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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 
我が国では、高齢者の増加が諸外国に例をみないスピードで進んでおり、内閣府の平成

29 年度版高齢社会白書によると、平成 28（2016）年 10 月 1 日現在、総人口に占める高齢

者の割合（高齢化率）は 27.3％となっています。 

高齢者人口は、「団塊の世代」が 65 歳以上となった平成 27（2015）年に 3,387 万人とな

り、「団塊の世代」が 75 歳以上となる平成 37（2025）年には 3,677 万人に達すると見込ま

れています。その後も高齢者人口は増加傾向が続き、平成 54（2042）年に 3,935 万人でピ

ークを迎え、その後は減少に転じると推計されています。 

また、厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割」によると、要介護認定率が

高くなる 75 歳以上の方は、平成 37 年（2025）には 2,179 万人と総人口比約 18％になると

見込まれていることから、現在の介護保険水準を維持した場合、今後、介護保険料、介護

給付総額はともに上昇し、大幅に膨らむと予測されています。 

このような背景から、国はこれまでに地域包括ケアシステムの構築に努めることが示さ

れていましたが、今回、平成 29 年５月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律」において、地域包括ケアシステムを深化・推進し、

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度

の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供

されるようにすることが求められています。 

本計画においては、地域包括ケアシステムを一層推進することとし、これまでの取組み

を引き継ぎつつ、これからの高齢者があらゆる世代の市民とともに豊かにいきいきと暮ら

せる地域共生社会をめざして、第７期赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を

策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

 
（１）法令等の根拠 

この計画は、老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定に基づく、高齢者保

健福祉計画（法律上は、「老人福祉計画」）」と「介護保険事業計画」を一体のものとして

策定することで、介護保険及び福祉サービスを総合的に展開することを目指すものです。 

また、国の定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本

的な指針」、兵庫県が策定する「介護保険事業支援計画」、「医療費適正化計画」、「地域ケ

ア体制整備構想」、赤穂市が策定する「赤穂市総合計画」、「赤穂市地域福祉計画」などの

関連計画の内容を踏まえたものとします。 

 

（２）計画の性格 

第７期計画は、「2025 年を見据えた地域包括ケア計画」により地域包括ケア実現のため

の方向性を承継しつつ、地域包括ケアシステムを一層深化・推進するものであることから、

「第６期赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」の後継計画として、理念や考

え方を引き継いで策定するものです。 

「高齢者保健福祉計画」は、本市における高齢者の保健福祉に関する施策全般にわたる

計画であり、高齢者に対する保健福祉事業における総合的な計画です。 

「介護保険事業計画」は、高齢者保健福祉計画のうち、介護・支援を必要とする高齢者

及び要支援・ 要介護状態になるおそれのある高齢者に対する部分など、介護保険事業にお

いて実施する施策を担う計画です。 

 

（３）上位計画･関連計画との関係 

本計画は、 本市の総合的な行政運営の方針を示した赤穂市総合計画を上位計画とし、そ

の方針に沿って策定されるものです。また、赤穂市地域福祉計画をはじめ、高齢者保健福

祉に関連する他分野の計画との整合を図りながら策定するものとします。 
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（介護保険事業支援計画）

赤穂市子ども・子育て支援事業計画 

赤穂市健康増進計画  

赤穂市障がい者福祉長期計画 

赤穂市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画  
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３ 計画の期間 
 

第７期介護保険事業計画の期間は平成 30年度から平成 32年度までの３年間となります。 

平成 37（2025）年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して、中長期

的な視野に立った施策の展開を図ります。 

 

平成 

24 

年度 

2012 

平成 

25 

年度 

2013 

平成 

26 
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2014 

平成 

27 

年度 

2015 

平成 

28 

年度 

2016 

平成 

29 

年度 

2017 

平成 

30 

年度 

2018 

平成 

31 

年度 

2019 

平成 

32 

年度 

2020 

平成 

33 

年度 

2021 

平成 

34 

年度 

2022 

平成 

35 

年度 

2023 

平成 

36 

年度 

2024 

平成 

37 

年度 

2025 

              

 

 

 

 

 

第 5 期計画 第 6 期計画 第 7 期計画 第 8 期計画 第 9 期計画

平成 37 年（2025 年）までの中長期的見直し 

「団塊の世

代」が 65 歳に 

「団塊の世代」

が 75 歳に 

「地域包括ケアシステム」

のスタート 

「地域包括ケア計画」の 

スタート 

「地域包括ケアシステム」 

の深化・推進 
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４ 計画の策定体制 

 

本計画の策定は、赤穂市介護保険等事業計画策定委員会のほか、各種アンケートなど、

市民や関係者の参画により策定しています。 

 

（１）赤穂市介護保険等事業計画策定委員会の開催 

赤穂市介護保険等事業計画策定委員会においては、学識経験を有する者、保険・医

療・福祉関係者、介護保険事業者、市民代表等に委員を委嘱し、計画内容について協

議いただきました。 

 

（２）各種アンケート調査の実施 

本計画の策定にあたっては、65 歳以上の「高齢者の生活に関するアンケート調査」

及び「在宅介護実態調査」を実施し、高齢者の現状について把握しました。 

 

（３）赤穂市生活支援・介護予防サービス体制整備協議体の開催 

  本計画の策定にあたっては、赤穂市生活支援・介護予防サービス体制整備協議体の

提言を反映しました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

本計画は、平成○年○月○日から平成○年○月○日の期間中、パブリックコメント

を実施し、市民から広く意見をお聞きし、期間中○件のご意見・ご要望がありました。 
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５ 介護保険制度改正のポイント 

 
介護保険制度を取り巻く状況が大きく変化している中で、団塊の世代が 75 歳以上となる

平成 37（2025）年や、高齢者数がピークを迎える平成 54（2042）年も見据えつつ、引き続

き、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減・悪化の防止といった制度の

理念を堅持し、医療・介護の連携、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進すること

により、財源と人材とをより重点的・効率的に活用する仕組みを構築することで、制度の

持続可能性を確保していくことが重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律」の主な改正内容  
Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進  
１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険
法） 
・全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む

仕組みの制度化 

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）  
・「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」

としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設 

・医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の

提供その他の支援の規定を整備 

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害
者総合支援法、児童福祉法）  
・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉

分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化 

・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保

険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける  
Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保  
４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする（介護保険法） 
５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）  
・各医療保険者が納付する介護納付金（40～64 歳の保険料）について、被用

者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする 
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第２章 赤穂市の高齢者等の現状と将来見込み 

１ 人口構造 

（１）現在の人口構造 

本市の平成 29 年 9 月末時点の人口は、48,595 人となっています。 

男性、女性ともに 65～69 歳の人口が最も多くなっています。また 14 歳以下の人口

は少なく、少子高齢化は今後も進行していくものと考えられます。 

 

◆性別年齢５歳階級別人口ピラミッド  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（平成 29 年 9 月末現在）  
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（２）年齢３区分別人口の推移 

本市における近年の年齢３区分人口をみると、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢

人口（15～64 歳）は減少傾向にあります。一方、高齢者人口（65 歳以上）は増加傾向

にあり、平成 29 年に 15,058 人となっています。これにともない年齢３区分人口構成

比も同様の傾向がみられ、高齢者人口割合は平成 29 年 9 月末時点で 31.0％となって

います。 

 

◆年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（各年 9 月末現在） 

 

◆年齢３区分別人口構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（各年 9 月末現在） 
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２ 世帯構造 

 

世帯の状況をみると、近年の世帯数は概ね増加傾向にあり、１世帯当たり人数は減少

傾向で推移しています。 

 国勢調査による 65 歳以上高齢者のいる世帯では、親族人員が２人の世帯が最も多く、

次いで親族人員が１人の世帯が多くなっています。また、60 歳以上の単身世帯数は 2,569

世帯で、女性の単身世帯が多くなっています。 

◆人口・世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳（各年 9 月末現在） 

 

◆65 歳以上の親族のいる一般世帯 

区分  親族  
親族人員

が 1 人  
2 人  3 人  4 人  5 人  6 人  

7 人  

以上  

65 歳以上の親族の

いる一般世帯（世帯） 
9,224 2,219 3,941 1,538 698 428 266 134 

世帯人員  

（人） 
18,686 4,846 5,906 3,513 2,815 1,097 351 158 

資料：平成 27 年国勢調査 

◆60 歳以上の高齢単身世帯数 

区分  総数  60～64 歳  65～69 歳  70～74 歳  75～79 歳  80～84 歳  85 歳以上  

60 歳以上の高齢  

単身世帯数（世帯） 
2,569 350 466 433 454 435 431 

男  765 181 198 129 107 71 79 

女  1,804 169 268 34 347 364 352 

資料：平成 27 年国勢調査 
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３ 高齢者等の現状 

（１）高齢者人口の推移 

本市の 65 歳以上の人口は増加傾向で推移しています。前期高齢者（65～74 歳）及

び後期高齢者（75 歳以上）は、ともに増加しています。また、人口総数に対する年齢

４区分の割合をみると、65～74 歳、75 歳以上は上昇傾向にあります。 

◆年齢別人口の推移 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（各年 9 月末現在） 

 

◆年齢別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（各年 9 月末現在） 
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50,742 50,381 50,042 49,699 49,208 48,595

26.3 27.3 28.4
29.4 30.2 31.0

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

(%)(人)

75歳以上

65～74歳

40～64歳

0～39歳

高齢化率

40.6 39.8 38.9 38.1 37.5 36.9

33.1 33.0 32.7 32.5 32.3 32.2

26.3 27.3
28.4 29.4 30.2 31.0

13.1 13.6 14.4 14.9 15.2 15.3

13.2 13.6 14.0 14.5 15.1 15.7
10

15

20

25

30

35

40

45

50

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

(%)

0～39歳

40～64歳

65歳以上

65～74歳（再掲）

75歳以上（再掲）
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（２）要介護認定者の推移 

 本市の要支援･要介護認定者数は増加傾向で推移しています。要支援･要介護認定者

数は、平成 29 年 9 月末現在で 2,858 人となっており、この 5 年間で約 500 人の増加が

みられます。内訳を見ると、要支援認定者（要支援 1･2）が 851 人、要介護認定者（要

介護 1～5）が 2,007 人となっています。要支援･要介護度別では、要介護 1 が 569 人

（構成比 19.9％）と最も多くなっています。 

◆要支援･要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年 9 月末現在） 

 

◆要支援･要介護認定者数構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年 9 月末現在） 

348 354 349 346 357 421

293 315 346 420 448 430
454 479 506 543 533 569
401 410 428

424 445 425276 283
331

354 363 339
264 300

277
294 298 323

349 320
353

334 336 351
2,385 2,461

2,590
2,715 2,780

2,858

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人）

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

14.6 14.4 13.5 12.7 12.8 14.7

12.3 12.8 13.4 15.5 16.1 15.0

19.0 19.5 19.5 20.0 19.2 19.9

16.8 16.7 16.5 15.6 16.0 14.9

11.6 11.5 12.8 13.0 13.1 11.9

11.1 12.2 10.7 10.8 10.7 11.3

14.6 13.0 13.6 12.3 12.1 12.3

0

20

40

60

80

100

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（％）

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1
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本市の認定率は上昇傾向で推移しています。兵庫県に比べるとやや低い値で推移し

ていますが、全国の値よりも高くなっています。 

◆認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年 9 月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9 17.9 18.2
18.6 18.7

19.0
18.2

18.6 18.6
18.8 18.9

19.1

17.3
17.6

17.8
17.9 17.9

18.0

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（％）

赤穂市

兵庫県

全 国
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（３）アンケート調査結果から 

本市では、本計画策定に向け、高齢者の日常生活の実態等を把握するため、平成 28

年度と平成 29 年度にアンケート調査を実施しました。 

 

①実施要領 
 

・調査名  
高齢者の生活に関するアンケート

調査 
在宅介護実態調査  

・調査対象  
65 歳以上の方で要介護 1～5 の認

定者を除く 2,500 人（無作為抽出） 

在宅で生活している要支援・要介護

者のうち「要支援・要介護認定の更

新申請・区分変更申請」を行い、調

査期間中に認定調査を受けた方  

・調査期間  平成 29 年 1月 10 日～1月 24日 平成 29 年３月 15 日～７月 31 日 

・調査方法  郵送配布・郵送回収  認定調査員による聞き取り調査  

・回収結果  1,955 件（回収率：78.2％）  577 件 

 

②アンケート結果の見方 

 回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数

点以下第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答であっても合計値が

100.0％にならない場合があります。 

 複数回答の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合

を示しています。そのため、合計が 100.0％を超える場合があります。 

 図表中において、「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判

別が著しく困難なものです。 

 図表等の「N 数（number of case）」は、有効標本数（集計対象者総数）を表してい

ます。 

 

③「高齢者の生活に関するアンケート調査」結果  
１）属性  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男
43.1%

女
56.8%

無回答
0.1%

（N=1,955）

◆年齢別                ◆性別       

26.5%

22.6%

23.0%

17.6%

10.3%

0.1%

0% 20% 40%

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

無回答

合計(n=1,955)
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6.9

16.3

7.2

8.7

12.7

5.8

2.9

12.3

1.1

8.3

18.5

6.2

25.0

17.4

1.4

14.1

0 20 40 60 80 100

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

関節の病気（リウマチ等）

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

糖尿病

腎疾患（透析）

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

(n=276)
(MA%)

 

２）家族構成 
・「一人暮らし」、「夫婦２人暮らし」を合わせ  

ると、62.3％となっています。 

３）住まい・暮らしの状況 
・介護・介助の必要性について、必要がない

人が 80.8%、必要だが受けていない人が

8.6％、必要で介護・介助を受けている人が

5.5％となっています。 

・介護・介助が必要になった原因では、「高齢

による衰弱」が 25.0％、「骨折・転倒」が

18.5％、「心臓病」が 16.3%となっています。 

・主な介護者は「配偶者（夫・妻）」が 33.6％、

「娘」が 32.7％、「介護サービスのヘルパー」が 27.1％となっています。 

・健康状態が「とてもよい」「まあよい」人の合計は 75.3%で４人に３人となっています。 

・幸福感については「とても幸せ」「幸せ」の合計が 57.4％となっています。 

・経済状況は、「大変苦しい」「やや苦しい」の合計が 30.9%、「普通」が 59.7%となってい

ます。 

・住まいの状況は、「持家（一戸建て）」が 90.7%、「持家（集合住宅）」が 0.7％で、持家（一

戸建て）」と「持家（集合住宅）」を合わせると 91.4％を占めています。また「公営賃貸

住宅」が 2.6％、「民間賃貸住宅（一戸建て）」が 1.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人暮らし

15.0%

夫婦2人暮らし

（配偶者65歳以上）

42.4%

夫婦2人暮らし

（配偶者64歳以下）

4.9%

息子・娘との2世帯

19.8%

その他

15.7%

無回答

2.3%

(n=1,955)

◆家族構成 

◆介護・介助の必要性         ◆介護・介助が必要となった原因 

介護・介助は

必要ない

80.8%

何らかの介護・介助

は必要だが、現在は

受けていない

8.6%

現在、何らかの介護

を受けている（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）

5.5%

無回答

5.1%

(n=1,955)
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33.6

22.4

32.7

10.3

4.7

5.6

27.1

19.6

3.7

0 20 40 60 80 100

配偶者（夫・妻）

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

介護サービスのヘルパー

その他

無回答

(n=107)
(MA%)

