅

常時介護が受けられる大規模（定員30～100人程度）な施設で、
個室に比べて利用料金が比較的低額な相部屋（４人１部屋程度）の多い施設

一人暮らしの不安や身体・認知機能の低下を補うため、
高齢者が必要に応じて介護を受けながら生活する小規模施設

特にない（施設や住まいの形態は問わない方を含む）

その他

無回答

⑼　施設等の入所希望について
A調査（要介護高齢者等）及びB調査（元気高齢者等）ともに「可能な限り自宅で生活したい」、「できるかぎり

自宅に住みながら介護保険サービスを受けて生活したい」と在宅志向が強いことがうかがえます。

⑽　入所（入居）を希望する「施設」や「高齢者向け住まい」の形態
施設入所（入居）が必要となった時は、大規模施設（定員30人～100人程度）ではなく、小規模施設（定員5人
～29人程度）を望む方が多くなっています。

自宅で暮らし続けるために、あればいいと思う支援は、「必要な時にショートステイや宿泊サービスが利用でき
ること」、「自宅に医師が訪問して診療してくれること」、「通院などの際、送迎サービスを受けられること」など
のニーズが高いです。

〔Ａ調査〕問50　施設等への入所（入居）希望の有無

〔Ｂ調査〕問49　介護が必要となった場合、介護を受けたい場所

〔Ａ調査〕問51　最も希望する「施設」や「住まい」の形態、入所（入居）を希望する「施設」や
「高齢者向けの住まい」の形態

〔Ｂ調査〕問49-4　最も希望する「施設」や「住まい」の形態

〔Ａ調査〕問52　ずっと自宅で暮らし続けるためにあればいいと思う支援（複数回答）
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

45.7

44.7

40.7

35.1

34.2

32.0

28.9

26.1

25.7

25.4

18.0

17.5

11.7

11.5

11.3

10.2

9.2

9.2

8.1

7.5

6.1

1.2

訪問介護・訪問看護・訪問リハビリなどの訪問系在宅サービスの充実

短期入所（ショートステイ）などの一時的入所サービスの充実

24時間対応の在宅サービス（訪問介護・訪問看護）の充実

小規模な環境で常時介護のもと生活できる施設の整備

福祉用具貸与・住宅改修の充実

大規模な環境で常時介護に対応できる施設の整備

認知症の人が利用できるサービスの充実

外出支援（公共交通機関を利用する際の助成、移送サービスなど）

認知症疾患医療センター等の専門医療機関の充実

介護予防（寝たきり予防、認知症予防など）事業の充実

健康診断や歯科検診などの充実

生活支援

特にない・わからない

介護に関する相談（土日を含む）や介護者教室、介護者の集いの場の充実

生きがいをもって活動できる場や働ける場の整備

隣近所の助け合いやボランティア活動の育成や活動への助成

健康づくりのための教室、健康相談の充実

無回答

世代間の交流事業や高齢者の知識や経験を伝える場づくり

その他

通所介護（デイサービス）・通所リハビリ（デイケア）などの
通所系在宅サービスの充実

ケアハウス・有料老人ホームなど、それぞれ必要に応じた介護を
受けながら生活できる施設や共同住宅の整備

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

49.0

43.8

40.4

36.4

36.3

36.3

35.1

29.2

26.0

24.8

23.0

22.5

18.5

14.2

14.1

12.7

11.2

8.7

7.7

7.4

1.7

0.0

自宅での生活が継続できるよう、訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ
などの訪問系在宅サービスの充実

自宅での生活が継続できるよう、通所介護（デイサービス）・通所リハ
ビリ（デイケア）などの通所系在宅サービスの充実

自宅での生活が継続できるよう、短期入所（ショートステイ）などの一
時的入所サービスの充実

自宅での生活が継続できるよう、24時間対応の在宅サービス（訪問
介護・訪問看護）の充実

29人以下の特別養護老人ホームや認知症グループホームなど、小規
模で家庭的な雰囲気の中で常時介護のもと生活できる施設の整備
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など、大規模で常時介護に

対応できる施設の整備

自宅での生活が継続できるよう、福祉用具貸与・住宅改修の充実
ケアハウス・有料老人ホームなど、それぞれの高齢者が、必要に応じた

介護を受けながら生活できる施設や共同住宅の整備
認知症の人が利用できるサービスの充実

外出支援（公共交通機関を利用する際の助成、移送サービスなど）

認知症疾患医療センター等の専門医療機関の充実

介護予防（寝たきり予防、認知症予防など）事業の充実

生きがいをもって活動できる場や働ける場の整備

健康診断や歯科検診などの充実

健康づくりのための教室、健康相談の充実

介護に関する相談（土日を含む）や介護者教室、介護者の集いの場の充実

生活支援

隣近所の助け合いやボランティア活動の育成や活動への助成

特にない・わからない

世代間の交流事業や高齢者の知識や経験を伝える場づくり

その他

無回答

⑾　高齢者施策等について
施設整備のハード面に比べ、訪問系在宅サービス、通所介護、短期入所等、自宅での生活を継続するためのサー

ビスの施策を望む声が多い傾向にあります（共助）。
また、A調査（要介護高齢者等）、B調査（元気高齢者等）ともに少数意見ですが、「隣近所の助け合いやボラン

ティア活動の育成や活動の助成」と約1割の方が答えています。また、B調査（元気高齢者等）においては、「生き
がいをもって活動できる場や働ける場の整備」と約2割（18.5%）の方が就労する意欲があります。（自助）
働くことにより、生きがいや社会とのつながりが生まれ、介護予防につながることから、今後の重要な施策の一

つとして、就労支援や有償も含めたボランティア活動の提供等を検討していく必要があります。
なお、就労支援については、今後も高齢者は増加し、ますます介護事業の重要性が高まることから、人材育成も

含めた就労支援を検討する必要があります。

〔Ｂ調査〕問70　今後、介護や高齢者に必要な施策

〔Ａ調査〕問57　今後、介護や高齢者に必要な施策（複数回答）
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

45.7

44.7

40.7

35.1

34.2

32.0

28.9

26.1

25.7

25.4

18.0

17.5

11.7

11.5

11.3

10.2

9.2

9.2

8.1

7.5

6.1

1.2

訪問介護・訪問看護・訪問リハビリなどの訪問系在宅サービスの充実

短期入所（ショートステイ）などの一時的入所サービスの充実

24時間対応の在宅サービス（訪問介護・訪問看護）の充実

小規模な環境で常時介護のもと生活できる施設の整備

福祉用具貸与・住宅改修の充実

大規模な環境で常時介護に対応できる施設の整備

認知症の人が利用できるサービスの充実

外出支援（公共交通機関を利用する際の助成、移送サービスなど）

認知症疾患医療センター等の専門医療機関の充実

介護予防（寝たきり予防、認知症予防など）事業の充実

健康診断や歯科検診などの充実

生活支援

特にない・わからない

介護に関する相談（土日を含む）や介護者教室、介護者の集いの場の充実

生きがいをもって活動できる場や働ける場の整備

隣近所の助け合いやボランティア活動の育成や活動への助成

健康づくりのための教室、健康相談の充実

無回答

世代間の交流事業や高齢者の知識や経験を伝える場づくり

その他

通所介護（デイサービス）・通所リハビリ（デイケア）などの
通所系在宅サービスの充実

ケアハウス・有料老人ホームなど、それぞれ必要に応じた介護を
受けながら生活できる施設や共同住宅の整備

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

49.0

43.8

40.4

36.4

36.3

36.3

35.1

29.2

26.0

24.8

23.0

22.5

18.5

14.2

14.1

12.7

11.2

8.7

7.7

7.4

1.7

0.0

自宅での生活が継続できるよう、訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ
などの訪問系在宅サービスの充実

自宅での生活が継続できるよう、通所介護（デイサービス）・通所リハ
ビリ（デイケア）などの通所系在宅サービスの充実

自宅での生活が継続できるよう、短期入所（ショートステイ）などの一
時的入所サービスの充実

自宅での生活が継続できるよう、24時間対応の在宅サービス（訪問
介護・訪問看護）の充実

29人以下の特別養護老人ホームや認知症グループホームなど、小規
模で家庭的な雰囲気の中で常時介護のもと生活できる施設の整備
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設など、大規模で常時介護に

対応できる施設の整備

自宅での生活が継続できるよう、福祉用具貸与・住宅改修の充実
ケアハウス・有料老人ホームなど、それぞれの高齢者が、必要に応じた

介護を受けながら生活できる施設や共同住宅の整備
認知症の人が利用できるサービスの充実

外出支援（公共交通機関を利用する際の助成、移送サービスなど）

認知症疾患医療センター等の専門医療機関の充実

介護予防（寝たきり予防、認知症予防など）事業の充実

生きがいをもって活動できる場や働ける場の整備

健康診断や歯科検診などの充実

健康づくりのための教室、健康相談の充実

介護に関する相談（土日を含む）や介護者教室、介護者の集いの場の充実

生活支援

隣近所の助け合いやボランティア活動の育成や活動への助成

特にない・わからない

世代間の交流事業や高齢者の知識や経験を伝える場づくり

その他

無回答

⑾　高齢者施策等について
施設整備のハード面に比べ、訪問系在宅サービス、通所介護、短期入所等、自宅での生活を継続するためのサー
ビスの施策を望む声が多い傾向にあります（共助）。
また、A調査（要介護高齢者等）、B調査（元気高齢者等）ともに少数意見ですが、「隣近所の助け合いやボラン
ティア活動の育成や活動の助成」と約1割の方が答えています。また、B調査（元気高齢者等）においては、「生き
がいをもって活動できる場や働ける場の整備」と約2割（18.5%）の方が就労する意欲があります。（自助）
働くことにより、生きがいや社会とのつながりが生まれ、介護予防につながることから、今後の重要な施策の一
つとして、就労支援や有償も含めたボランティア活動の提供等を検討していく必要があります。
なお、就労支援については、今後も高齢者は増加し、ますます介護事業の重要性が高まることから、人材育成も
含めた就労支援を検討する必要があります。

〔Ｂ調査〕問70　今後、介護や高齢者に必要な施策

〔Ａ調査〕問57　今後、介護や高齢者に必要な施策（複数回答）
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110 111