とてもよい

9.4%

まあよい

65.9%

あまりよくない

16.7%

よくない

3.1%

無回答

4.9%

(n=1,955)

とても幸せ（10点）

15.4%

幸せ（７～９点）

42.0%

ふつう（４～６点）

32.0%

不幸（１～３点）

4.1%

とても不幸（０点）

0.7%

無回答

5.8%

(n=1,955)

大変苦しい

7.4%

やや苦しい

23.5%

ふつう

59.7%

ややゆとりがある

6.2%

大変ゆとりがある

1.0%

無回答

2.2%

(n=1,955)

◆主な介護者              ◆健康状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆幸福感                 ◆経済状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆住まいの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.7

0.7

2.6

1.9

1.4

0.3

0.6

1.9

0 20 40 60 80 100

持家（一戸建て）

持家（集合住宅）

公営賃貸住宅

民間賃貸住宅（一戸建て）

民間賃貸住宅（集合住宅）

借間

その他

無回答

(n=1,955)
(%)
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該当

19.0%

非該当

80.2%

判定不能

0.8%

(n=1,955)

単位：％

該

当

非

該

当

判

定

不

能

1,955 19.0 80.2 0.8

男性　前期高齢者 432 6.7 92.8 0.5

男性　後期高齢者 410 21.2 77.6 1.2

女性　前期高齢者 528 10.4 89.0 0.6

女性　後期高齢者 583 34.3 64.7 1.0

赤穂・城西 379 21.9 77.6 0.5

塩屋・西部 372 21.8 77.4 0.8

尾崎・御崎 373 15.5 84.2 0.3

坂越・高雄 384 15.1 83.3 1.6

有年 403 20.8 78.2 1.0

一般高齢者 1,821 15.3 84.0 0.7

要支援１・２ 131 70.2 27.5 2.3

母数 

(n)

運動器機能の低下リスク

全体

性年齢別

圏域

認定状況別

該当

31.7%

非該当

66.9%

判定不能

1.4%

(n=1,955)

単位：％

該

当

非

該

当

判

定

不

能

1,955 31.7 66.9 1.4

男性　前期高齢者 432 24.1 74.8 1.2

男性　後期高齢者 410 36.1 62.2 1.7

女性　前期高齢者 528 23.9 75.2 0.9

女性　後期高齢者 583 41.5 56.8 1.7

赤穂・城西 379 34.3 64.9 0.8

塩屋・西部 372 30.9 68.0 1.1

尾崎・御崎 373 26.0 72.7 1.3

坂越・高雄 384 31.3 66.7 2.1

有年 403 36.2 62.0 1.7

一般高齢者 1,821 29.3 69.4 1.3

要支援１・２ 131 64.9 32.1 3.1

母数 

(n)

転倒リスク

全体

性年齢別

圏域

認定状況別

 ＜課題と対応方向＞ 
 

  
４）運動・外出について 
・運動機能の低下リスク該当者は 19.0%となっています。要支援１、２では７割を超えて

います。 

・転倒リスクの該当者は 31.7%で、女性の後期高齢者では該当者４割となっています。要

支援１、２では６割を超えています。 

・閉じこもりのリスクの該当者は 19.7%で、女性の後期高齢者では該当者３割となっていま

す。リスク該当者の外出機会は一年前に比べ「減っている」人が 52.8%です。要支援１、

２では４割を超えています。 

・外出を控えている人の理由では「足腰などの痛み」が 57.8%近くとなっています。 

・外出時の移動手段（複数回答）では、「自動車（自分で運転）」が 51.4%、「徒歩」が 45.9%、

「自転車」が 42.2%となっています。 

 

◆運動機能の低下リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆転倒リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●家族介護者への支援と老老介護問題への対応、ホームヘルプサービスの充実  

●経済不安への対応、相談対応の充実  
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該当

19.7%

非該当

78.5%

判定不能

1.8%

(n=1,955)

単位：％

該

当

非

該

当

判

定

不

能

1,955 19.7 78.5 1.8

男性　前期高齢者 432 12.0 86.6 1.4

男性　後期高齢者 410 19.5 77.8 2.7

女性　前期高齢者 528 10.8 88.1 1.1

女性　後期高齢者 583 33.8 64.2 2.1

赤穂・城西 379 13.5 84.7 1.8

塩屋・西部 372 16.1 82.0 1.9

尾崎・御崎 373 16.1 83.4 0.5

坂越・高雄 384 24.5 73.4 2.1

有年 403 27.8 69.5 2.7

一般高齢者 1,821 18.3 80.2 1.5

要支援１・２ 131 40.5 54.2 5.3

母数 

(n)

閉じこもりのリスク

全体

性年齢別

圏域

認定状況別

◆閉じこもりのリスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆昨年と比べての外出の回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）口腔・栄養について 
・口腔機能の低下リスクの該当者は 23.7%で、男性の後期高齢者では該当者が３割となっ

ています。また要支援１、２では４割を超えています。 

・歯みがきを毎日している人は 91.4%、かみ合わせが良くない人は 16.4%となっています。

◆外出を控えている人の理由         ◆外出時の移動手段 

14.7

2.7

57.8

17.9

11.8

8.2

12.2

9.8

17.2

10.7

1.6

0 20 40 60 80 100

病気

障害（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）

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

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

その他

無回答

(n=441)

(MA%)

45.9

42.2

6.2

51.4

31.2

16.1

10.2

2.2

0.2

0.4

2.0

8.4

1.4

2.7

0 20 40 60 80 100

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

(n=1,955)
(MA%)

0.5 

11.7 

14.6 

41.1 

35.1 

31.8 

49.8 

12.9 2.4 

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

閉じこもりの

リスク非該当

（n=1,460）

閉じこもりの

リスク該当

（n=333）

0                20               40               60               80       100（%）

とても減っている 減っている 無回答あまり減っていない

減っていない
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該当

23.7%

非該当

75.1%

判定不能

1.2%

(n=1,955)

単位：％

該

当

非

該

当

判

定

不

能

1,955 23.7 75.1 1.2

男性　前期高齢者 432 20.6 79.2 0.2

男性　後期高齢者 410 31.0 67.8 1.2

女性　前期高齢者 528 17.6 81.3 1.1

女性　後期高齢者 583 26.4 71.5 2.1

赤穂・城西 379 24.3 75.7     -

塩屋・西部 372 24.7 74.2 1.1

尾崎・御崎 373 20.4 78.8 0.8

坂越・高雄 384 25.3 72.9 1.8

有年 403 24.8 72.7 2.5

一般高齢者 1,821 22.3 76.6 1.2

要支援１・２ 131 43.5 54.2 2.3

母数 

(n)

口腔機能の低下リスク

全体

制年齢別

圏域

認定状況別

71.5 

91.4 

16.4 

7.2 

12.1 

1.4 

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

問3.6-1 噛み合わせは

良いですか（n=1,723）

問3.5 歯磨き（人にやって

もらう場合も含む）を毎日

していますか（n=1,955）

0                20               40               60               80              100（%）

無回答いいえはい

78.0 

54.5 

11.3 

32.2 

10.7 

13.2 

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

口腔機能の低下

リスク非該当

（n=1,241）

口腔機能の低下

リスク該当

（n=363）

0                20               40               60               80       100（%）

はい いいえ 無回答

該当

0.9%

非該当

98.0%

判定不能

1.1%

(n=1,955)

口腔機能の低下リスクの該当者では、かみ合わせが良くない人が 32.2%となっています。 

・「自分の歯は 20 本以上、入れ歯の利用なし」の人は 23.6%となっています。 

・低栄養のリスク該当者は、0.9％となっています。 

・誰かと食事をともにする機会が「毎日ある」は 54.1%の一方、41.2%の人が孤食の時があ

ると回答しています。家族構成別では一人暮らしで孤食有が 94.2%となっています。 

 

◆口腔機能の低下リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆歯磨きを毎日している人    

 

 

 

 

 

 

◆口腔機能の低下リスク  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆歯の数と入れ歯の利用状況         ◆低栄養のリスク 

自分の歯は20本以上、

かつ入れ歯を利用

12.5%

自分の歯は20本以上、

入れ歯の利用なし

23.6%

自分の歯は19本以下、

かつ入れ歯を利用

41.1%

自分の歯は19本以下、

入れ歯の利用なし

10.9%

無回答

11.9%

(n=1,955)
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63.1 

64.1 

2.4 

8.1 

4.9 

19.8 

10.5 

11.6 

37.9 

7.8 

11.3 

22.9 

5.6 

4.2 

13.7 

4.9 

3.9 

3.4 

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

その他

（n=694）

夫婦二人暮らし

（n=923）

一人暮らし

（n=293）

0                20               40               60               80       100（%）

毎日ある

月に何度かある 無回答年に何度かある ほとんどない週に何度かある

単位：％

該

当

非

該

当

判

定

不

能

1,955 46.4 49.4 4.2

男性　前期高齢者 432 36.3 62.3 1.4

男性　後期高齢者 410 47.8 47.1 5.1

女性　前期高齢者 528 41.7 53.0 5.3

女性　後期高齢者 583 57.3 37.9 4.8

赤穂・城西 379 42.7 53.6 3.7

塩屋・西部 372 46.0 51.3 2.7

尾崎・御崎 373 43.2 51.7 5.1

坂越・高雄 384 49.2 46.1 4.7

有年 403 50.9 44.4 4.7

一般高齢者 1,821 45.4 50.5 4.1

要支援１・２ 131 60.3 33.6 6.1

母数 

(n)

認知機能の低下リスク

全体

性年齢別

圏域

認定状況別

 

◆共食の状況              ◆共食の状況（家族構成別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応方向＞ 
 

 

 

 

 

６）日常生活について 
・認知機能の低下リスクの該当者は 46.4%となっています。女性の後期高齢者、要支援１、

２では該当者が約６割となっています。 

・高齢者の生活自立度を示すＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）の低い人は 15.0％で、男性

の後期高齢者では約３割、要支援１、２では約５割となっています。 

 

◆認知機能の低下リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一般高齢者、軽度者を対象とした介護予防・健康づくり策の展開  

●運動器の機能維持、低下防止等に関する情報提供  

●閉じこもり防止、孤立化防止対策、外出機会づくりに向けた普及・啓発、居場所づくり  

●かかりつけ医の推奨、低栄養傾向防止、共食の機会づくり、口腔と歯の健康づくり  

毎日ある

54.1%

週に何度かある

8.2%

月に何度かある

15.1%

年に何度かある

11.5%

ほとんどない

6.4%

無回答

4.7%

(n=1,955)

該当

46.4%
非該当

49.4%

判定不能

4.2%

(n=1,955)
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高い（４点）

57.4%
やや低い（３点）

23.8%

低い（２点以下）

15.1%

判定不能

3.7%

(n=1,955)

単位：％

高

い
（

４

点
）

や

や

低

い

（

３

点
）

低

い

（

２

点

以

下
）

判

定

不

能

1,955 57.4 23.8 15.1 3.7

男性　前期高齢者 432 56.7 28.0 13.7 1.6

男性　後期高齢者 410 52.2 26.1 17.8 3.9

女性　前期高齢者 528 66.7 19.7 11.0 2.7

女性　後期高齢者 583 53.0 22.6 18.2 6.2

赤穂・城西 379 59.6 19.0 17.7 3.7

塩屋・西部 372 52.7 26.9 17.5 3.0

尾崎・御崎 373 61.7 24.4 9.1 4.8

坂越・高雄 384 56.5 22.9 16.9 3.6

有年 403 55.8 26.1 14.9 3.2

一般高齢者 1,821 59.0 23.5 13.9 3.5

要支援１・２ 131 33.6 28.2 31.3 6.9

母数 

(n)

知的能動性

全体

性年齢別

圏域

認定状況別

高い（４点）

43.8%

やや低い（３点）

24.0%

低い（２点以下）

27.3%

判定不能

4.9%

(n=1,955)

単位：％

高

い
（

４

点
）

や

や

低

い

（

３

点
）

低

い

（

２

点

以

下
）

判

定

不

能

1,955 43.8 24.0 27.3 4.9

男性　前期高齢者 432 38.0 30.8 28.5 2.8

男性　後期高齢者 410 32.2 24.1 38.3 5.4

女性　前期高齢者 528 58.7 21.8 15.9 3.6

女性　後期高齢者 583 42.5 21.1 29.2 7.2

赤穂・城西 379 41.2 24.8 28.8 5.3

塩屋・西部 372 44.6 23.1 26.9 5.4

尾崎・御崎 373 46.4 26.5 24.1 2.9

坂越・高雄 384 42.4 26.0 25.5 6.0

有年 403 43.7 20.8 31.0 4.5

一般高齢者 1,821 45.3 24.7 25.5 4.4

要支援１・２ 131 22.1 14.5 52.7 10.7

母数 

(n)

社会的役割

全体

性年齢別

圏域

認定状況別

高い（５点）

80.9%

やや低い（４点）

8.8%

低い（３点以下）

6.2%

判定不能

4.1%

(n=1,955)

 

◆ＩＡＤＬ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・知的能動性（自ら情報を探索・収集し、それらの幅広い情報の蓄積によって生活の中に

余暇活動を創り出す能力）の低い人は 38.9%となっています。男女ともに後期高齢者で

は低い人が４割強、要支援１、２では約６割となっています。 

・社会的役割（他者のための利益となるような行動のこと）が低い人は 51.3%となってい

ます。男性の後期高齢者、要支援１、２では低い人が６割を超えています。 

・全般的な生活機能が低い人は 26.7％となっています。男性の後期高齢者では低い人が３

割、要支援１、２では４割を超えています。 

 

◆知的能動性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆社会的役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％

高

い

（

５

点
）

や

や

低

い

（

４

点
）

低

い

（

３

点

以

下
）

判

定

不

能

1,955 80.9 8.8 6.2 4.1

男性　前期高齢者 432 81.9 10.6 5.6 1.9

男性　後期高齢者 410 66.6 15.6 12.4 5.4

女性　前期高齢者 528 94.9 1.9 0.9 2.3

女性　後期高齢者 583 77.4 8.7 7.2 6.7

赤穂・城西 379 79.9 10.8 5.8 3.4

塩屋・西部 372 82.3 7.3 6.5 4.0

尾崎・御崎 373 82.3 8.8 4.6 4.3

坂越・高雄 384 79.2 8.9 8.1 3.9

有年 403 81.1 7.7 6.7 4.5

一般高齢者 1,821 83.7 7.6 5.1 3.7

要支援１・２ 131 42.0 24.4 22.9 10.7

母数 

(n)

IADL

全体

性年齢別

圏域

認定状況別
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該当

7.9%

非該当

91.9%

判定不能

0.2%

(n=1,955)

単位：％

該

当

非

該

当

判

定

不

能

1,955 7.9 91.9 0.2

男性　前期高齢者 432 2.3 97.7      -

男性　後期高齢者 410 13.2 86.6 0.2

女性　前期高齢者 528 1.7 97.9 0.4

女性　後期高齢者 583 14.1 85.8 0.2

赤穂・城西 379 7.9 92.1      -

塩屋・西部 372 9.1 90.9      -

尾崎・御崎 373 5.4 94.6      -

坂越・高雄 384 7.6 91.4 1.0

有年 403 9.9 90.1      -

一般高齢者 1,821 5.7 94.2 0.2

要支援１・２ 131 39.7 59.5 0.8

母数 

(n)