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.8 17.0 6.0

現在の介護保険サービスを維持・
充実するために、介護保険料が

高くなってもやむを得ない（仕方ない）

介護保険サービスが削減
されても、介護保険料は
高くならない方がよい

公費負担や現役世代の負担を
増やして、高齢者の介護保険料は
高くならないようにする方がよい

21.4 25.9

わからない 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34.5 15.5 4.4 

現在の介護保険サービスを維持・
充実するために、介護保険料が

高くなってもやむを得ない（仕方ない）

介護保険サービスが削減
されても、介護保険料は
高くならない方がよい

公費負担や現役世代の負担を
増やして、高齢者の介護保険料は
高くならないようにする方がよい

21.6 24.0

わからない 無回答

構成比0% 20% 40% 60% 80% 100%

14.6 43.6 2.6

ある程度知っている

24.4

ほとんど知らない

14.9

全く知らないよく知っている

無回答

構成比0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.9 29.7 3.2

ある程度知っている

40.1

ほとんど知らない

20.1

全く知らないよく知っている

無回答

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

32.5

24.7

21.6

21.6

19.8

17.6

9.7

8.7

5.7

3.1

2.6

1.0

高齢者の一般的な相談

病院や施設の入退院（所）に関する相談

特にない

高齢者宅への訪問等による実態把握

認知症の相談

事業内容の周知

無回答

介護予防のためのケアプランの作成

介護予防の普及啓発事業（健康教育、健康相談等）

成年後見制度の周知と相談

高齢者虐待、消費者被害の防止

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

36.8

30.5

28.8

22.7

17.0

11.9

10.7

9.3

9.3

4.1

2.9

2.1

事業内容の周知

高齢者の一般的な相談

病院や施設の入退院（所）に関する相談

高齢者宅への訪問等による実態把握

認知症の相談

無回答

特にない

介護予防の普及啓発事業（健康教育、健康相談等）

介護予防のためのケアプランの作成

高齢者虐待、消費者被害の防止

成年後見制度の周知と相談

その他

⑿　介護保険料に関する考え
介護保険料に関する考えは、A調査（要介護高齢者等）、B調査（元気高齢者等）ともに「サービスを維持・充

実するために、高くなってもやむを得ない」と約3割の方が答えています。一方で、「サービスが削減されても、
介護保険料は高くならないほうが良い」と答えた人は約2割となっています。

（その他）地域包括支援センターの認知状況等
「よく知っている」、「ある程度知っている」を合わせると、A調査（要介護高齢者等）は約6割、B調査（元気高
齢者等）は約4割と答えています。これは、普段の利用状況の差が出た結果だと考えられます。
また、「今後、地域包括支援センターに力を入れてほしいこと」の問いに対しては、A調査、B調査ともに「高齢
の一般的な相談」や「病院や施設の入退院（所）に関する相談」と答えた人が多数を占めています。また、B調査に
おいて、「事業内容の周知」が最も多かったことから、地域包括支援センターの周知に力を入れる必要があります。

〔Ａ調査〕問56　今後の介護保険料に対する考え

〔Ｂ調査〕問69　今後の介護保険料に対する考え

〔Ｂ調査〕問60　今後、地域包括支援センターに力を入れてほしい事業

〔Ａ調査〕問38　地域包括支援センターの認知状況

〔Ｂ調査〕問59　地域包括支援センターの認知状況

〔Ａ調査〕問39　今後、地域包括支援センターに力を入れてほしい事業（複数回答）
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110 111

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.8 17.0 6.0

現在の介護保険サービスを維持・
充実するために、介護保険料が

高くなってもやむを得ない（仕方ない）

介護保険サービスが削減
されても、介護保険料は
高くならない方がよい

公費負担や現役世代の負担を
増やして、高齢者の介護保険料は
高くならないようにする方がよい

21.4 25.9

わからない 無回答

構成比 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34.5 15.5 4.4 

現在の介護保険サービスを維持・
充実するために、介護保険料が

高くなってもやむを得ない（仕方ない）

介護保険サービスが削減
されても、介護保険料は
高くならない方がよい

公費負担や現役世代の負担を
増やして、高齢者の介護保険料は
高くならないようにする方がよい

21.6 24.0

わからない 無回答

構成比0% 20% 40% 60% 80% 100%

14.6 43.6 2.6

ある程度知っている

24.4

ほとんど知らない

14.9

全く知らないよく知っている

無回答

構成比0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.9 29.7 3.2

ある程度知っている

40.1

ほとんど知らない

20.1

全く知らないよく知っている

無回答

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

32.5

24.7

21.6

21.6

19.8

17.6

9.7

8.7

5.7

3.1

2.6

1.0

高齢者の一般的な相談

病院や施設の入退院（所）に関する相談

特にない

高齢者宅への訪問等による実態把握

認知症の相談

事業内容の周知

無回答

介護予防のためのケアプランの作成

介護予防の普及啓発事業（健康教育、健康相談等）

成年後見制度の周知と相談

高齢者虐待、消費者被害の防止

その他

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

36.8

30.5

28.8

22.7

17.0

11.9

10.7

9.3

9.3

4.1

2.9

2.1

事業内容の周知

高齢者の一般的な相談

病院や施設の入退院（所）に関する相談

高齢者宅への訪問等による実態把握

認知症の相談

無回答

特にない

介護予防の普及啓発事業（健康教育、健康相談等）

介護予防のためのケアプランの作成

高齢者虐待、消費者被害の防止

成年後見制度の周知と相談

その他

⑿　介護保険料に関する考え
介護保険料に関する考えは、A調査（要介護高齢者等）、B調査（元気高齢者等）ともに「サービスを維持・充
実するために、高くなってもやむを得ない」と約3割の方が答えています。一方で、「サービスが削減されても、
介護保険料は高くならないほうが良い」と答えた人は約2割となっています。

（その他）地域包括支援センターの認知状況等
「よく知っている」、「ある程度知っている」を合わせると、A調査（要介護高齢者等）は約6割、B調査（元気高
齢者等）は約4割と答えています。これは、普段の利用状況の差が出た結果だと考えられます。
また、「今後、地域包括支援センターに力を入れてほしいこと」の問いに対しては、A調査、B調査ともに「高齢
の一般的な相談」や「病院や施設の入退院（所）に関する相談」と答えた人が多数を占めています。また、B調査に
おいて、「事業内容の周知」が最も多かったことから、地域包括支援センターの周知に力を入れる必要があります。

〔Ａ調査〕問56　今後の介護保険料に対する考え

〔Ｂ調査〕問69　今後の介護保険料に対する考え

〔Ｂ調査〕問60　今後、地域包括支援センターに力を入れてほしい事業

〔Ａ調査〕問38　地域包括支援センターの認知状況

〔Ｂ調査〕問59　地域包括支援センターの認知状況

〔Ａ調査〕問39　今後、地域包括支援センターに力を入れてほしい事業（複数回答）
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項　　目 単位
令和4年度令和3年度