虚弱のリスク

全体

性年齢別

圏域

認定状況別

高い（11点以上）

65.4%

やや低い

（９～10点）

16.9%

低い（８点以下）

9.8%

判定不能

7.9%

(n=1,955)

単位：％

高

い

（

1

1

点

以

上
）

や

や

低

い

（

９
～

1

0

点
）

低

い

（

８

点

以

下
）

判

定

不

能

1,955 65.4 16.9 9.8 7.9

男性　前期高齢者 432 66.0 22.2 7.4 4.4

男性　後期高齢者 410 54.4 18.5 18.3 8.8

女性　前期高齢者 528 79.4 12.5 3.2 4.9

女性　後期高齢者 583 59.9 16.0 11.5 12.7

赤穂・城西 379 64.6 16.4 10.8 8.2

塩屋・西部 372 63.7 19.9 8.3 8.1

尾崎・御崎 373 71.0 13.4 8.0 7.5

坂越・高雄 384 63.8 17.2 10.9 8.1

有年 403 64.0 17.6 11.2 7.2

一般高齢者 1,821 67.7 17.0 8.1 7.2

要支援１・２ 131 33.6 16.0 32.8 17.6

母数 

(n)

生活機能

全体

性年齢別

圏域

認定状況別

 

 

◆生活機能 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＩＡＤＬ、知的能動性、社会的役割を合わせた老研式活動能力指標 13 項目を、１問１点と

して 13 点満点で生活機能を評価し、赤穂市独自に 11 点以上の人を生活機能が“高い”、

９・10 点の人を“やや低い”、８点以下を“低い”と判定しました。 

 

・虚弱リスクの該当者は 7.9％で、介護度別では要支援１、２で約４割となっています。 

・生きがいがある人は 64.2%で、趣味の有無別にみると趣味のある人では 78.2%が生きがい

があると回答しています。 

・うつのリスクの該当者は 41.9%で、要支援１、２では該当者が５割を超えています。 

・助け合いの得点が低い人ほど、うつリスク該当割合が高くなる傾向がみられます。 

 

◆虚弱のリスク 

 

 

 

 

 

 

 

◆生きがいの有無               ◆趣味の有無別生きがいの状況 

 

 

 

 

 

生きがいあり

64.2%

思いつかない

29.7%

無回答

6.1%

(n=1,955)

29.5 

78.2 

68.2 

18.7 

2.3 

3.1 

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

思いつかない

（n=440）

趣味あり

（n=1,410）

生きがいあり 思いつかない 無回答

0                20               40               60               80              100（%）
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該当

41.9%

非該当

54.2%

判定不能

3.9%

(n=1,955)

単位：％

該

当

非

該

当

判

定

不

能

1,955 41.9 54.2 3.9

男性　前期高齢者 432 36.8 60.4 2.8

男性　後期高齢者 410 44.4 50.7 4.9

女性　前期高齢者 528 43.8 53.6 2.7

女性　後期高齢者 583 42.2 52.7 5.1

赤穂・城西 379 44.3 52.0 3.7

塩屋・西部 372 41.7 54.3 4.0

尾崎・御崎 373 40.2 56.6 3.2

坂越・高雄 384 41.1 55.2 3.6

有年 403 41.4 53.6 5.0

一般高齢者 1,821 41.0 55.3 3.7

要支援１・２ 131 55.7 38.9 5.3

母数 

(n)

うつのリスク

全体

性年齢別

圏域

認定状況別

39.0 

48.1 

47.1 

59.1 

70.0 

58.1 

46.8 

45.1 

36.4 

20.0 

2.9 

5.2 

7.8 

4.5 

10.0 

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

たすけあい合計点４点

（n=1,431）

たすけあい合計点３点

（n=233）

たすけあい合計点２点

（n=102）

たすけあい合計点１点

（n=22）

たすけあい合計点０点

（n=10）

0                20               40               60               80              100（%）

無回答非該当者該当者

 

 

◆うつのリスク 

 

      
 

◆助け合いの合計点         
＜課題と対応方向＞ 

 

 

 

 

●生活する上での心身の機能の維持に関する情報提供と機能低下への対応策  

●老化防止、認知症予防、心身の各機能の開発・訓練に関する支援策  

●生きがい・趣味に関する啓発、友人・知人等との助け合いの関係性づくり  
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19.0 

41.7 

14.1 

15.8 

33.4 

24.2 

15.3 

49.7 

30.9 

54.3 

51.4 

40.5 

46.5 

51.9 

31.3 

27.4 

31.5 

32.7 

26.1 

29.4 

32.8 

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

⑦収入のある仕事

（n=1,955）

⑥町内会・自治会

（n=1,955）

⑤老人クラブ

（n=1,955）

④学習・教養サークル

（n=1,955）

③趣味関係のグループ

（n=1,955）

②スポーツ関係のグループやクラブ

（n=1,955）

①ボランティアのグループ

（n=1,955）

0                20               40               60               80              100（%）

無回答参加している 参加していない

７）社会参加について 
・地域で参加しているグループでは、「町内会・自治会」が 41.7%と最も多く、「趣味関係

のグループ」が 33.4%、「スポーツ関係のグループやクラブ」が 24.2%となっています。 

・地域住民の有志によるグループ活動に参加意向のある人は 59.8%となっています。 

・地域住民の有志によるグループ活動の運営・企画に参加意向のある人は 33.5%となって

います。 

・助け合いの関係については、心配・愚痴を言い合える関係を配偶者と築いている人が５

～６割、友人と築いている人が 41.6%となっています。看病や世話をしてくれる人につ

いては配偶者が 61.8%、別居の子どもが 40.9%となっています。 

・家族や友人・知人以外の相談相手の有無をたずねたところ、「そのような人はいない」が

33.2%、「医師・歯科医師・看護師」が 29.7%、「社会福祉協議会・民生委員」が 16.6%と

なっています。 

・友人・知人と会う頻度は、「週に何度かある」が 35.7%、「月に何度かある」が 27.4%、「年

に何度かある」が 12.6%となっています。 

・この 1 か月間で会った友人・知人の数については、「10 人以上」が 33.5%、「３～５人」

が 23.6%、「１～２人」が 17.7%となっています。 

・よく会う友人・知人は、「近所・同じ地域の人」が 60.9%、「趣味や関心が同じ友人」が

38.0%、「仕事での同僚・元同僚」が 29.4%となっています。 

 

◆地域で参加しているグループ 
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是非参加したい

9.5%

参加してもよい

50.3%

参加したくない

33.1%

無回答

7.1%

(n=1,955)

是非参加したい

2.8%

参加してもよい

30.7%

参加したくない

58.7%

無回答

7.8%

(n=1,955)

14.5

16.6

7.0

29.7

10.8

6.7

33.2

9.8

0 20 40 60 80 100

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

医師・歯科医師・看護師

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

(n=1,955)

(MA%)

毎日ある

10.6%

週に何度かある

35.7%

月に何度かある

27.4%

年に何度かある

12.6%

ほとんどない

10.8%

無回答

2.9%

(n=1,955)

◆グループ活動への参加意向      ◆グループ活動の運営・企画への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

◆たすけあいの関係づくり            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆家族や友人・知人以外の相談相手の有無        ◆友人・知人と会う頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％

母数 

(n)

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

友

人

そ

の

他

そ

の

よ

う

な

人

は

い

な

い

無

回

答

問6.1(1) あなたの心配事や愚痴( ぐち)

を聞いてくれる人(MA)
1,955 58.2 21.1 39.4 32.2 10.0 41.6 2.3 3.2 2.0

問6.1(2) 反対に、あなたが心配事や愚痴

( ぐち) を聞いてあげる人(MA)
1,955 52.5 16.7 35.2 34.3 11.3 44.2 1.9 6.3 4.2

問6.1(3) あなたが病気で数日間寝込んだ

ときに、看病や世話をしてくれる人(MA)
1,955 61.8 29.1 40.9 19.9 2.1 6.2 2.0 4.1 2.2

問6.1(4) 反対に、看病や世話をしてあげ

る人(MA)
1,955 62.5 21.4 28.7 25.5 2.7 7.6 2.5 9.6 6.5
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0 人（いない）

6.5%

1 ～2 人

17.7%

3 ～5 人

23.6%

6 ～9 人

13.2%

10人以上

33.5%

無回答

5.4%

(n=1,955)

◆この１か月間で会った知人・友人の数        ◆よく会う友人・知人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応方向＞ 
 

 

 

 

 

８）在宅生活の継続に必要なサービス 
・「安否確認」が 24.9%、「災害時の避難の手助け」が 23.0%、「買い物の支援」が 21.7%と

なっています。 

◆在宅生活の継続に必要なサービス 

24.9

21.7

7.5

13.4

16.2

11.6

4.0

10.6

19.9

13.8

23.0

3.5

20.8

7.9

0 20 40 60 80 100

安否確認

買い物の支援

ゴミ出しの支援

食事づくりの支援

食事（弁当）の配達

室内の掃除の支援

洗濯の支援

庭掃除（草むしり）の支援

通院や買い物など外出時の付き添い

気軽に集える居場所の提供

災害時の避難の手助け

その他

特にない

無回答

(n=1,955

(3LA%)

●地域社会における活動参加の場と機会づくりに対する支援  

●高齢者の社会参加の促進、いきいき現役社会の提唱と普及  

●近隣での支え合い・助け合いの推進、総合的な相談体制の充実  

60.9

11.1

14.5

29.4

38.0

9.4

6.5

4.3

5.0

0 20 40 60 80 100

近所・同じ地域の人

幼なじみ

学生時代の友人

仕事での同僚・元同僚

趣味や関心が同じ友人

ボランティア等の活動での友人

その他

いない

無回答

(n=1,955)

(MA%)
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９）介護を受ける場合の希望 
・「自宅」で介護を受けたいという人が 50.6%で、施設関連の回答はそれぞれ１割以下とな

っています。  

 

             ◆介護を受ける場合の希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０）高齢者が暮らしやすいまちづくり 
・高齢者が暮らしやすいまちをつくるために重要なことは、「身近で受けることができる  

福祉や介護サービスを充実する」が 65.8%、「地域の助け合い活動や見守り活動を充実す

る」が 38.0%、「福祉や介護サービスなどの相談窓口や情報提供を充実する」が 32.0%と

なっています。  

 

             ◆高齢者が暮らしやすいまちをつくるために重要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応方向＞ 
 

 

 

 

 

24.0

38.0

9.7

17.5

32.0

65.8

4.6

8.8

0 20 40 60 80 100

高齢者が地域で活躍できる機会をつくる

地域の助け合い活動や見守り活動を充実する

地域主催の行事や取り組みを充実する

健康づくりや介護予防についての

講座などを充実する

福祉や介護サービスなどの

相談窓口や情報提供を充実する

身近で受けることができる

福祉や介護サービスを充実する

その他

無回答

(n=1,955)

(MA%)

50.6

1.0

8.7

7.7

7.8

7.5

0.4

11.2

5.0

0 20 40 60 80 100

自宅

息子・娘・兄弟・姉妹など親族の家

高齢者向けのケア付き住宅

自宅近く少人数で過ごす施設

（グループホームなど）

大規模で専門スタッフの多い施設

（特別養護老人ホームなど）

病院などの医療施設

その他

わからない

無回答

(n=1,955)

(%)

●高齢者の在宅生活の継続のための多種多様な生活支援の実現  

●ボランティア、シルバー人材等の活用や多世代にわたる介護人材の発掘と育成  

●地域の実情に応じた総合事業の展開  

●インフォーマルサービス事業者や市民活動団体等への支援  

●長期的な視野での施設サービスの需要予測と整備  
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④「在宅介護実態調査（要支援・要介護者調査）」結果 

 

１）要介護者の属性 
・年齢は、「80～84 歳」が 31.2％と最も多くなっています。 

0.9%

4.0%

7.6%

11.8%

31.2%

28.2%

12.5%

3.1%

0.2%

0.5%

0% 20% 40%

65歳未満

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

無回答

合計(n=577)

 

２）要介護度 
・「要支援１」が 21.5％、「要支援２」が 24.6％、「要介護１」が 21.1％、「要介護２」が 16.3％、

「要介護３」が 7.8％、「要介護４」が 4.2％、「要介護５」が 3.1％となっています。 

0.3%

21.5%

24.6%

21.1%

16.3%

7.8%

4.2%

3.1%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

0% 20% 40%

非該当_認定

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

再調査

取消

なし

無回答

合計(n=577)
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３）サービス利用の状況 
・サービス利用の組み合わせは、「通所系のみ」が 35.5％と最も多くなっています。 

35.4%
11.1%

35.5%
1.0%

11.4%
0.3%

3.5%
1.0%

0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.5%

0% 20% 40%

未利用
訪問系のみ
通所系のみ
短期系のみ
訪問＋通所
訪問＋短期
通所＋短期

訪問＋通所＋短期
小規模多機能
看護多機能

定期巡回のみ
定期巡回＋通所
定期巡回＋短期

定期巡回＋通所＋短期
無回答

合計(n=577)

 

４）認知症自立度 
・「自立」が 26.5％、「Ⅰ」が 35.9％、「Ⅱ」が 22.5％、「Ⅲ以上」が 14.1％となっていま

す。 

26.5%

35.9%

8.5%

14.0%

11.1%

2.1%

0.7%

0.2%

0.0%

1.0%

0% 20% 40%

自立

Ⅰ

Ⅱａ

Ⅱｂ

Ⅲａ

Ⅲｂ

Ⅳ

М

記載なし

無回答

合計(n=577)
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５）世帯類型 
・「単身世帯」「夫婦のみ世帯」を合わせると、54.8%となっています。 

30.5% 24.3% 42.1% 3.1%

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

合計(n=577)

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 無回答

 

６）主な介護者の属性 
・主な介護者は、「子」が 48.8％と最も多く、次いで、「配偶者」が 24.1％となっています。 

・性別は、「女性」が 71.1％と多く、「男性」が 28.1％となっています。 

・年齢は、「50 代」が 33.1％と最も多く、「80 歳以上」も 18.4％となっています。 

24.1%

48.8%

16.7%

0.5%

3.2%

5.7%

1.0%

0% 20% 40% 60%

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

合計(n=402)
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７）主な介護者が行っている介護 
・「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が 76.1％と最も多くなっています。 

・「医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）」は 12.4％となっています。 

13.2%

9.7%

13.4%

19.9%

16.4%

22.4%

15.2%

70.1%

37.8%

23.6%

12.4%

62.4%

76.1%

60.7%

6.2%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

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

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

合計(n=402)

 

８）介護のための離職の有無  
・介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が 66.4％と最も多く、「主な介護者が

仕事を辞めた」は 5.0％となっています。 

◆主な介護者の本人との関係         ◆介護のための離職の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1%

48.8%

16.7%

0.5%

3.2%

5.7%

1.0%

0% 20% 40% 60%

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

合計(n=402)

5.0%

1.0%

1.2%

0.7%

66.4%

3.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

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

合計(n=402)
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９）保険外の支援・サービスの利用状況 
・「利用していない」が 50.4％となっており、約半数の人が利用しています。 

・利用者が最も多いのは、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」の 11.6％となってい

ます。 

7.3%

5.0%

9.5%

7.5%

5.5%

10.7%

11.6%

4.5%

5.2%

4.7%

50.4%

0.0%

0% 20% 40% 60%

配食

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

合計(n=577)

 

１０）在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス 
・「特になし」は 26.3％となっており、約７割の人が在宅生活継続のためには支援・サー

ビスの充実が必要と回答しています。 

・最もニーズが高いのは、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」の 25.6％、次いで、

「外出同行（通院、買い物など）」の 24.4％となっています。 

14.7%

12.8%

17.7%

14.7%

12.3%

24.4%

25.6%

18.0%

8.1%

3.3%

26.3%

0.0%

0% 20% 40%

配食

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

合計(n=577)

 



第２章 赤穂市の高齢者等の現状と将来見込み 

32 

 
１１）施設等検討の状況 
・「検討していない」が 69.8％、「検討中」が 17.3％となっています。 

69.8% 17.3% 4.7% 8.1%

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

合計(n=577)

検討していない 検討中 申請済み 無回答
 

１２）本人が抱えている傷病 
・「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」が 30.0％と最も多くなっています。 

・「認知症」は 22.0%となっています。 
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8.7%

23.2%

5.4%

12.1%

2.8%

23.4%

5.5%

19.2%

22.0%

2.9%

2.1%

19.1%

30.0%

20.6%

4.3%

1.2%

0.0%

0% 20% 40%

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

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

合計(n=577)

 

１３）訪問診療の利用の有無 
・「利用している」が 11.6％、「利用していない」が 82.8％となっています。 

11.6% 82.8% 5.5%

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

合計(n=577)

利用している 利用していない 無回答
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１４）介護保険サービスの利用の有無 
・「利用している」が 50.8％、「利用していない」が 45.4％となっています。 

◆介護保険サービスの利用の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応方向＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤「在宅介護実態調査（家族介護者調査）」結果 

 

１）主な介護者の勤務形態 
・「フルタイム」「パートタイム」を合わせると、主な介護者が働いている割合は 43.5%と

なっています。 

20.9% 22.6% 46.0% 1.0% 9.5%

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

合計(n=402)

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない わからない 無回答

 

●家族介護者への心身の負担軽減に向け、介助法や困り事・悩みへの対応支援  

●在宅生活の継続に向けた移動支援等の充実  

●介護保険サービスを必要とする人への適正な提供  

 

50.8% 45.4% 3.8%

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

合計(n=577)

利用している 利用していない 無回答
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２）主な介護者の方の働き方の調整の状況 
・労働時間、休暇、在宅勤務等の何らかの働き方の調整をしている主な介護者は、52.6%

となっています。 

48.0%

26.9%

10.3%

1.7%

13.7%

2.3%

0.0%

0% 20% 40% 60%

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

わからない

無回答

合計(n=175)
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３）就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援 
・「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」が 26.9%と最も多くなっています。 

13.1%

18.9%

21.1%

26.9%

2.3%

6.3%

5.1%

15.4%

0.6%

21.1%

4.6%

0% 20% 40%

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

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

合計(n=175)

  
４）主な介護者の就労継続の可否に係る意識 
・「問題なく、続けていける」「問題はあるが、何とか続けていける」の合計は 74.8%とな

っています。 

・「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」の合計は 11.5%とな

っています。 

21.1% 53.7% 6.9% 4.6%
3.4%

10.3%

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

合計(n=175)

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
わからない 無回答
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５）今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 
・「外出の付き添い、送迎等」が 32.8%、「認知症状への対応」が 31.1%となっています。 

◆今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応方向＞ 
 

 

 

 

●家族介護者の就労継続に関する困難ケースとその対応の収集による対応策の創出  

●在宅介護不安にかかる各タスクの改善手法の伝授等による知識とスキルの提供  

 

20.4%

21.4%

8.0%

23.9%

5.7%

5.7%

9.2%

32.8%

10.9%

31.1%

5.5%

18.2%

16.7%

9.5%

4.0%

6.2%

1.2%

0.0%

0% 20% 40%

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

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

合計(n=402)
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４ 平成37（2025）年の社会像 

 

全国的な高齢化の進行にともない、ひとり暮らし世帯、高齢者夫婦のみの世帯が増

加しています。これにより、介護需要の高まりのみならず、地域社会から孤立する人

や生活困窮者の増加等への対策が迫られており、支え合う地域社会、地域福祉ネット

ワークの構築が課題となっています。 

高齢者数の増加とともに、要介護認定者や認知症高齢者が増えることで、認知症の

ある人の見守りや家族だけでの介護が困難なケースへの対応等、支援が必要な人の早

期発見・早期対応や医療と介護の連携の必要性、地域で見守る仕組みづくりが必要と

なっています。 

高齢者施策の展開に向けては、地域包括ケアシステムの深化・推進が重要視される

とともに、国では地域共生社会の実現が提唱されています。地域共生社会は、“高齢者・

障害者・子どもなど全ての人々が、一人ひとりの暮らしと生きがいを、ともに創り、

高め合う社会”と定義されており、困難を持つあらゆる人を地域で支えるための仕組

みづくりに向け、「我が事・丸ごと」の地域づくりが求められています。 

 

（１）赤穂市の人口構造の変化 

本市の総人口について将来推計をみると、平成 31 年には４万７千人台となり、減

少傾向で推移すると見込まれます。平成 37 年には 44,486 人と予測されます。 

◆将来推計人口（総人口） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市 

※平成 27～29 年の実人口（住民基本台帳）より各年 9 月末を推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

49,699 49,208 48,595 48,142 47,684 47,203 46,694 46,164 45,615 45,060 44,486

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年

（人） 推計値 実績値 
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65 歳以上の高齢者人口については、当面、増加傾向が見込まれますが、平成 33 年

をピークにその後減少が予測されます。平成 28 年をピークに 65～69 歳人口が減少し

ていく一方で、70 歳代、80 歳代人口は増加が見込まれます。 

◆将来推計人口（高齢者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市 

※平成 27～29 年の実人口（住民基本台帳）より各年 9 月末を推計 

 

要介護・要支援認定者数の将来推計については、70 歳代、80 歳代人口の増加が見

込まれていることから、今後も増加が見込まれます。 

◆要介護・要支援認定者数の将来推計  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

346 357 421 491 559 650 772
420 448 430 452 451 449

514543 533 569 581 589 603
702

424 445 425 375 331 298

337
354 363 339 338 320 322

364

294 298 323 381 419 463

538

334 336 351 343 336
332

379

2,715 2,780 2,858
2,961 3,005

3,117

3,605

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

（人）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

4,112 4,357 4,188 3,971 3,670 3,420 3,250 3,012 2,880 2,875 2,828

3,303 3,099 3,250 3,468 3,647 3,918 4,146 3,988 3,783 3,502 3,270

2,724 2,802 2,897 2,952 3,090 2,984 2,806 2,958 3,155 3,318 3,559

2,257 2,266 2,290 2,282 2,238 2,256 2,338 2,427 2,464 2,578 2,486

2,214 2,351 2,433 2,523 2,619 2,717 2,799 2,859 2,888 2,894 2,950
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資料：赤穂市 

※「見える化」システムにより推計 

 

推計値 

実績値 推計値 
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◆要介護認定者数と認知症高齢者数  

  

 

 

 

 

 ※認知症高齢者：認知症日常生活自立度Ⅱ以上 

 

また、本市の高齢化率は年々上昇し、平成 28 年に 30％台となりましたが、今後も

上昇傾向で推移すると予測されます。 

◆将来推計（高齢化率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市 

※平成 27～29 年の実人口（住民基本台帳）より各年 9 月末を推計 
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5 高齢者層の社会参加 

 

「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現に向けては、住民相互の支え合い機能を

強化し、公的支援と協働して、地域課題の解決を試みる体制を整備することとされて

います。また、地域丸ごとのつながりを強化していくには、多様な担い手の育成・参

画、民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備が必要とされています。 

本市においては、高齢者の増加につれ、健康志向や活動意欲のある元気高齢者も増

加することを見込んで、高齢者層の社会活動への参加を促していますが、まだまだ参

加率は高いとは言えません。 

今後も、団塊の世代の社会参加等を通じた介護予防には、引き続き取り組む必要が

あります。高齢者が豊かな知識や経験、技術を活かして、地域活動に参加し、地域を

支える担い手として活躍していく地域社会づくりに向け、地域活性化のための仕組み

づくりが、さらに重要となっています。 

 

 ◆高齢者の会・グループへの参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者の生活に関するアンケート調査  
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第３章 計画の理念 

1 基本理念 

 

 

 

 

 

○第３期計画から第６期計画では、上記の基本理念を掲げ計画を推進してきました。本

計画でも、計画の連続性と整合性を維持する必要から、この理念のもと推進すること

とします。 

2 基本目標 

 

（１）地域全体で支えあう、心ふれあうまちづくり 

地域包括ケアシステムの推進  

◆介護保険制度改正を踏まえ、地域包括ケアの中核として、地域包括支援センタ

ーの機能強化を図り、医療、介護、予防、福祉・生活支援サービスが切れ目な

く提供される地域包括ケアシステムの深化・推進を図っていきます。 

◆さらに、制度や分野ごとの「縦割り」の関係を超えて、地域住民や地域の多様

な主体が「我が事」として、「丸ごと」つながる地域共生社会の実現に向け、

高齢者のみならず障がい者、子ども等への支援も含めた包括的支援体制の構築

を目指します。 

認知症支援と権利擁護の推進  

◆認知症高齢者やその家族を支援するため、認知症の予防から早期診断・早期対

応、認知症の容態に応じた適切なケアの流れ（認知症ケアパス）を活用しなが

ら、認知症地域支援推進員を中心に認知症地域支援体制の強化ならびに認知症

支援・ケア人材の養成に努めます。 

◆高齢者等からの成年後見制度や権利擁護に関する相談・助言を行い、日常生活

を支援します。 

医療との連携や住まいの基盤整備  

◆介護と医療双方のニーズを併せ持つ高齢者が、できる限り住み慣れた地域でそ

の人らしい生活ができるよう在宅医療と介護に関わる多職種の連携により、在

宅医療と介護サービスが一体的に提供できる体制の整備・推進を図ります。 

介護に取り組む家族等への支援の充実  

◆高齢者自身や要支援・要介護認定者を介護する家族が、安心して生活が継続で

きるよう、関係機関と連携し、相談窓口等の体制整備や各種情報提供を行いま

す。  

すこやかで、いつまでも安心のあるまち あこう 
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（２）健康で生きがいをもって、すこやかに暮らせるまちづくり 

介護予防と生活支援の充実  

◆高齢者自らが主体的に介護予防に取り組めるよう、住民主体の介護予防の推進

を図るとともに、生活支援コーディネーターを中心に住民参加の協議の場にお

いて地域ニーズを把握し、地域で必要とされる介護予防・生活支援の基盤整備

の検討・推進を図ります。 

生きがいづくりや社会参加の促進  

◆活力ある高齢社会の実現に向け、すべての高齢者が健康で生きがいをもって暮

らすことができるよう、健康づくりや介護予防事業などを通して、市民一人ひ

とりの健康に対する意識を高めるとともに、高齢者の豊かな経験や知識を活か

し、地域の中で様々な分野で活躍したり、交流したりすることができる場所や

機会を提供していきます。 

 

（３）安心して介護・福祉サービスがうけられるまちづくり 

介護サービスの充実強化  

◆介護を必要とする高齢者を社会全体で支えるために、重度の要介護者、単身や

夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者の増加等を踏まえ、介護保険サービス

の質と量を確保します。 

介護保険事業の適正な運営  

◆高齢化の進展に伴う介護給付費の増加により、介護保険料の上昇が見込まれる

中、介護保険制度を持続可能な制度とするため、要介護認定の適正化、ケアプ

ランの点検など介護給付費適正化の取り組みを進めていきます。 
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3 施策の体系 

 

基本  
理念  

基本目標 主要課題 

す
こ
や
か
で
、
い
つ
ま
で
も
安
心
の
あ
る
ま
ち 
あ
こ
う 

１  地域全体で支えあう、 

心ふれあうまちづくり 

(1)地域包括ケアシステムの推進  

(2)認知症支援と権利擁護の推進  

(3) 医療との連携や住まいの基盤整備  

(4) 介護に取り組む家族等への支援の充実  

２  健康で生きがいをもって、 

すこやかに暮らせるまちづくり 

(1)介護予防と生活支援の充実  

(2)生きがいづくりや社会参加の促進 

３  安心して介護・福祉サービス 

がうけられるまちづくり 

(1)介護サービスの充実強化  

(2)介護保険事業の適正な運営 
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第４章 地域全体で支えあう、心ふれあうまちづくり 
 

1 地域包括ケアシステムの推進 

 

地域包括ケアの推進 

     高齢者の多くは、要介護状態になっても自分が住み慣れた地域での生活を続け

たいと思っています。できるだけ生活の場を変えることなく、日常生活の場（日

常生活圏域）、住み慣れた場所で必要なサービスを受けられる体制が必要です。 

 

【現状と課題】 

     地域包括ケアシステム構築のため、第６期計画期間において、下記の項目につ

いて重点的に取り組みました。 

１．地域包括支援センターの体制強化 

２．地域ケア会議の充実 

３．生活支援サービス体制の整備 

４．認知症施策の推進 

５．医療・介護の連携 

６．住まいの整備 

今後は、さらなる医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供できる

よう地域包括ケアシステムの深化・推進が必要となります。 

 

【今後の方向性】 

     高齢者ができる限り、住み慣れた地域で自立した日常生活を送り、要介護状態

等になることの予防、または、要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に向けて

の施策の推進を図るため、引き続き、医療・予防・住まい・介護・生活支援を一

体的に提供できるよう取り組みます。 

また、地域共生社会の実現も視野に入れ、高齢者のみならず、障がい者や子ど

もなど生活上の困難を抱える人を含めた人が、地域で自立した生活を送ることが

できるように地域住民による支え合いを推進するとともに、地域を支える包括的

な支援に努めます。 
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（１）日常生活圏域のあり方 

本市における日常生活圏域の設定については、引き続き中学校区を単位とする５圏

域とします。 
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（２）地域包括支援センターの体制強化 

① 地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者に対し、介護サービス等さまざま

な支援を継続的かつ包括的に提供する地域包括ケアを実現する機関として、介護予

防ケアマネジメント、総合相談支援・権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント

支援を行っています。 

本市では、地域包括支援センターを１カ所、日常生活圏域を５圏域と定め、窓口

（ブランチ）としてそれぞれの圏域５カ所に在宅介護支援センターを設置していま

す。 

高齢者人口の増加に伴い、地域における役割が重要になっていることから、セン

ター機能の強化を図る必要があります。 

【今後の方向性】 

地域包括支援センターは、地域包括ケアの中核機関であり、その役割はさらに重

要になってきています。地域包括ケアシステムのさらなる推進に向けて、現在の包

括的支援業務に加え、認知症施策の推進、在宅医療・介護の連携強化、生活支援サ

ービス体制の整備等を図るため、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等のそ

れぞれの役割に応じた人員体制整備を行い、今後の業務内容や業務量に見合った人

材体制を確保します。 

 

【地域包括支援センターの体制】 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

職員数 ９人 11 人 11 人 

※ 認知症地域支援推進員、生活支援コーディネーターを含む。 

 

 