実　績　値
項　　目 単位

令和4年度令和3年度
実　績　値

％
％
％
％
％
％
％
％
人
％
人
人
回数
回数

国保特定健診（対象者：40歳以上74歳以下の国保加入者）
後期高齢者健診（75歳以上） 
がん検診 胃がん検診（30歳以上）
 大腸がん検診（30歳以上）
 肺がん検診（40歳以上）
 乳がん検診（30歳以上）
 子宮がん検診（20歳以上の女性）
 前立腺がん検診（50歳以上の男性）
健康診査等 肝炎ウイルス検診（40歳以上）
 歯周疾患検診（30・40・50・60・70歳）
 骨粗しょう症検診（30歳以上）
 緑内障検診（40歳以上）
フレイル予防 フレイル健診
 フレイル予防講座

41.6
44.8
3.2
18.2
21.1
21.9
19.6
18.9
1,050
6.3

3,884
1,037
95
76

43.0
44.8
3.1
18.4
21.1
21.5
18.9
18.4
938
6.4

3,548
847
77
70

人
人
人
回
日
人
食
件
人
回
人
人
人
回
人
人
人
箇所
箇所

養護老人ホーム定員(松本市分）
養護老人ホーム措置者（各年度末現在の数値）市外措置者含む
ケアハウス定員
軽度生活援助員の派遣回数
生活管理指導短期宿泊利用日数

訪問給食サービス利用者(月平均)及び配食数

家庭介護用品の支給件数
徘徊探知機の貸与利用者
理美容料金の助成回数（1枚1,000円）
緊急通報装置利用者
高齢者住宅等整備事業利用者
福祉100円バス助成事業延利用者
高齢者福祉入浴事業利用回数
老人福祉センター事業利用者
成年後見制度利用支援事業利用者
社会福祉法人等による負担軽減事業利用者
地域包括支援センター設置数
老人福祉センター設置数

200
216
200
1,540
2,666
236

23,212
327
29
941
374
12

442,899
100,135
9,067
10
336
12
1

200
218
200
1,569
2,481
228

24,290
337
22
909
377
13

434,081
99,186
8,735
10
356
12
1

第２章　介護保険事業等の実績

保健事業の実施状況1 高齢者福祉事業の実施状況2

第１節　高齢者保健福祉事業の実施状況（第８期）

（単位：％）
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サービス名 単位
令和４年度（B)

伸び率
（B／A）令和３年度（A)

実　績　値
サービス名 単位

令和４年度（B)
伸び率
（B／A）令和３年度（A)

実　績　値

（回/年）
（回/年）
（回/年）
（回/年）
（人/年）
（回/年）
（回/年）
（日/年）
（日/年）
（日/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）

（人/年）
（人/年）
（回/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）
（回/年）

（人/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）

居宅サービス 
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 居宅療養管理指導
 通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護（老健）
 短期入所療養介護（病院等）
 福祉用具貸与
 特定福祉用具購入費
 住宅改修費
 特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス 
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 夜間対応型訪問介護
 認知症対応型通所介護
 小規模多機能型居宅介護
 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入所者生活介護
 看護小規模多機能型居宅介護
 地域密着型通所介護
施設サービス 
 介護老人福祉施設
 介護老人保健施設
 介護療養型医療施設
 介護医療院
居宅介護支援 

808,993
7,904

102,902
70,902
13,205
274,980
62,579
50,785
6,168

0
49,483
590
303
5,452

1,117
1

9,063
1,017
3,660
1,442
1,322
12

93,883

11,586
8,193

0
1,209
63,845

101.4%
93.6%
100.2%
107.1%
104.1%
93.8%
94.2%
98.3%
95.6%
0.0%
99.1%
112.2%
89.4%
96.3%

126.5%

94.7%
106.0%
99.7%
99.2%
97.3%
75.0%
96.0%

100.1%
102.2%
0.0%

100.7%
98.6%

798,179
8,447

102,693
66,215
12,679
293,245
66,463
51,638
6,452
75

49,941
526
339
5,659

883
0

9,570
959
3,672
1,453
1,358
16

97,787

11,575
8,016

3
1,201
64,775

（回/年）
（回/年）
（回/年）
（人/年）
（人/年）
（日/年）
（日/年）
（日/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）

（回/年）
（人/年）
（人/年）
（人/年）

介護予防サービス 
 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
 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（老健）
 介護予防短期入所療養介護（病院等）
 介護予防福祉用具貸与
 特定介護予防福祉用具購入費
 介護予防住宅改修費
 介護予防特定施設入居者生活介護
地域密着型介護予防サービス 
 介護予防認知症対応型通所介護
 介護予防小規模多機能型居宅介護
 介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防支援 

208
14,301
25,966
1,084
4,248
1,685
146
0

25,945
362
291
552

0
22
17

29,987

100.5%
102.7%
108.8%
122.6%
92.0%
104.6%
53.3%

103.2%
109.0%
99.3%
89.5%

0.0%
35.5%
65.4%
102.0%

207
13,922
23,858
884
4,615
1,611
274
0

25,150
332
293
617

9
62
26

29,395

⑴　介護サービス

第２節　介護保険事業の実施状況（第８期）

介護サービス利用量の状況1

⑵　介護予防サービス
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⑴　介護サービス

第２節　介護保険事業の実施状況（第８期）

介護サービス利用量の状況1

⑵　介護予防サービス
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項　　　　　　　目
令和４年度令和３年度