② 在宅介護支援センター 

在宅介護支援センターでは、高齢者及びその家族に対し、在宅介護に関する総合

的な相談に応じ、個々の状況に応じた情報を提供し、ニーズに対応した各種の保健、

福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との

連絡調整等を行っています。 

【在宅介護支援センター】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称 地区 

在宅介護支援センターはくほう 
赤穂 

城西 

赤穂市立赤穂西地区在宅介護支援センター 

（やすらぎ） 

塩屋 

西部 

赤穂市立赤穂東地区在宅介護支援センター 

（しおさい） 

尾崎 

御崎 

赤穂市立坂越地区在宅介護支援センター 

（いきしま） 

坂越 

高雄（一部） 

在宅介護支援センター千種の苑 
高雄（一部） 

有年 
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【今後の方向性】 

在宅介護支援センターは、地域包括支援センターのブランチとして重要な役割を

担っており、相互に連携しつつ地域包括ケアシステムの深化・推進を図っていきま

す。 

 

 

（３）地域ケア会議の充実 

地域包括ケアシステムの深化・推進のためには、地域ケア会議を開催し、多職種協働で

高齢者個人に対する支援を充実し、それを支える社会基盤の整備を同時に進めていくこと

が効果的だと考えられています。 

現在、地域包括支援センターと行政各部門の高齢者福祉の担当や在宅介護支援セン

ター、医師会等の地域における高齢者福祉の関係機関が参集する「全体会」を年３回、

在宅介護支援センター、高齢者福祉担当行政機関による「個別ケース会議」、介護支援

専門員等から寄せられる困難事例についてケース検討を行う「個別ケース検討会議」

を実施しています。現状では、個別ケース会議の中での地域課題の抽出が十分でなく、

対応が必要です。 

【今後の方向性】 

高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を図るため、地域ケ

ア会議がもつ５つの機能（①個別課題解決機能、②ネットワーク構築機能、③地域課

題発見機能、④地域づくり・資源開発機能、⑤政策形成機能）が発揮されるよう、そ

れぞれの地域ケア会議を連動させ、一体的に地域包括ケアを推進できるよう取り組ん

でいきます。 
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（４）生活支援サービス体制の整備 

ひとり暮らし世帯、高齢者世帯、認知症高齢者数が増加する中、多様で継続的なサ

ービス体制整備を行い、日常生活上の支援体制の充実・強化を図っています。 

本市においては、生活支援サービスの提供体制の整備に向けて、平成 28 年度から

第１層の生活支援コーディネーターを地域包括支援センター内に１人配置しました。

さらに、平成 29 年度から第２層に２人配置しています。 

また、赤穂市介護予防・生活支援体制整備協議体を平成 28 年度に設置し、生活支

援コーディネーターを中心に、社会福祉協議会や老人クラブなど地域団体等が参画し、

地域ニーズと資源の見える化、情報集約と問題提起などを行っています。 

 

 

【今後の方向性】 

地域の生活支援サービスのニーズ等に臨機応変に対応していくため、介護予防・生

活支援体制整備協議体を第２層においても設置し、生活支援コーディネーターが地域

でコーディネート機能を適切に発揮することで、多様な日常生活上の支援体制の充

実・強化および高齢者の社会参加の推進を一体的に取り組んでいきます。 

 

【生活支援コーディネーター】 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

配置数 ― １人 ３人 
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（５）介護予防・日常生活支援総合事業 

平成 29 年度から、要支援者等に対して必要な支援を行う介護予防・生活支援サー

ビス事業および一般介護予防事業を行っています。介護予防・生活支援サービス事業

のうち、訪問介護については、現行相当、また、通所介護については、現行相当およ

び通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）を介護予防ケアマネジメントに

より実施しています。 

一般介護予防事業は、介護予防普及啓発事業としてセルフマネジメントを推進する

ため介護予防手帳の作成及び配布、地域介護予防活動支援事業として住民主体の介護

予防活動の育成・支援を目的とするいきいき百歳体操を実施しています。 

【今後の方向性】 

総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業においては、訪問介護ならびに

通所介護について現行相当のサービス、通所介護については、通所型サービスＡ（緩

和したサービス）を実施しています。しかし、多様な生活支援のニーズに対応するた

めには受け皿としての多様なサービスが必要となるため、協議体等の協議の場を利用

しながら意見を集約し、住民ニーズに沿ったサービスの内容について検討・実施して

いきます。また、地域における住民主体の介護予防活動を支援するためいきいき百歳

体操の普及・啓発・支援を継続します。 

 

 

（６）高齢者を見守る支えるネットワーク体制の充実 

在宅介護支援センターや社会福祉協議会への委託や事業補助を行い、地域での互

助・共助による活動支援や意識醸成及び啓発活動を実施しています。 

また、平成 27 年度より高齢者を見守る支えるネットワークの構築のため、市内外

の 49 民間事業者と「赤穂市高齢者見守りネット事業協定書」を締結し、高齢者見守り

体制の強化を図っています。 

【今後の方向性】 

民間事業者等を対象とした研修会や徘徊模擬訓練等を実施し、高齢者が住み慣れた

地域で安全に安心して生活することができる環境づくりに取り組みます。 

平成 31 年度までに赤穂市総合戦略の施策として、赤穂市高齢者見守りネット協定

書の締結事業者数を 70 事業所まで増やしていきます。 
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（７）要配慮者支援体制の充実 

① 災害時避難支援体制の整備 

近年、大規模な地震や記録的な大雨、土砂災害などによる被害が全国で多発して

います。少子高齢社会の進展により、災害時における被災者の支援が、より一層困

難な状況に陥ることが予想されている中、災害時の被害を軽減するには、「自助」「共

助」「公助」の活動が効果的に組み合わさることがますます重要となっています。 

要配慮者への支援については、災害発生時だけでなく、平常時から生活再建・復

興までの支援体制を整備することが課題となっています。 

 

【「避難準備情報」の名称変更について】 

   平成 28 年の台風 10 号による水害において、高齢者の被災が相次いだことを国は重く

受け止め、高齢者等が避難を開始する段階であることを明確にするため、「避難準備情

報」を「避難準備・高齢者等避難開始」に名称変更することとしました。 

避難情報の種類 とるべき行動 

避難準備・高齢者

等避難開始 

・避難開始に時間を要する方（ご高齢の人・障がいのある人・乳

幼児等）とその支援者の人は避難開始         

・その他の人は避難の準備 

避難勧告 

・速やかに避難場所へ避難開始 

・外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、近く

の安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難 

避難指示（緊急） 

・まだ避難していない人は、緊急に避難場所へ避難開始 

・外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、近く

の安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難 

 

 

② 避難行動要支援者名簿の整備 

平成 25 年の災害対策基本法の改正により、高齢者、障がい者、乳幼児等の防災

施策において、特に配慮を要する方（要配慮者）のうち、災害発生時の避難等に特

に支援を要する方の名簿（避難行動要支援者名簿）の作成が市町村に義務付けられ

ています。 

本市においては、法改正以前から避難行動要支援者の名簿に着手しており、民生

委員や自主防災組織（自治会）の協力により名簿への登録・更新を行っています。 

また、平成 28 年度に災害時避難行動要支援者対応マニュアルを作成し、災害時

等の支援体制の整備を進めています。 

【今後の方向性】 

引き続き、広報等を活用し、自力避難が困難な人の名簿登録の周知・啓発を行い、

避難行動要支援者名簿の整備に努めます。 
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③ 避難行動要支援者名簿の活用 

平成 25 年の災害対策基本法の改正により、現に災害が発生、または発生の恐れ

が生じた場合には、本人の同意の有無に関わらず、名簿情報を避難支援等関係者等

に提供できることとしています。 

本市では、避難行動要支援者名簿をデータベース化しており、有事の際の名簿情

報の迅速かつ的確な取得を図ると共に、平常時から名簿情報を民生委員や自主防災

組織（自治会）と共有し、「自助」「共助」「公助」を基本とした地域ぐるみの支援

体制の整備に取り組んでいます。 

【今後の方向性】 

今後も、避難行動要支援者名簿台帳システムの更新を行い、有事の際の名簿情報

がより迅速かつ的確に取得できるよう取り組んでいきます。 

また、毎年、民生委員や自治会に名簿情報の提供を行い、平常時より情報共有を

推進していきます。 

 

④ 福祉避難所の設置 

福祉避難所とは、災害時に一般

避難所において、避難所生活が困

難な高齢者や障がいのある人など、

何らかの特別な配慮を必要とする

方が避難する二次的避難所のこと

をいいます。 

本市では、平成 26 年に民間福祉

施設と協定を締結し、現在、７施

設約 170 人の受け入れ態勢を整え

ています。 
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⑤ 災害に対する意識の啓発 

防災意識を高め、災害に対する必要な知識を身につけるためには、防災訓練や避

難訓練の実施、ハザードマップ、広報紙などを利用した市民への啓発など、継続的

な情報提供が必要です。 

要配慮者とのパイプ役となる民生委員や自主防災組織に対しても、研修会や意見

交換会を開催するなど、引き続き防災意識の向上に努めます。 

 

 

（８）ユニバーサル社会づくり 

① ユニバーサル社会とは 

「ユニバーサル社会」とは、年齢、性別、障がい、文化などの違いに関わりなく、

だれもが地域社会の一員として支え合うなかで、安心して暮らし、一人ひとりが持

てる力を発揮して元気に活動できる社会のことです。（「平成 17 年度ひょうごユニ

バーサル総合指針」より） 

 

② 取り組みの経過 

本市は、平成 22 年度に加里屋地区が兵庫県よりユニバーサル社会づくり推進地

区の指定を受け、子どもや高齢者、障がいのある人等すべての人にやさしく、地域

社会の中で安心して暮らすことができるユニバーサル社会づくりの実現に向けた

活動を行ってきました。 

現在、関西福祉大学と連携し、空き店舗を活用した「ユニバーサルの家」を定期

的に開催しており、ユニバーサル社会づくりの啓発に向けて、新たな展開を図って

いるところです。 

【今後の方向性】 

平成 26 年度に整備した活動拠点「ユニバーサルの家」を活かして、地域と密着

してより親しまれるユニバーサル社会の実現に向けた意識啓発活動を展開すると

ともに、市全体にユニバーサル社会づくりの周知・啓発活動を推進していきます。 
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２ 認知症支援と権利擁護の推進 

（１）認知症施策の推進 

今後の急速な高齢化の進行に伴い、認知症の人はさらに増加していくことが見込ま

れています。国の認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に基づき、認知症施

策を計画的に推進していくことが必要です。 

本市においても、認知症総合支援事業をはじめ、認知症サポーター養成講座、あん

しん見守りキーホルダー登録事業など認知症の人とその家族を支えるための事業等を

実施しています。 

 

① 普及・啓発の推進 

認知症の理解を深めるための普及・啓発として、認知症サポーター養成講座や各

種講座を行っています。 

【今後の方向性】 

引き続き、認知症サポーター養成講座を開催し、サポーター数の増加を図ります。 

また、認知症に対する理解促進や地域での見守りに対する意識が向上できるよう

住民周知および啓発に努めます。 

【認知症サポーターの人数】 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（見込み） 

実績値(累計) 3,077 人 3,842 人 4,250 人 

 

② 家族支援体制の整備 

認知症の人や家族等への支援として、認知症カフェの立ち上げ支援や運営支援を

行うほか、認知症初期集中支援事業を行っています。 

※認知症カフェ・・・市内３カ所（Ｈ29 年 7 月末現在） 

【今後の方向性】 

引き続き、認知症カフェ立ち上げ支援や運営支援を行うほか、認知症初期集中支

援事業に取り組んでいきます。 

介護に取り組む家族等への支援の充実を図るため、介護者支援として、身近な地

域で認知症の家族が集える場の開催など、介護負担の軽減を図ります。 
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③ 容態に応じた医療・介護等の提供 

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の連携を図るための支援や認知症

の人やその家族を支援するための相談業務を行う認知症地域支援推進員を平成 28

年度から地域包括支援センター内に１人配置するとともに相談支援体制の整備の

ため、認知症相談センターを地域包括支援センター内に設置しています。 

また、必要な医療・介護サービスが切れ目なく提供できるように認知症ケアパス

「赤穂市認知症支援ガイドブック」を活用しています。 

【今後の方向性】 

認知症地域支援推進員を中心に、医療・介護等の連携強化等による、地域におけ

る支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ります。 

医療・介護施設等職員への認知症対応力向上研修や認知症地域支援推進員の認知

症相談対応やケアの質の向上に取り組みます。 

予防を含めて、認知症の早期発見・早期対応のための取り組みを推進していきま

す。 

【認知症地域支援推進員】 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

配置数 ― １人 １人 
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（２）高齢者の権利擁護の推進 

高齢者世帯や認知症高齢者等の増加に伴い、高齢者を標的とする消費者被害や高齢

者虐待などの事例が増加しています。虐待防止のための市民向けの啓発や認知症等に

より判断能力が十分でない場合、関係機関と連携して、成年後見制度等の活用を支援

しています。 

 

【今後の方向性】 

① 成年後見制度の利用促進 

成年後見制度を必要とする高齢者等が、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、

西播磨４市３町の共同で設置した「西播磨成年後見支援センター」を中核機関とし、

地域連携の構築に向け検討をしながら、成年後見制度の普及や利用促進に努めてい

きます。 

 

② 市民後見人の養成 

本市では、平成 29 年４月現在、市民後見人バンク登録者が８名となっており、

引き続き、西播磨成年後見支援センターと連携し、増加する認知症高齢者等の身上

監護や財産管理を担う市民後見人の養成・支援に取り組んでいきます。 

 

③ 地域福祉権利擁護事業の活用促進 

判断能力が十分ではない認知症高齢者等の福祉サービスの利用手続きに関する

支援や、日常的な金銭管理等を行うために、社会福祉協議会で実施している福祉サ

ービス利用援助事業の活用を支援し、高齢者の権利擁護を推進していきます。 

 

④ 高齢者虐待防止の推進 

高齢者虐待の未然防止と早期発見及び虐待事案への迅速かつ適切な対応を図る

ため、地域包括支援センターにおける総合相談支援業務体制充実・強化に取り組み

ます。 

 

⑤ 消費者被害対策の強化 

これまでと同様に、兵庫県西播磨消費生活センター等関係機関と連携し、消費者

被害防止に向けた周知を図るため、情報提供を行います。 

 



第４章 地域全体で支えあう、心ふれあうまちづくり 

57 

３ 医療との連携や住まいの基盤整備 

（１）医療・介護の連携  

高齢者の増加とともに、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加が見込ま

れます。入退院時支援や、日常の療養支援など在宅医療の充実を含めた医療・介護提

供体制を整備しています。 

ア 地域の医療・介護の資源の把握 

在宅医療・介護マップの作成 

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

医師会や在宅介護支援センターなど、在宅医療・介護連携に携わる関係機関を

参集し、在宅医療・介護連携推進会議を年３回開催しています。 

ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供対策の構築の推進 

赤相地区（赤穂市・相生市・上郡町）において、共通の入退院時の情報提供書

を用い、切れ目なく、医療と介護が一体的に提供されるよう入退院調整を行って

います。 

エ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

前述のウ切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供対策の構築の推進を図るた

め、赤相地区（赤穂市・相生市・上郡町）において、共通の入退院時の情報提供

書の様式を定め、関係者間での情報共有を行っています。 

オ 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

平成 29 年度に「在宅医療・介護連携推進支援センター」を地域包括支援セン

ター内に設置するとともに職員を１人配置し、在宅医療・介護連携を支援する相

談窓口の運営を行っています。 

カ 医療・介護関係者の研修 

平成 29 年度から、医師会や介護支援専門員など地域の医療・介護関係者の連

携を推進するため、多職種間でのグループワークを年２回開催しています。 

キ 地域住民への普及啓発 

平成 29 年度から市民等を対象に、在宅医療・介護連携に関する講演会を年１

回開催しています。 

ク 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 

赤相地区における病院・在宅連携推進会議を年２回開催しています。 

【今後の方向性】 

引き続き、在宅医療と介護に関わる多職種が連携をとり、利用しやすく、一体的に

医療・介護サービスが提供されるよう医療・介護情報の「見える化」をはじめ、在宅

医療と介護連携に係る体制整備のさらなる充実を図ります。 
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（２）住まいの整備 

自宅に住み続けることを希望する高齢者がいる中、様々な事情から在宅での生活が

困難な方への対応も必要であり、地域包括ケアシステムの中心である住まいについて

は、高齢者の様々な状況に応じて選択できるよう、整備を行う必要があります。 

【現状と今後の方向性】 

① 有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅 

 市内の高齢者の住まいの状況は持ち家の割合が９割を超えており、有料老人ホー

ムやサービス付き高齢者向け住宅の整備について、当面の必要性は少ないものの、

これらの整備については適宜対応します。 

② 住宅改修 

 自宅で安心して日常生活を送る環境を整えるためには、加齢に伴う身体機能の低

下などへの対応のため、高齢者にあった住宅仕様にすること（住宅のバリアフリー

化）が必要です。 

介護保険の住宅改修と合わせ、兵庫県の人生 80 年いきいき住宅助成事業を活用

した要介護者等の住宅のバリアフリー化を引き続き推進していきます。

③ 介護保険外入所施設・養護老人ホーム 

環境上及び経済的事情から、在宅での生活が困難な高齢者の施設である養護老人

ホームは、市内に１施設が設置されています。平成 29 年４月現在、市内外の施設

に計９名が入所しており、うち８名が市内の施設へ入所しています。 

本市では、介護保険施設等の整備が進んでいることや相談件数・措置状況等から

見ても、入所者の大幅な増加は見込まれないものの、生活の困窮者や虐待などの緊

急避難施設として、高齢者のセーフティネットとなる施設であると考えています。 

引き続き、様々な在宅福祉サービスや他の施設サービス等とも調整を図りながら、

入所を必要とする人のニーズを的確に把握し、適正な養護老人ホームの活用を図り

ます。 

④ 介護保険外入所施設・軽費老人ホーム（ケアハウス） 

軽費老人ホーム（ケアハウス）は、60 歳以上の人で、家族環境や住宅事情等の理

由により居宅において生活することが困難な人が、低額な料金で利用することがで

きる施設です。市内にはケアハウスが２施設あり、個室を基本とし、生活相談、入

浴サービス、食事サービスの提供を受けながら生活することができます。 

本市においては、持ち家率が高いこともあり、利用ニーズは低くなっていると考

えていますが、多様化する居住ニーズに対応するため、施設の概要や提供サービス

の種類、内容、利用方法等について周知を図ります。 
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4 介護に取り組む家族等への支援の充実  

（１）介護者支援のための相談体制の充実 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるようにするため、高齢者を支

える介護者への支援も必要となります。 

在宅介護実態調査によると、介護のための離職の有無について、「主な介護者が仕

事を辞めた」人は 5.0%と低いという結果となっています。しかしながら、今後、高齢

化の進行に伴い、ひとり暮らし世帯や高齢者夫婦のみの世帯の増加が見込まれ、介護

を必要とする高齢者の数が増加するとともに、８０５０問題やダブルケア問題もさら

に深刻化していくことが考えられます。 

そこで、国の基本指針に示されたように、高齢者やその家族に生活上の不安が生じ

た場合に、相談を受け、適切な機関につなぐことのできる体制を整備するとともに、

介護離職を防止するため、介護に取り組む家族等を支援するための施策の充実が必要

となります。 

 

 

【今後の方向性】 

高齢者およびその家族が抱える悩みや不安の解消に向け、市内の各相談機関との連

携・協力体制を強化するとともに、各相談窓口の周知・啓発に取り組みます。 

また、家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を目的とした介護者支援のため、

介護者のための健康相談、介護者交流会等の事業を推進します。 

介護者となったときに相談できる窓口である地域包括支援センターおよび在宅介

護支援センターの認知度を向上させていきます。 
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第５章 健康で生きがいをもって、すこやかに暮らせるまちづくり 

 

１ 介護予防と生活支援の充実 

 

（１）健康づくりの推進 

① 健康診査 

ア 特定健康診査 

特定健康診査は、40 歳から 74 歳までの赤穂市国民健康保険に加入している者を

対象に、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の要因となっている生活習

慣を改善させ、高血圧や高脂血症、糖尿病などの有病者・予備群を減少させること

を目的として実施しています。 

また、特定健診受診項目に腎機能検査を追加し、腎臓病の予防に努めています。 

特定健康診査が未受診の者に対しては、電話、訪問等により受診勧奨を行い、受

診率向上に向けた取り組みを実施しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

対象者数（人） 8,691 9,113 8,650 

受診者数（人） 3,284 3,274 3,300 

受診率（％） 37.8 35.9 38.2 

【今後の方向性】 

今後も、あらゆる機会をとらえて健診の必要性に関する普及啓発を強化するとと

もに、未受診理由の把握と理由にあわせた対策の検討を行い、受診率の向上に努め

ます。 

また、生活習慣病健診では、特定健康診査のみならず、がん検診も受診できる機

会を増やし、対象者が受診しやすい環境づくりに努めます。 

 

イ がん検診 

胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん検診については、集団健診と同時にがん

検診を実施しており、受診しやすい環境づくりを行っています。  

子宮がん・乳がん検診については、市内医療機関において検診を実施しています。

特定の年齢の者に対し、無料クーポン券の配布を行い、受診率の向上に努めていま

すが、無料クーポン券の利用率が低いため、今後も利用勧奨に努めていく必要があ

ります。  
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「胃がん」 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

対象者数（人） 16,686 16,707 16,707 

受診者数（人） 2,048 1,686 1,700 

受診率（％） 12.3 10.1 10.2 
 
    

「肺がん」 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

対象者数（人） 16,686 16,707 16,707 

受診者数（人） 4,071 3,787 4,010 

受診率（％） 24.4 21.3 24.0 

    

「大腸がん」 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

対象者数（人） 16,686 16,707 16,707 

受診者数（人） 4,124 3,555 3,676 

受診率（％） 24.7 21.3 22.0 

    

「前立腺がん」 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

対象者数（人） 5,749 5,844 5,844 

受診者数（人） 1,373 1,294 1,400 

受診率（％） 23.9 22.1 24.0 

    

「子宮がん」 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

対象者数（人） 12,886 12,195 12,195 

受診者数（人） 1,678 1,620 1,700 

受診率（％） 21.8 18.8 19.0 

    

「乳がん」 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

対象者数（人） 10,571 10,504 10,504 

受診者数（人） 1,531 1,366 1,520 

受診率（％） 19.2 17.9 18.0 

※対象者数：国立がん研究センター公表「推計対象者数」で、平成 28 年度と平成 29 年度は、固定値とする。 

※受診者数：「胃がん」、「肺がん」、「大腸がん」、「乳がん」は 40 歳以上、「前立腺がん」は 50 歳以上、「子宮

がん」は 20 歳以上で集計 
 
【今後の方向性】 

今後も、引き続きがん検診の受診の機会を増やすなど、受診しやすい環境づくり

に努めていきます。 
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② 健康教育 

40 歳以上の人を対象に、運動・栄養等の内容を取り入れた健康教育を各地区集会

所や公民館等で実施しています。 

楽らく健康教室については、介護予防対策として実施してきましたが、平成 29

年度より生活習慣病予防対策として、体操及び講話を実施しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

開催回数（回） 414 419 420 

延参加人数（人） 7,709 8,434 8,450 

【今後の方向性】 

市民一人ひとりが主体的な健康づくり活動を行えるよう支援していきます。 

 

③ 健康相談 

保健センターにおいて、保健師・管理栄養士及び健康相談員により、健康相談を

実施しています。 

健康相談員は、地区担当制で、各地区公民館における健康相談、地区集会所にお

ける健康教室で健康相談を実施するほか、随時、市民の方の健康相談に対応してい

ます。年々、健康相談実績は増加しており、健康相談員による地区別健康相談は、

地域に身近であることから、市民の健康づくりに役立っています。 

保健センター 

（保健師・栄養士） 

実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

電話相談（件） 8,134 9,837 9,850 

面接相談（件） 2,247 2,102 2,150 

計（件） 10,381 11,939 12,000 

 

健康相談員 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

電話相談（件） 16 29 30 

面接相談（件） 2,736 2,166 2,200 

計（件） 2,752 2,195 2,230 

【今後の方向性】 

今後も、引き続き健康相談を実施し、市民の様々な健康相談に対応していけるよ

う、相談体制の充実を図ります。 
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（２）介護予防の推進 

① 介護予防事業の推進 

ア 生きがいデイサービス（貯筋体操） 

老人福祉センター万寿園で行っている生きがいデイサービス利用者に対し、作業

療法士等による体操や、ミュージックセラピストによる音楽療法を実施し、転倒骨

折予防や認知症予防、加齢に伴う運動機能の低下予防・向上を図っています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延参加者数（人） 1,109 1,060 1,180 

事業費（円） 1,220,000 1,170,000 1,185,000 

【今後の方向性】 

今後も、引き続き介護予防に取り組む意欲を高めるため、生きがいデイサービス

において、貯筋体操及び音楽療法を実施していきます。 

イ いきいき百歳体操推進事業 

（ア）いきいき百歳体操推進事業 

現在、集会所等で自主活動によるいきいき百歳体操を実施しています。市内９地

区のうち、活動団体のない地区もあり、全市的な活動となっていません。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

活動団体数（件） 10 20 30 

登録人数（人） 182 485 785 

事業費（円） 1,770,687 1,579,525 1,768,000 

【今後の方向性】 

全市にいきいき百歳体操を広げるため、未実施の地区について、活動が開始され

るよう各種講座等を活用していきいき百歳体操の普及・啓発を図るとともに既活動

団体への支援を継続していきます。 

 

（イ）いきいき百歳体操リーダー養成事業 

いきいき百歳体操を地域に根ざした自主的な活動にするため、各地区いきいき百

歳体操代表者等を対象に体操実技や自主活動運営方法等のリーダー養成講座を実

施しています。 

【今後の方向性】 

地域での自主的な介護予防活動を推進するため、介護予防リーダーの養成・支援

を行っていきます。 
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ウ 介護予防普及啓発事業 

介護予防活動の普及・啓発を目的に、ひとり暮らしの高齢者を対象に介護予防手

帳を配布していましたが、平成 29 年度の総合事業の開始に伴い、いきいき百歳体

操や総合事業対象者に対象を移して、介護予防手帳を配布しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

配布者数（人） - 13 500 

【今後の方向性】 

引き続き、介護予防手帳の配布等を通じ、セルフマネジメントを推進し、介護予

防活動の普及・啓発を図っていきます。 

 

エ 転倒骨折予防教室 

高齢者の日常生活の中でも比較的発生の頻度が高い転倒事故について、各地区の

在宅介護支援センターが地域の高齢者等を対象に予防教室を開催することで、転倒

予防の普及・啓発を行っています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延開催回数（回） 10 10 10 

事業費（円） 300,000 300,000 300,000 

【今後の方向性】 

今後も継続して各地区において、より身近な場所で気軽に参加できる教室を心が

け、転倒予防の知識の習得や、自宅でできる転倒予防体操等を指導するなどして高

齢者の転倒予防の充実を図ります。 

 

オ 認知症予防教室 

各地区の在宅介護支援センターが、地域の高齢者を対象に、認知症に関する学習

会や認知症予防体操教室を開催し、認知症予防の普及・啓発に取り組んでいます。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延開催回数（回） 10 10 10 

事業費（円） 300,000 300,000 300,000 

【今後の方向性】 

今後も継続して各地区において、より身近な場所で気軽に参加できる教室を心が

け、認知症サポーター養成講座事業や高齢者を見守る支えるネットワーク事業とも

連携を図りながら、認知症の予防に限らず、認知症になっても自分らしく生活でき

る社会の実現を目指し実施していきます。 
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カ 情報提供事業 

多種多様な高齢者の在宅福祉サービスについて、市民に広く情報を周知すること

は、とても重要なことです。情報提供リーフレットを作成・配布することにより、

本市が取り組む高齢者の在宅福祉サービスに関する情報を広く提供していきます。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

作成部数（部） 700 1,000 1,000 

事業費（円） 119,448 135,000 180,000 

【今後の方向性】 

高齢者の在宅福祉サービスや生活支援に関するリーフレットを発行し、わかりす

く、きめ細やかな情報提供に努めます。 

キ 介護支援ボランティア・ポイント制度事業 

高齢者自身の社会参加活動を推進し、健康増進と介護予防を図ることを目的とし、

高齢者が介護保険施設等で行うボランティア活動の実績に応じてポイントを付与

し、申し出によりポイントを換金できるしくみです。 

介護支援ボランティアへの登録人数は、新規に登録される方とやめられる方とで、

ほぼ横ばいに推移しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延活動回数（回） 4,211 4,183 5,450 

【今後の方向性】 

活動を通して高齢者の健康増進と介護予防を図り、地域貢献を奨励することで、

高齢者と地域や人とのつながりを深め、いきいきとした地域社会づくりを推進しま

す。 

② 包括的支援事業 

ア 介護予防ケアマネジメント事業 

高齢者が要介護状態になることを防ぎ（発生を予防する）、要介護状態となって

も状態が悪化しないようにする（維持・改善を図る）ため、事業対象者等の要介護

状態となる可能性の高い高齢者や要支援１または２と認定された方に対し、介護予

防に関する事業やサービス等の紹介・利用の支援やケアプランを作成しています。 

平成 29 年度からは、総合事業の開始に伴い、「①要支援１・２と認定された方で

予防給付に関するケアマネジメントを実施する介護予防支援」と、「②地域支援事

業による総合事業における介護予防ケアマネジメント」に分けて介護予防ケアマネ

ジメントを実施しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

ケアプラン作成件数（件） 4,521 4,924 5,000 
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【今後の方向性】 

対象者数の増加に伴い、利用の支援やケアプランの作成件数が増加しています。 

今後も高齢者数の増加に伴い、対象者数の増加が見込まれるため、より適切なサ

ービス等の利用の支援やケアプラン作成に努めます。 

 