実　績　値
第　５　期

合　　　　計

平成14年度平成13年度平成12年度

第　６　期

合　　　　計

平成17年度平成16年度平成15年度

介護予防・日常生活支援総合事業
 介護予防・生活支援サービス事業
  訪問型サービス事業
  通所型サービス事業
  介護予防ケアマネジメント事業
 一般介護予防事業費
  介護予防普及啓発事業
  地域介護予防活動支援事業
  地域リハビリテーション活動支援事業
 その他諸費
  介護報酬審査費
  高額介護予防サービス費相当事業
  高額医療合算介護予防サービス費相当事業
包括的支援事業・任意事業 
 総合相談事業
 権利擁護事業
 包括的・継続的ケアマネジメント支援
  包括的・継続的ケアマネジメント支援
  地域包括システム構築事業
 任意事業 
  介護給付等適正化事業
  訪問給食サービス事業
  家族介護支援事業
   徘徊高齢者家族支援事業
   家庭介護用品支給事業
   高齢者介護手当給付事業
  成年後見制度利用支援事業
  住宅改修支援事業
 認知症総合支援事業
 生活支援体制整備事業

地域支援事業合計

836,830,865 
830,621,307 
176,723,852 
602,973,955 
50,923,500 
1,188,497 
460,135 
713,601 
14,761 

5,021,061 
2,331,890 
1,691,539 
997,632 

487,688,127 
128,569,946 
60,166,592 
73,307,503 
67,632,000 
5,675,503 
42,461,843 
9,675,286 
19,395,200 
13,100,179 
1,097,247 
9,182,932 
2,820,000 
233,178 
58,000 

4,688,243 
178,494,000 
1,324,518,992 

840,133,776 
833,344,502 
169,095,738 
608,636,294 
55,612,470 
1,321,693 
740,956 
561,266 
19,471 

5,467,581 
2,411,796 
1,534,153 
1,521,632 

448,325,150 
127,031,182 
60,161,247 
73,940,905 
68,418,000 
5,522,905 
42,995,672 
9,510,556 
20,219,451 
12,928,526 
753,720 
9,204,806 
2,970,000 
271,139 
66,000 

4,490,304 
139,705,840 
1,288,458,926 

（単位：円）

介護給付費 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス 
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

8,209,130,968
3,184,236,421

0
57,433,414
295,040,040
4,672,421,093
115,628,577
83,993,687

0
5,985,590
25,649,300
69,084,157
52,121,801

0
0

16,962,356
8,393,843,702

7,094,405,069
2,692,035,319

0
55,476,584
259,214,480
4,087,678,686
97,349,862
70,675,020

0
4,811,722
21,863,120
56,021,783
41,451,383

0
0

14,570,400
7,247,776,714

5,635,951,940
1,817,970,100

0
27,331,834
194,966,640
3,595,683,366
93,068,235
70,587,940

0
2,027,795
20,452,500
36,177,118
22,617,550

0
0

13,559,568
5,765,197,293

介護給付費 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス 
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

12,046,844,280
5,795,432,602

0
70,646,109
532,682,696
5,648,082,873
162,122,199
111,017,888

0
7,870,771
43,233,540
303,278,429
100,144,739

0
183,926,240
19,207,450

12,512,244,908

10,314,146,580
4,649,438,787

0
72,378,731
440,015,372
5,152,313,690
131,051,524
85,956,909

0
11,032,985
34,061,630
81,573,015
65,664,925

0
0

15,908,090
10,526,771,119

9,274,244,800
3,890,564,410

0
73,936,158
384,287,641
4,925,456,591
129,472,778
87,874,623

0
7,497,025
34,101,130
71,413,307
57,978,747

0
0

13,434,560
9,475,130,885

※平成15年度～平成16年度は旧松本市のみ、平成17年度は旧波田町を含まない決算額

※平成12年度～平成14年度は旧松本市の決算額

（単位：円）

（単位：円）

地域支援事業の実績2 第３節　介護給付費の推移

第１期（平成１２年度～平成１４年度）1

第２期（平成１５年度～平成１７年度）2
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項　　　　　　　目
令和４年度令和３年度

実　績　値
第　５　期

合　　　　計

平成14年度平成13年度平成12年度

第　６　期

合　　　　計

平成17年度平成16年度平成15年度

介護予防・日常生活支援総合事業
 介護予防・生活支援サービス事業
  訪問型サービス事業
  通所型サービス事業
  介護予防ケアマネジメント事業
 一般介護予防事業費
  介護予防普及啓発事業
  地域介護予防活動支援事業
  地域リハビリテーション活動支援事業
 その他諸費
  介護報酬審査費
  高額介護予防サービス費相当事業
  高額医療合算介護予防サービス費相当事業
包括的支援事業・任意事業 
 総合相談事業
 権利擁護事業
 包括的・継続的ケアマネジメント支援
  包括的・継続的ケアマネジメント支援
  地域包括システム構築事業
 任意事業 
  介護給付等適正化事業
  訪問給食サービス事業
  家族介護支援事業
   徘徊高齢者家族支援事業
   家庭介護用品支給事業
   高齢者介護手当給付事業
  成年後見制度利用支援事業
  住宅改修支援事業
 認知症総合支援事業
 生活支援体制整備事業

地域支援事業合計

836,830,865 
830,621,307 
176,723,852 
602,973,955 
50,923,500 
1,188,497 
460,135 
713,601 
14,761 

5,021,061 
2,331,890 
1,691,539 
997,632 

487,688,127 
128,569,946 
60,166,592 
73,307,503 
67,632,000 
5,675,503 
42,461,843 
9,675,286 
19,395,200 
13,100,179 
1,097,247 
9,182,932 
2,820,000 
233,178 
58,000 

4,688,243 
178,494,000 
1,324,518,992 

840,133,776 
833,344,502 
169,095,738 
608,636,294 
55,612,470 
1,321,693 
740,956 
561,266 
19,471 

5,467,581 
2,411,796 
1,534,153 
1,521,632 

448,325,150 
127,031,182 
60,161,247 
73,940,905 
68,418,000 
5,522,905 
42,995,672 
9,510,556 
20,219,451 
12,928,526 
753,720 
9,204,806 
2,970,000 
271,139 
66,000 