イ 総合相談支援・権利擁護事業 

高齢となっても住み慣れた地域で安心してその人らしい尊厳のある生活が維持

できるよう、訪問活動等により、様々な内容の相談を受けています。そして、その

人の心身状況や生活の実態等を把握し、適切な保健・医療・福祉サービス、機関ま

たは制度・事業の紹介・利用につなげる等の調整や支援を行っています。  

近年、複合的な課題を有する困難事例なども多くなっており、成年後見制度の紹

介、虐待への対応等、高齢者の権利擁護に関する相談を受け、支援を行っています。  

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

相談件数（件） 1,285 1,086 1,500 

【今後の方向性】 

高齢者数の増加に伴い、今後、相談件数は増加していくと思われます。また、家

庭環境等の高齢者を取り巻く環境の変化等により、権利擁護や高齢者虐待など緊急

の対応の必要性を判断し、早期対応を図るとともに、地域における適切な保健・医

療・福祉サービス、機関や制度などの利用につなげていきます。 

複合的な課題を有する困難事例への対応など、相談対応等の支援の充実を図って

いきます。 

 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、介護支援専門員、医療機関、

関係機関等との連携、在宅と施設との連携など、個々の高齢者を支援する様々な職

種や機関等連携を支援し、高齢者の状況や変化に応じたフォローアップに取り組ん

でいます。また、地域の介護支援専門員等の相談対応や情報提供を実施しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

マネジメント件数（件） 72 203 220 

【今後の方向性】 

認知症高齢者の増加、一人暮らしや高齢世帯数の増加等、高齢者の生活状況が多

様化しているため、今後も引き続き個々の高齢者がその人らしい自立した生活を送

ることができるように、その人の生活全体を包括的・継続的に支えていくことが重

要と考えられます。  
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③ 任意事業 

ア 介護給付費等費用適正化事業 

不正な給付の削減や適切な介護サービスを確保し、介護保険制度の信頼性を高め、

介護給付費や介護保険料の増大を抑制することにより、持続可能な介護保険制度の

構築を図っています。  

介護保険サービスの多様化、地域密着型サービスの拡大により、市の監督権限が

拡大していることから、これまで以上に効率的・効果的な事業の推進が求められて

います。  

【今後の方向性】 

今後も引き続き介護給付適正化計画に基づき、より効果的・効率的な適正化事業

を実施するとともに、兵庫県国民県保険団体連合会との連携を密にし、介護給付費

の適正化を図っていきます。  

 

イ 家族介護教室事業 

各地区の在宅介護支援センターが、地域の要援護者を介護している家族等を対象

に、介護方法等についての指導や助言を行う教室を開催し、家族への介護支援を行

っています。  

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

開催回数（回） 7 8 10 

事業費（円） 210,000 240,000 300,000 

【今後の方向性】 

今後も要介護認定者が増加する中で、家族に対する介護負担の軽減は重要な施策

の一つです。介護についての正しい知識や理解を指導・助言することで、家族の負

担を減らし、家族への介護支援を推進していきます。  

 

ウ ねたきり老人紙おむつ給付事業 

ねたきり（６ヶ月以上常時臥床状態にある人）で、おむつの使用が必要であると

判断された市内に居住する高齢者で、低所得世帯に属する人を対象に、１日あたり

４組を限度として紙おむつを支給しています。  

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延利用者数（人） 48 55 60 

事業費（円） 410,844 446,320 511,000 

【今後の方向性】 

今後も民生委員や在宅介護支援センターと連携を図りながら、対象者の把握に努

めるとともに、啓発活動等を充実させ、低所得世帯に対する介護の経済的負担を軽

減するために実施していきます。 
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エ 家族介護慰労金支給事業 

認知症やねたきりの高齢者を居宅で常時介護しており、過去 1 年間介護保険サー

ビスを利用していない場合、介護者に対して介護慰労金を支給しています。  

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

支給対象者数（人） 1 1 2 

【今後の方向性】 

要介護認定者の家族に対しては、介護負担の軽減を図ることも重要と考え、必要

な介護保険サービスの利用について促すとともに、条件に該当する人には、引き続

き実施していきます。 

 

オ 徘徊高齢者家族支援サービス事業 

徘徊のみられる認知症高齢者の事故防止を図るとともに、家族が安心して介護で

きる環境を整備するため、徘徊高齢者が行方不明になった場合、ＧＰＳを利用して

早期に高齢者の位置を検索するサービスについて、費用の一部を負担しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

登録者数（人） 4 4 4 

※平成 27 年度及び平成 28 年度の登録者数は各年度末時点 

【今後の方向性】 

今後、認知症高齢者の増加も予測されることから、引き続き事業を実施し、認知

症サポーター養成講座事業や高齢者を見守る支えるネットワーク事業と連携を図

ることで、徘徊による事故の未然防止を強化し、認知症高齢者が安心して暮らせる

よう取り組んでいきます。 

 

カ 認知症サポーター養成講座事業 

認知症に対する正しい知識を市民に理解いただくことで、認知症高齢者やその家

族に対する偏見や不安を取り除き、地域全体で認知症高齢者を見守る支える社会づ

くりを目指して取り組んでいます。  

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

参加者数（人） 3,077 3,842 4,250 

延開催回数（回） 10 20 15 

事業費（円） 131,407 95,964 129,000 

【今後の方向性】 

認知症高齢者の増加も予測されることから、市民の認知症に関する関心は高まる

と予想されるため、認知症サポーター養成講座を積極的に開催し、認知症サポータ

ーを増やしていく必要があります。今後はさらに、関係機関と連携のもと実施後の
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フォローアップに努め、実際にインフォーマルな社会資源としてサポーターが活動

の場を増やし、認知症の人や家族を支援できるよう施策の展開を図っていきます。 

さらに、認知症サポーター養成講座の講師役であるキャラバンメイトの養成にも

取組み、認知症施策の充実を図っていきます。 

 

キ あんしん見守りキーホルダー登録事業 

個人を識別する番号と連絡先を記したキーホルダー等を交付し、キーホルダー等

を携行した高齢者が、外出先の緊急時の通報や照会があった場合、登録された緊急

連絡先に連絡し、緊急時に速やかな対応を行います。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

登録者数（人） 469 606 700 

事業費（円） 34,992 151,700 250,000 

【今後の方向性】 

今後、認知症高齢者を含む要介護高齢者の増加も予測されることから、外出時の

事故や認知症高齢者の徘徊等による行方不明高齢者問題にも対応できるものと考

えます。今後も、赤穂警察署など関係機関と連携のもと緊急時の対応が速やかにで

きるように努めます。 

 

ク 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度は、本人が認知症などの理由で十分な判断ができなくなったときに、

親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申し立て、家庭裁判所が後見人等を選任す

る制度です。 

後見等開始の申し立てをする親族がいない場合などに、成年後見制度の利用が必

要と認められる人の財産管理や介護サービス契約等について、制度を利用できるよ

う支援を行っています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

利用者数（件） 1 0 1 

【今後の方向性】 

西播磨成年後見支援センターと連携を図りながら、成年後見制度の利用に際して

当事業の対象者を支援するとともに、市民後見人の養成・活用を図っていきます。 

 

ケ 住宅改修支援事業 

介護保険の住宅改修制度をより使いやすくするため、居宅介護（介護予防）支援

が行われておらず、住宅改修申請用の理由書の作成者を確保することが困難な人に

対して、その作成をしたケアマネジャーに、理由書作成費用を支給しています。 

今後、高齢者の増加が見込まれるため、住宅改修のニーズは高まっていくと考え

られます。 
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実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

助成件数（件） 16 14 24 

事業費（円） 32,000 28,000 48,000 

【今後の方向性】 

住宅改修希望者に対する支援策の一つであり、より良い住環境整備の促進のため

継続して実施していきます。 

 

コ 自立支援配食サービス事業 

市内に住む 70 歳以上のひとり暮らし高齢者や、75 歳以上の高齢者世帯で、心身

障がい及び傷病等の理由により、日常の食事の調理が困難な高齢者を対象に、食事

の支援を行っています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延利用者数（人） 333 306 360 

事業費（円） 1,860,500 1,663,390 2,326,000 

【今後の方向性】 

配食サービスを通じて高齢者の自立支援を進めていくことは、高齢者の健康保持

や介護予防の観点からも非常に重要なことです。 

また、栄養バランスに配慮した食事の提供や、配達時の安否確認は在宅で生活す

る高齢者の安心を支えるサービスとして必要性も高く、今後も対象者の確実な把握

と面接等による適切な調査（アセスメント）を行い、高齢者の自立を支援していき

ます。 

 

サ 介護相談員派遣事業 

利用者と事業者の橋渡し役として、介護相談員がサービス提供事業所や施設を訪

問し、利用者の日常生活における相談に応じたり、サービスに対する不満や要望等

を聞き取ったりしています。この事業により、通常では伝わりにくい利用者の要望

等を事業者に伝えることができ、また、その声を介護の現場に伝えることで、介護

サービスの質的向上が期待されます。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延派遣回数（回） 433 419 468 

事業費（円） 1,050,365 962,996 1,372,000 

【今後の方向性】 

引き続き施設等への派遣を行うとともに、新規に施設等が開設された際には、速

やかに派遣を行っていきます。また、介護相談員同士の連絡会や研修の機会を設け、

情報交換や相談能力の向上に取り組んでいきます。 
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シ 緊急通報システム（安心見守りコール）事業 

概ね 65 歳以上のひとり暮らしで援護を要する高齢者が、在宅で安心して生活で

きるように、急病や事故等の緊急時に通報機のボタンを押すことで、即時に受信セ

ンターに通報され、近隣協力員や民生委員、消防本部等との連携で速やかに対応で

きるものです。  

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

通報機器設置件数（件） 366 353 380 

事業費（円） 7,766,028 7,582,548 8,084,000 

※平成 27 年度及び平成 28 年度の設置件数は各年度末時点 

【今後の方向性】 

今後も民生委員をはじめ、地域包括支援センターや在宅介護支援センター、近隣

の住民等関係各所との連携を密にし、地域全体で高齢者を見守る支えるネットワー

クの構築を推進することで、高齢者の安心した在宅生活の支援を図っていきます。 
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（３）生活支援サービスの充実 

① 社会福祉協議会との連携強化 

赤穂市社会福祉協議会は、地域社会において住民が主体となり、地域福祉の推進

を図ることを目的とする団体です。 

在宅福祉活動では、給食サービスや友愛訪問活動をはじめ、福祉用具貸与事業や

移送サービスなどの事業を、また地域福祉活動においては、三世代交流事業や小地

域福祉推進事業、ふれあいいきいきサロン事業、パートナーサービスモデル事業な

どを展開しています。 

【今後の方向性】 

今後とも、社会福祉協議会は地域福祉活動を推進するリーダー役として位置づけ、

地域福祉の推進に取り組むとともに、活動に対する支援を行っていきます。 

また、社会福祉協議会との連携を強化し、福祉の意識づくりや福祉の担い手の育

成をともに推進していきます。 

 

 

【主な社会福祉協議会の在宅福祉活動及び地域福祉活動】 

事 業 名 内   容 

給食サービス 

75 歳以上のひとり暮らし高齢者及び 80 歳以上の高齢者世帯を対

象に、地区福祉推進連絡会等の協力による手作りの食事を定期的に

配食しています。 

友愛訪問活動 

75 歳以上のひとり暮らし高齢者及び 80 歳以上の高齢者世帯を対

象に、地区まちづくり連絡（推進）協議会等が手作りの食事やお菓

子、手紙を持って対象者宅を訪問しています。 

移送サービス 

（福祉有償運送） 

日常生活において、常時車椅子を必要とする在宅の要介護者や障

がい者を対象に、ボランティアグループてんとうむしの協力を得

て、リフト付ワゴン車やストレッチャー付ワゴン車を使用し、通院

等外出介助を行っています。 

三世代交流 

もちつき大会 

75 歳以上のひとり暮らし高齢者及び 80 歳以上の高齢者世帯を対

象に、歳末たすけあい運動の一環として地区まちづくり連絡（推進）

協議会が実施するもちつき大会などを支援しています。 

小地域福祉推進事業 

小地域を単位とした福祉コミュニティづくりの担い手のための

学習機会を提供するなど、地域住民の自発的な福祉活動を支援して

います。 

ふれあいいきいき 

サロン事業 

ひとり暮らしや閉じこもりがちな高齢者や障がい者、子どもや子

育て中の親などが歩いて通える地区の集会所等に集い、レクリエー

ションや話し相手等の仲間づくり活動を支援しています。 

パートナーサービス 

モデル事業 

単位自治会を対象に、支援する人・支援してほしい人が地域で相

互に助け合える仕組みづくりを支援しています。 

地域の困りごと応援隊 

ちょっとした困りごとを抱える支援の必要な人に対して、生活支

援サポーターを派遣し、支援を行うことで、地域のたすけあい活動

の推進を図ります。 
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② 社会資源の活用 

少子高齢化の進展や人口減少の状況下において、単身世帯の増加など、家族や地

域のあり方が変化していく中、高齢者を取り巻く問題は多様化、複雑化しています。

このため、地域の実情に応じて様々な団体や人々が参画し、連携して地域づくりを

進めていくことが求められています。 

本市においても、自治会や社会福祉協議会、地域団体など、様々な団体が多様な

活動を行う中で、担い手不足といった課題が生じています。 

地域で活動する団体や人々との協働により、地域づくりを推進することが重要で

す。 

【今後の方向性】 

各種講座や研修会などを通じて、福祉の意識づくりと担い手の発掘・育成に努め

るとともに、地域組織や民生委員・児童委員など、様々な福祉に関する担い手の活

動支援に取り組んでいきます。 

 

ア まちづくり団体（自治組織）との連携 

まちづくり団体（自治組織）は生活支援・介護予防サービス体制整備協議体の構

成委員であり、生活支援等サービスについて、生活支援の担い手の養成やサービス

の開発の検討など連携して取り組んでいます。 

 

イ 民生委員・児童委員との連携 

民生委員・児童委員は、それぞれ担当する地域で高齢者からの生活上の相談に応

じたり、福祉サービスの情報提供や関係機関とのパイプ役として調整を行うなど、

幅広く活動しています。また、地域福祉推進委員とも協力して友愛訪問や給食サー

ビスを行っているほか、地域のまちづくり団体とも協力しながら活動を行っており、

地域福祉を牽引する極めて重要な存在です。 

月１回の定例民生委員児童委員協議会、地区定例会、部会活動（老人福祉部会、

児童福祉部会、障がい者福祉部会、広報部会）などで研修を行い、担当地区におい

て相談・支援活動を行っています。 

【今後の方向性】 

福祉ニーズの多様化に伴い、支援内容も幅広くなっていることから、地域福祉活

動に関する情報提供や研修等を通じて、民生委員・児童委員の質の向上及び活動の

支援に努めます。 

 

ウ 老人クラブとの連携 

老人クラブは、身近な仲間同士の友愛活動に留まらず、地域性を活かした様々な

社会活動に積極的に参画することで、世代を超えたふれあい活動を展開し、地域に

とって必要不可欠な存在としての役割を担っています。 

老人クラブは市内に 48 クラブ（平成 29 年４月現在）が活動しており、互いに支

え合いながら健康づくりや友愛訪問活動、様々な奉仕活動など、日々精力的に活動
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しています。少子高齢化が進む本市において、介護予防や生きがいづくりの面から

も、老人クラブが地域を「見守る」「支えあう」担い手として、あるいは社会を構

成する団体の一つとして、極めて重要な存在に位置づけられており、今後とも福祉

施策と連携した活動を推進することで、活動の拡大が期待されます。 

【今後の方向性】 

高齢者の価値観の多様化により、老人クラブ活動の参加が減少傾向にあることか

ら、様々な機会や広報を通じて、老人クラブの情報をはじめ、参加の意義等につい

て、周知・啓発に取り組むとともに、老人クラブへの活動支援を図っていきます。 

 