4,490,304 
139,705,840 
1,288,458,926 

（単位：円）

介護給付費 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス 
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

8,209,130,968
3,184,236,421

0
57,433,414
295,040,040
4,672,421,093
115,628,577
83,993,687

0
5,985,590
25,649,300
69,084,157
52,121,801

0
0

16,962,356
8,393,843,702

7,094,405,069
2,692,035,319

0
55,476,584
259,214,480
4,087,678,686
97,349,862
70,675,020

0
4,811,722
21,863,120
56,021,783
41,451,383

0
0

14,570,400
7,247,776,714

5,635,951,940
1,817,970,100

0
27,331,834
194,966,640
3,595,683,366
93,068,235
70,587,940

0
2,027,795
20,452,500
36,177,118
22,617,550

0
0

13,559,568
5,765,197,293

介護給付費 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス 
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

12,046,844,280
5,795,432,602

0
70,646,109
532,682,696
5,648,082,873
162,122,199
111,017,888

0
7,870,771
43,233,540
303,278,429
100,144,739

0
183,926,240
19,207,450

12,512,244,908

10,314,146,580
4,649,438,787

0
72,378,731
440,015,372
5,152,313,690
131,051,524
85,956,909

0
11,032,985
34,061,630
81,573,015
65,664,925

0
0

15,908,090
10,526,771,119

9,274,244,800
3,890,564,410

0
73,936,158
384,287,641
4,925,456,591
129,472,778
87,874,623

0
7,497,025
34,101,130
71,413,307
57,978,747

0
0

13,434,560
9,475,130,885

※平成15年度～平成16年度は旧松本市のみ、平成17年度は旧波田町を含まない決算額

※平成12年度～平成14年度は旧松本市の決算額

（単位：円）

（単位：円）

地域支援事業の実績2 第３節　介護給付費の推移

第１期（平成１２年度～平成１４年度）1

第２期（平成１５年度～平成１７年度）2
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第　５　期

合　　　　計

平成20年度平成19年度平成18年度

第　６　期

合　　　　計

平成23年度平成22年度平成21年度

第　５　期

合　　　　計

平成26年度平成25年度平成24年度

第　６　期

合　　　　計

平成29年度平成28年度平成27年度

（単位：円）

（単位：円）

介護給付費
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

12,884,205,691
6,087,643,149
769,604,404
43,841,703
675,787,428
5,307,329,007
465,415,287
392,179,544

335,610
21,674,633
51,225,500
745,776,607
209,158,432

0
515,532,990
21,085,185

14,095,397,585

12,485,753,093
5,794,571,000
680,390,520
43,557,001
672,818,965
5,294,415,607
329,758,804
274,478,613
1,444,068
16,128,623
37,707,500
707,032,573
192,555,398

0
494,457,040
20,020,135

13,522,544,470

11,936,238,402
5,549,758,906
621,535,369
62,464,782
665,084,800
5,037,394,545
168,706,360
137,134,986
1,293,867
7,570,807
22,706,700
639,970,818
166,918,573

0
453,439,090
19,613,155

12,744,915,580

介護給付費
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

15,493,417,922
7,838,191,471
1,065,578,571
41,756,573
914,946,592
5,632,944,715
811,111,529
691,440,441
4,376,538
24,801,150
90,493,400
890,193,364
269,116,862
34,912,132
567,920,890
18,243,480

17,194,722,815

14,717,372,401
7,232,449,084
990,991,917
42,078,835
871,099,842
5,580,752,723
736,065,522
626,962,792
2,855,178
24,117,352
82,130,200
878,088,278
252,038,641
42,843,314
564,641,283
18,565,040

16,331,526,201

14,279,263,055
6,810,799,517
918,523,512
40,571,685
829,585,545
5,679,782,796
613,598,548
519,831,299

988,191
24,133,158
68,645,900
835,292,601
238,865,953
22,432,970
553,496,778
20,496,900

15,728,154,204

※平成18年度～平成20年度は旧波田町を含まない決算額

※平成29年度は予算額

（単位：円）

（単位：円）

介護給付費 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス 
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

17,274,702,877
9,285,719,829
1,271,623,179
37,212,503
976,420,967
5,703,726,399
1,127,964,305
965,315,352
7,317,895
30,566,324
124,764,734
994,039,277
314,755,336
40,944,738
617,733,343
20,605,860

19,396,706,459

16,624,303,049
8,768,847,349
1,166,979,403
36,332,969
941,516,561
5,710,626,767
997,457,635
853,581,656
4,678,463
27,893,151
111,304,365
959,098,245
300,519,799
40,067,601
598,843,085
19,667,760

18,580,858,929

16,318,984,356
8,421,368,653
1,129,871,882
41,073,878
949,115,489
5,777,554,454
859,791,515
730,841,068
4,215,588
26,426,281
98,308,578
948,629,536
291,320,704
39,767,602
598,549,250
18,991,980

18,127,405,407

介護給付費 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス 
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

18,018,069,114
9,094,848,070
2,497,673,574
26,868,892

1,003,494,806
5,395,183,772
552,014,263
417,866,775
5,212,087
21,900,672
107,034,729
1,004,808,204
396,338,743
51,133,879
537,825,716
19,509,866

19,574,891,581

17,656,782,018
8,856,465,832
2,341,305,818
32,351,341

1,018,965,818
5,407,693,209
811,467,024
666,900,350
3,360,859
22,818,281
118,387,534
1,026,634,627
391,352,537
49,456,635
565,782,569
20,042,886

19,494,883,669

17,501,268,018
9,499,669,294
1,394,619,362
36,078,886

1,022,969,516
5,547,930,960
1,085,439,971
918,668,010
5,922,243
23,298,074
137,551,644
1,023,045,794
350,519,670
43,261,474
608,709,334
20,555,316

19,609,753,783

第３期（平成１８年度～平成２０年度）3

第４期（平成２１年度～平成２３年度）４

第５期（平成２４年度～平成２６年度）５

第６期（平成２７年度～平成２９年度）6
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第　５　期

合　　　　計

平成20年度平成19年度平成18年度

第　６　期

合　　　　計

平成23年度平成22年度平成21年度

第　５　期

合　　　　計

平成26年度平成25年度平成24年度

第　６　期

合　　　　計

平成29年度平成28年度平成27年度

（単位：円）

（単位：円）

介護給付費
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

12,884,205,691
6,087,643,149
769,604,404
43,841,703
675,787,428
5,307,329,007
465,415,287
392,179,544

335,610
21,674,633
51,225,500
745,776,607
209,158,432

0
515,532,990
21,085,185

14,095,397,585

12,485,753,093
5,794,571,000
680,390,520
43,557,001
672,818,965
5,294,415,607
329,758,804
274,478,613
1,444,068
16,128,623
37,707,500
707,032,573
192,555,398

0
494,457,040
20,020,135

13,522,544,470

11,936,238,402
5,549,758,906
621,535,369
62,464,782
665,084,800
5,037,394,545
168,706,360
137,134,986
1,293,867
7,570,807
22,706,700
639,970,818
166,918,573

0
453,439,090
19,613,155

12,744,915,580

介護給付費
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

15,493,417,922
7,838,191,471
1,065,578,571
41,756,573
914,946,592
5,632,944,715
811,111,529
691,440,441
4,376,538
24,801,150
90,493,400
890,193,364
269,116,862
34,912,132
567,920,890
18,243,480

17,194,722,815

14,717,372,401
7,232,449,084
990,991,917
42,078,835
871,099,842
5,580,752,723
736,065,522
626,962,792
2,855,178
24,117,352
82,130,200
878,088,278
252,038,641
42,843,314
564,641,283
18,565,040

16,331,526,201

14,279,263,055
6,810,799,517
918,523,512
40,571,685
829,585,545
5,679,782,796
613,598,548
519,831,299

988,191
24,133,158
68,645,900
835,292,601
238,865,953
22,432,970
553,496,778
20,496,900

15,728,154,204

※平成18年度～平成20年度は旧波田町を含まない決算額

※平成29年度は予算額

（単位：円）

（単位：円）

介護給付費 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス 
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

17,274,702,877
9,285,719,829
1,271,623,179
37,212,503
976,420,967
5,703,726,399
1,127,964,305
965,315,352
7,317,895
30,566,324
124,764,734
994,039,277
314,755,336
40,944,738
617,733,343
20,605,860

19,396,706,459

16,624,303,049
8,768,847,349
1,166,979,403
36,332,969
941,516,561
5,710,626,767
997,457,635
853,581,656
4,678,463
27,893,151
111,304,365
959,098,245
300,519,799
40,067,601
598,843,085
19,667,760

18,580,858,929

16,318,984,356
8,421,368,653
1,129,871,882
41,073,878
949,115,489
5,777,554,454
859,791,515
730,841,068
4,215,588
26,426,281
98,308,578
948,629,536
291,320,704
39,767,602
598,549,250
18,991,980

18,127,405,407

介護給付費 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付 
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス 
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

18,018,069,114
9,094,848,070
2,497,673,574
26,868,892

1,003,494,806
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552,014,263
417,866,775
5,212,087
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19,574,891,581
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5,407,693,209
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1,026,634,627
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49,456,635
565,782,569
20,042,886

19,494,883,669

17,501,268,018
9,499,669,294
1,394,619,362
36,078,886

1,022,969,516
5,547,930,960
1,085,439,971
918,668,010
5,922,243
23,298,074
137,551,644
1,023,045,794
350,519,670
43,261,474
608,709,334
20,555,316

19,609,753,783

第３期（平成１８年度～平成２０年度）3

第４期（平成２１年度～平成２３年度）４

第５期（平成２４年度～平成２６年度）５

第６期（平成２７年度～平成２９年度）6
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第　７　期

合　　　　計

令和2年度令和元年度平成30年度

第　８　期

合　　　　計

令和５年度令和４年度令和３年度

期　日　等 内　容　・　会　議　等

（単位：千円）

介護給付費
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

18,469,964,858
8,866,793,902
2,909,701,713
23,841,137

1,013,225,337
5,656,402,769
695,890,870
532,309,387
8,211,614
25,810,346
129,559,523
1,083,895,255
467,785,450
60,431,335
535,504,098
20,174,372

20,249,750,983

18,343,373,732
8,937,942,219
2,770,034,034
22,048,689

1,019,810,169
5,593,538,621
656,711,487
503,659,992
5,540,768
24,746,781
122,763,946
1,071,312,922
448,176,630
60,831,764
542,139,436
20,165,092

20,071,398,141

18,043,769,128
8,975,003,310
2,602,745,913
27,849,595

1,002,979,352
5,435,190,958
619,761,349
476,292,942
4,950,695
22,098,798
116,418,914
981,331,945
411,934,275
10,073,050
539,451,558
19,873,062

19,644,862,422

（単位：千円）

介護給付費
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 居宅介護支援
 介護保険施設サービス
予防給付
 居宅サービス
 地域密着型サービス
 住宅改修
 介護予防支援
その他サービス
 高額介護サービス等給付費
 高額医療合算介護サービス等給付費
 特定入居者介護サービス費
 審査支払手数料

20,600,984,000
9,853,174,000
3,595,696,000
30,310,000

1,100,663,000
6,021,141,000
770,584,000
587,638,000
9,509,000
35,232,000
138,205,000
1,013,167,000
488,174,000
68,294,000
434,262,000
22,437,000