エ 関西福祉大学との連携 

関西福祉大学とは、市福祉部局において地域社会に出向いての実践活動を行って

おり、「ユニバーサル社会づくり推進事業」など、関西福祉大学の教員や学生との

参画・協力を得ながら、積極的に事業を展開しています。また、関西福祉大学を地

域のシンクタンクと位置づけ、福祉・医療（看護）分野をはじめとする課題の解決

に向けた、継続的な官学の連携体制を推進しています。 

【今後の方向性】 

大学及びその学生の力は、福祉の向上において重要であることから、今後も密接

な連携・協力体制を推進していきます。 

 

オ 地域ボランティアとの連携 

地域包括ケアシステムの深化・推進を図る上で、市民・団体・事業者・行政など、

多様な主体による助け合い、支え合いの仕組みづくりが重要です。 

生活支援サービスの充実と介護予防の担い手となるボランティアは、介護保険な

どの公的なサービスのいわゆる隙間を埋める役割を果たすものと考えられており、

その人材育成に取り組む必要があります。。 

社会福祉協議会においては、小地域福祉活動の活性化に向け、小地域福祉活動リ

ーダー研修会をはじめとする各種講座、研修会等を開催し、地域における福祉活動

の担い手の発掘、人材の育成に取り組んでいます。 

また、高齢者の社会参加と介護予防を目的とした介護ボランティア・ポイント事

業を推進しています。 

【今後の方向性】 

人口減少、少子高齢化の進行により、地域の支え手も減少していくと考えられる

一方で、支援を求める人が増えており、また求める内容も多様化・複雑化していま

す。 

住民主体の取組やボランティアの養成について、生活支援コーディネーターとの

連携により、進めていきます。 
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③ 老人日常生活用具給付等事業 

概ね 65 歳以上の心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らしの

高齢者や高齢者のみの世帯に対し、日常生活に必要な品物の貸与や給付をし、安全

で快適な生活を支援しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

自動消火器、 

電磁調理器等（件） 
0 4 3 

【今後の方向性】 

今後も高齢者の生活環境の向上のため、日常生活に必要な機器について継続して

支援を実施していきます。 

 

④ 高齢者住宅改造助成事業 

 高齢者が住み慣れた住宅で安心してすこやかな生活を送れるよう住宅を改造す

る場合に、その改造費用の一部を助成しています。 

今後、高齢者の増加が見込まれるため、ニーズは高まっていくと思われます。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

助成件数（件） 27 16 30 

事業費（円） 5,107,936 3,508,000 8,009,000 

【今後の方向性】 

地域包括支援センターや在宅介護支援センター、ケアマネジャー等との連携を密

にし、制度の周知・利用啓発を行うとともに、住み慣れた居宅で安心して快適にす

ごせるよう制度の充実を図り、住まいの整備を通じて在宅での生活支援に努めてい

きます。 

 

⑤ ねたきり老人等寝具貸与事業 

６ヶ月以上ねたきりで介護が必要な状態にある 65 歳以上の高齢者または、65 歳

以上のひとり暮らしの高齢者を対象に、年１回寝具を貸与し２週間に１回、カバー

の交換を行っています。 

 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実利用者数（人） 1 1 3 

事業費（円） 86,378 86,275 245,000 
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【今後の方向性】 

今後も必要な高齢者にサービスが行き届くよう、地域包括支援センターや在宅介

護支援センター、ケアマネジャー等を通じ、制度の周知・利用啓発の充実を図り、

高齢者の快適な生活の確保に努めます。 

 

⑥ 在宅老人介護者支援事業 

寝たきり・認知症・重度の障がいのある人の介護者が組織する「介護者の会」に

補助金を交付することにより様々な援助活動を支援し、在宅介護における介護者の

精神的・身体的負担の軽減を図っています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

事業費（円） 170,000 170,000 170,000 

【今後の方向性】 

今後も、在宅介護における介護者の精神的・身体的負担の軽減を図るため、認知

症対策に係る施策等と連携して実施していきます。 

 

⑦ 生きがいデイサービス事業 

老人福祉センター万寿園において、介護保険の対象にはならない虚弱な高齢者を

対象に、地区別に週１回、健康チェックや入浴サービス、レクリエーションのほか、

貯筋体操等を実施しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延利用者数（人） 1,692 1,661 2,000 

事業費（円） 4,174,895 3,849,147 4,600,000 

【今後の方向性】 

今後も引き続き、民生委員や地域包括支援センター、在宅介護支援センターと連

携を図ることで対象者の把握に努め、利用促進に取り組みます。 

高齢者の閉じこもりを防止し、社会参加の促進を図るとともに、利用者が生きが

いのある豊かな高齢期を過ごせるよう取り組んでいきます。 
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⑧ ホームヘルプサービス事業 

介護保険の対象にはならないが、日常生活に支障がある 65 歳以上のひとり暮ら

し高齢者または高齢者のみの世帯を対象に、赤穂市ホームケアセンターにヘルパー

派遣を依頼し、日常生活上の軽易な家事援助を実施する事業です。ヘルパー利用料

金の一部を助成しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延利用者数（人） 84 89 110 

事業費（円） 2,452,545 2,487,585 2,950,000 

【今後の方向性】 

今後も引き続き、日常生活に支障がある高齢者を自立支援に基づいた軽易な援助

により支援することで、要介護状態への移行の未然防止に努めます。   

また、住み慣れた住宅で継続して生活できるよう、生活環境の向上と豊かな高齢

期の実現に向けて取り組みます。 

 

⑨ ひとり暮らし老人等火災警報器購入助成事業 

消防法及び赤穂市火災予防条例による住宅用火災警報器の設置義務化を受け、火

災警報器を設置した 75 歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯に対

し、その設置費用の一部を補助しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

助成件数（件） 13 20 30 

事業費（円） 34,800 49,186 78,000 

【今後の方向性】 

今後も、高齢者の安全を守るため火災警報器の設置を促進し、住宅火災による被

害を未然に防止することに努めます。 
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２ 生きがいづくりや社会参加の促進 
 

（１）老人クラブ活動への支援 

老人クラブは、地域の「支え手」として豊かな地域社会づくりに必要不可欠な存在

です。  

本市の老人クラブは、「健康・友愛・奉仕」の３つの原則を軸に、高齢者が自らの

生活を豊かにする健康づくり、趣味やレクリエーションなどの個人的分野から、地域

を豊かにする友愛訪問、清掃奉仕、伝承活動などの社会的な分野まで、多岐にわたっ

て活動しています。  

近年では、価値観の多様化や地域コミュニティの希薄化、更に様々な社会参加の機

会の創出により、加入者及び加入率が減少しています。  

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

助成クラブ数 49 47 48 

会員数（人） 2,327 2,140 2,093 

単位老人クラブ活動助成（円） 1,846,320 1,770,960 1,809,000 

老人クラブ活動強化推進事業（円） 2,340,000 2,250,000 2,304,000 

老人クラブ連合会活動助成（円） 307,639 296,980 312,000 

【今後の方向性】 

今後は、身近な仲間同士の友愛活動をはじめ、地域や各世代と積極的に交流を深め

ることで、地域での存在感を強め、若手会員などの新規会員が気軽に加入できる魅力

ある老人クラブになるよう支援の充実を図り、活動の促進に努めます。 

また、本市の地域包括ケアシステムを担う地域団体のひとつとして、積極的な社会

参加を促すとともに、福祉施策とも連携した介護予防の推進を図り、活動の活性化を

図っていきます。 

 

（２）敬老支援 

① 敬老長寿ふれあい事業 

まちづくり単位や自治会単位で 75 歳以上の高齢者を対象とした敬老会や、70 歳

以上のひとり暮らし老人を対象としたふれあい交歓会を開催し、多年にわたり地域

社会の発展に寄与された高齢者を敬愛し、長寿を祝福しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

参加者数（人） 2,867 2,774 2,900 

事業費（円） 9,637,652 9,838,616 10,110,000 
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【今後の方向性】 

地域のつながりが希薄化していると言われる中で、高齢者が住み慣れた地域で安

全・安心に暮らし続けるためには、地域や住民同士の絆をより深めることが大切で

す。 

地域で敬老行事を実施することで、各地域での「高齢者を見守る支えるネットワ

ーク」づくりを推進し、見守り体制を構築するきっかけになるよう取り組むととも

に、対象者の増加を踏まえ、各地域の意見も取り入れながら、参加しやすい事業を

検討していきます。 

 

② 敬老祝金 

敬老祝い金として、米寿（88 歳）を迎えた人に 20,000 円、白寿（99 歳）を迎え

た人には 30,000 円を交付しています。また、市内の男女各最高齢者には 50,000 円、

最高齢夫婦には夫婦併せて 50,000 円を交付しています。 

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

米寿（人） 245 282 280 

白寿（人） 15 23 18 

事業費（円） 5,516,264 6,492,627 6,305,000 

【今後の方向性】 

今後も、長年にわたり地域社会の発展のために貢献された高齢者に感謝し、長寿

を祝福する事業として継続していきます。 

また、お祝いする対象者の範囲なども含め、適正な実施方法について、引き続き

検討していきます。 

 

 

（３）老人福祉センターの利用 

老人福祉センターは、高齢者に対して生活・健康等の相談に応じるとともに、健康

の増進、教養の向上、レクリエーション等のための便宜を総合的に供与し、老人福祉

の向上を図る施設です。本市には千寿園と万寿園の２施設があります。 

【今後の方向性】 

老人福祉センターの老朽化に伴い、改修・設備更新を計画的に実施し、安全で快適

に施設利用を提供できるよう努めます。 
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① 老人講座開設事業（千寿園） 

千寿園は、高齢者の趣味・知識・教養の向上を目的とした 12 種類の講座を開催

し、レクリエーション等を通して相互交流の場を提供し、高齢者の生きがいづくり

や老人福祉の向上に寄与しています。  

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延受講者数（人） 3,965 3,294 4,000 

事業費（円） 980,956 866,000 1,090,000 

【今後の方向性】 

広報等を通じて講座の周知・啓発に努めるとともに、高齢者相互の交流が活発に

行えるよう、継続して実施していきます。  

 

② 万寿園の利用促進助成 

万寿園は、高齢者の健康増進やレクリエーション等による相互交流の場として提

供している施設です。万寿園を利用する老人クラブに対し交通費の助成を行い、会

員相互の親睦や老人クラブの活動を支援しています。各単位老人クラブに対しても

事業の趣旨を広く周知し、老人福祉センターの利用促進を図っています。  

 
実績値 見込値 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

延助成クラブ数 4 4 7 

事業費（円） 91,230 81,570 175,000 

【今後の方向性】 

引き続き老人クラブの活動拠点として交通費の助成を実施するほか、すべての高

齢者に対する健康増進や介護予防、レクリエーションの場として活用が図られるよ

う、積極的な利用を広報・啓発していきます。 

 

 

（４）高齢者大学への参加 

超高齢社会を迎えて、高齢者のみならず市民一人ひとりの生きがいづくりや自己実

現の場として、生涯学習の重要性が増大しています。 

本市では、公民館等を拠点に、幅広いテーマによる高齢者大学や千種川カレッジが

開設されています。高齢者大学等は、高齢社会に即応した教養や知識を身につけなが

ら、余暇を利用したクラブ活動を通じて、仲間づくり、生きがいづくり及び地域活動

のリーダー養成に取り組むとともに、理念とする健康で心豊かな生活を送るための取

り組みを進めています。 

 

 



第５章 健康で生きがいをもって、すこやかに暮らせるまちづくり 

 

81 

 
学生数の推移（人） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

高齢者大学 237 241 243 

千種川カレッジ 837 820 819 

合計 1,074 1,061 1,062 

【今後の方向性】 

生涯学習の機会は、単に知識や教養を身につけるためだけの場ではなく、市民一人

ひとりに生きがいづくりの場であると言えます。 

多様化するニーズに応じた学習が行えるよう、学習機会や活動の場の提供について、

一層充実させることが求められます。今後も引き続き、高齢者大学の活動についての

ＰＲや講座の充実を図るとともに、高齢者人口の増加やニーズの多様化に応じた講座

の開設を図ります。 

また、ボランティア活動を積極的に推進し、学校単位、クラブ単位、有志による「福

祉施設への慰問活動」に取り組んだり、「小学生との合同講座」を実施し、地域のまち

づくり活動に参加したりするなど、青少年健全育成と地域のコミュニティづくりにも

貢献したいと考えています。 

 

 

（５）生涯スポーツの推進 

本市では、市民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむこと

ができる「スポーツ先進都市」の実現を目指してスポーツ施策の推進を図っています。 

施設整備においては、地区体育館におけるスポーツ備品の更新を計画的に行うなど

施設の整備・充実を図っています。 

ソフト面においては、赤穂市スポーツ推進計画に基づき、「スポーツクラブ２１」

の積極的な活動や誰もが気軽に取り組めるグラウンドゴルフや囲碁ボール、室内カー

リングなどのニュースポーツの普及啓発に取り組んでいます。 

高齢者の活動としても、「ゲートボール」「グラウンドゴルフ」などが定着している

ことに加えて、平成 28 年度より「健康タウン構想の推進」ラジオ体操講習会を実施し、

シニア世代の健康づくりにつながる活動の推進に努めています。 

 【今後の方向性】 

今後も、スポーツによる健康づくりや体力づくりはもとより、仲間づくりを通して、

老後の生活を豊かにするための生きがいづくりにつなげることで、活力ある元気な高

齢社会の実現に取り組んでいきます。 

 

 



第５章 健康で生きがいをもって、すこやかに暮らせるまちづくり 

82 

（６）シルバー人材センターの充実 

赤穂市シルバー人材センターは、定年後の高年齢者に就業や社会的活動の機会を提

供し、働くことを通じて、高年齢者の生きがいの充実や健康維持、また生活の安定を

図ることを目的に昭和 62 年に設立されています。 

一方で、長年の経験を生かして現役世代の下支えや人手不足分野の解消などにも効

果をあげています。 

平成 28 年度末の会員登録数は、男性 448 人、女性 182 人で合計 630 人であり、粗

入会率（対 60 歳以上人口比）は 3.5％となっています。 

 契約件数（件） 就業延人員（人） 契約金額（円） 比率（％） 

技術 7 902 6,975,012 1.9 

技能 1,004 4,351 48,130,511 13.4 

事務 61 325 848,028 0.2 

管理 43 7,513 51,401,526 14.3 

折衝外交 8 552 2,752,230 0.8 

一般作業 1,338 52,777 237,189,829 66.1 

サービス 40 1,690 11,439,378 3.2 

その他 0 47 14,832 0.1 

計 2,501 68,157 358,841,346 100.0 

平成 28 年度実績（請負・委任契約及び派遣契約の合計） 

【今後の方向性】 

シルバー人材センターにおいては、高年齢者の就業機会の確保、事業拡大、適正就

業等の取り組みを強化し、地域労働力の補完に努めるとともに、社会とのつながりを

促進しながら高年齢者の生きがいづくりや閉じこもり防止など健康維持や介護予防施

策の側面に貢献します。 

また、シルバー人材センターの取り組み内容や会員の自主活動等については、会報

やチラシ、イベント等で広くＰＲし高年齢者の入会を促します。 

その他に、会員の多様な技能や安全面の向上を目指して各種講習会の開催を行いま

す。 

 



 

 

 

 