22,384,735,000
※令和５年度は計画額

18,489,105,255
8,579,609,941
2,940,827,524
22,179,901

1,046,083,377
5,900,404,512
734,700,701
563,951,753
6,287,263
22,309,574
142,152,111
897,342,242
433,129,931
60,092,080
383,637,763
20,482,468

20,121,148,198

18,471,646,723
8,724,906,993
2,908,048,226
26,227,262

1,038,556,894
5,773,907,348
723,841,664
553,588,583
10,403,409
22,872,023
136,977,649
980,195,905
447,474,548
60,248,351
452,124,634
20,348,372

20,175,684,292

令和4年12月14日

～令和５年1月13日

令和５年 　　　 3～4月

 4月 17日

 5月 25日

 6月 5日

 6月 23日

 9月 25日

 9月 27日

 10月 18日

 10月 31日

 11月 10日

 11月 14日

 11月 21日

 11月28日～12月27日

 1月 16日

令和６年 1月 30日

  ２月

高齢者等実態調査実施

介護サービス等利用状況調査・介護サービス参入意向調査実施

松本市社会福祉審議会（諮問）

第1回社会福祉審議会高齢者専門分科会

第５回定例庁議　計画策定について

市議会厚生委員協議会　計画策定について報告

第９期介護保険事業計画の策定に係る県との保険者ヒアリング

第2回社会福祉審議会高齢者専門分科会

第3回社会福祉審議会高齢者専門分科会

社会福祉審議会（答申）

第９期介護保険事業支援計画の策定に向けた圏域内調整会議

第１５回定例庁議　計画策定について

市議会厚生委員協議会で協議

パブリックコメント実施

第１９回定例庁議　パブリックコメント等の結果について

市議会厚生委員協議会　パブリックコメント等の結果について

介護保険条例改正議案提出（保険料改定）

第７期（平成３０年度～令和２年度）7

第８期（令和３年度～令和５年度）8

第３章　付属資料
第1節　計画策定の主な経過
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第９期介護保険事業計画の策定に係る県との保険者ヒアリング
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第１５回定例庁議　計画策定について
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パブリックコメント実施
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氏　　　名

向　井　　　健

草　深　邦　子

三　村　仁　志

野　竹　　　寛

小　林　弘　明

廣　瀬　　　豊

大　下　京　子

北　沢　和　雄

岩　田　宜己子

片　桐　政　勝

尻無浜　博　幸

羽　田　原　之

丸　山　順　子

澤　地　雅　弘

青　木　　　厚

平　林　優　子

田　中　秀　明

海　野　暁　光

岡　野　尚　子

山　本　侑一郎

所　　属　　等 備　考

氏　　　名

尻無浜　博　幸

羽　田　原　之

丸　山　順　子

澤　地　雅　弘

青　木　　　厚

曽根原　考　俊

水　野　尚　子

西　原　秀　二

中　澤　伸　一

清　澤　秀　彦

齊　藤　京　子

畑　山　善　純

所　　属　　等 備　考

松本大学総合経営学部　観光ホスピタリティ学科准教授

民生・児童委員協議会会長

長野県社会福祉士会前会長

松本市町会連合会副会長

松本市社会福祉協議会会長

松本大学松商短期大学部　経営情報学科准教授

（一社）ぴあねっと理事兼　ぴあねっと社会参画室室長

松本地域難病患者家族友の会

かとうメンタルクリニック　ソーシャルワーカー

社会福祉法人アルプス福祉会理事

松本大学副学長

松本市医師会老人保健担当理事

松本短期大学介護福祉学科教授

長野県弁護士会

松本市高齢者クラブ連合会会長

信州大学医学部保健学科教授

松本短期大学幼児保育学科教授

私立保育園・認定こども園代表

松本市私立幼稚園連盟

児童館長代表

地域福祉専門分科会会長

地域福祉専門分科会副会長

 

委員長

障がい者福祉専門分科会会長

障がい者福祉専門分科会副会長

高齢者福祉専門分科会会長

副委員長

　

高齢者福祉専門分科会副会長

児童福祉専門分科会会長

児童福祉専門分科会副会長

会　長

副会長

松本大学副学長

松本市医師会老人保健担当理事

松本短期大学介護福祉学科教授

長野県弁護士会

松本市高齢者クラブ連合会会長

（松本公共職業安定所）ハローワーク松本統括職業指導官

長野県栄養士会副会長

松本市社会福祉協議会在宅福祉課長

松本市民生委員・児童委員協議会副会長

長野県高齢者福祉事業協会　

相澤居宅介護支援事業所所長

公募委員

第2節　松本市社会福祉審議会委員名簿 第３節　介護保険・高齢者福祉専門分科会委員名簿
第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画
松本市社会福祉審議会　委員名簿
任期：令和3年4月1日～令和6年3月31日

※ 敬称略・50音順
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障がい者福祉専門分科会副会長

高齢者福祉専門分科会会長

副委員長

　

高齢者福祉専門分科会副会長

児童福祉専門分科会会長

児童福祉専門分科会副会長

会　長

副会長

松本大学副学長

松本市医師会老人保健担当理事

松本短期大学介護福祉学科教授

長野県弁護士会

松本市高齢者クラブ連合会会長

（松本公共職業安定所）ハローワーク松本統括職業指導官

長野県栄養士会副会長

松本市社会福祉協議会在宅福祉課長

松本市民生委員・児童委員協議会副会長

長野県高齢者福祉事業協会　

相澤居宅介護支援事業所所長

公募委員

第2節　松本市社会福祉審議会委員名簿 第３節　介護保険・高齢者福祉専門分科会委員名簿
第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画
松本市社会福祉審議会　委員名簿
任期：令和3年4月1日～令和6年3月31日

※ 敬称略・50音順
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