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調調査査のの概概要要 
 

調調査査目目的的 

第８期計画の策定に向けて、要支援・要介護認定を受け、介護保険施設に入所していない方（在宅

認定者）と介護保険施設等に入所している方（施設入所者）を対象に、生活状況や介護保険サービス

等の利用状況、介護者の状況、今後のサービス等の利用意向などを把握するため、以下のアンケート

調査を実施しました。 

 

 

調調査査方方法法とと回回収収状状況況 

調査名 
在宅認定者調査 

（在宅介護実態調査） 
施設入所者調査 

調査対象 

要支援・要介護認定を受け、介護保険

施設に入所していない 

豊中市民 3,498 人（無作為抽出） 

要支援・要介護認定を受け、介護保険

施設等に入所している 

豊中市民 1,596 人（無作為抽出） 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 令和元年（2019 年）12月５日～12月 25 日 

回収数 

（有効回収数） 

1,653 部 

（1,616 部） 

608 部 

（594 部） 

回収率 

（有効回収率） 

47.3％ 

（46.2％） 

38.1％ 

（37.9％） 

 

 

報報告告書書のの見見方方 

■ 図表内に付加されている「n」は質問に対する回答者数です。 

■ 結果数値は、小数点第２位を四捨五入してあります。そのため、単数回答であっても、合計値が

100％にならない場合があります。 

■ 複数回答の場合、選択肢毎に回答者数に対する割合を表示しているため、合計値が 100％を超える場

合があります。 
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■ クロス集計の結果については以下の点を記載しています。 

①各クロス項目で、最も割合が高い選択肢 

②各クロス項目で、他のクロス項目と比べて統計的に明らかな差異（統計的有意差）※が確認できた選

択肢 

【クロス集計結果の記載例（各圏域で住まいの形態をみた場合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 統計的に明らかな差異（統計的有意差）については、χ
カ イ

二乗検定により主に有意水準１％

（p<0.01）で確認しました。 

   なお、χ
カ イ

二乗検定は、回答者数から不明・無回答数を除いたデータ（実回答者数）で検定を行

っているため、該当するクロス項目の「不明・無回答」の割合が大きいケースなどでは、検定結

果として文章で記載している内容とクロス集計図表内のデータ（割合）とが対応しないことがあ

ります。 

  また、ある選択肢について、該当するクロス項目の回答者数が、他のクロス項目と比べて明らか

に少ない場合、χ
カ イ

二乗検定による統計的有意差を確認できていない場合があります。 

 

 

■ クロス集計の表内の網掛けは、クロス項目（表側の項目）毎の上位３項目となる選択肢の割合（数

値）を示しており、数値が大きくなるに従って網掛けが濃くなります。なお、二者択一の設問について

は、回答数が多いほうに網掛けをしています。 

■ 図表内では、調査票の選択肢が長い場合に、見やすさの観点から表記を簡略化している場合があります。 

 

  

● 日常生活圏域別でみると、千里では「持ち家（マンション）」、それ以外の圏域では「持

ち家（一戸建て）」が最も多くなっています。 

また、柴原では「持ち家（一戸建て）」、少路では「賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公

社）」、千里では「持ち家（マンション）」と「府営住宅・市営住宅」、中央では「持ち家

（マンション）」、服部では「賃貸住宅（アパート・文化住宅）」、庄内では「持ち家（一

戸建て）」と「賃貸住宅（アパート・文化住宅）」が、それぞれ他の圏域と比べて多くな

っています。 

 
   

合
計 

持
ち
家 

（一
戸
建
て
） 

持
ち
家 

（マ
ン
シ
ョ
ン
） 

賃
貸
住
宅 

（一
戸
建
て
） 

賃
貸
住
宅 

（マ
ン
シ
ョ
ン
・Ｕ
Ｒ
・
公
社
） 

賃
貸
住
宅 

（ア
パ
ー
ト
・文
化
住
宅
） 

府
営
住
宅
・ 

市
営
住
宅 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

サ
ー
ビ
ス
付
き 

高
齢
者
向
け
住
宅 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 62.6 11.9 4.0 6.8 5.4 1.4 1.8 0.4 0.4 5.4 

少路 223 46.6 16.1 0.9 24.2 1.3 5.8 0.9 0.0 0.4 3.6 

千里 245 22.9 31.4 0.4 13.9 1.6 24.1 0.4 0.0 0.8 4.5 

中央 204 50.5 27.9 1.5 5.9 4.9 2.0 2.0 1.5 0.5 3.4 

緑地 188 60.1 14.9 3.2 6.4 8.5 2.1 1.1 0.5 0.5 2.7 

服部 194 53.1 7.7 3.6 8.2 14.4 5.2 0.5 0.5 1.5 5.2 

庄内 284 60.9 5.3 4.6 6.0 10.2 4.6 1.1 0.4 0.7 6.3 

 

①各圏域で、最も割合が

高い「住まいの形態」を

整理しています。 

②各圏域で、他の圏域と

比べて統計的に明らかな

差異（統計的有意差）が

確認された「住まいの形

態」を整理しています。 

なお、統計的有意差が確

認できない場合は、特に

記載はしていません。 
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在在宅宅認認定定者者調調査査のの結結果果 
 

 

個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて  
 

あなた（宛名のご本人）は、表紙に記載の個人情報の取り扱いについて同意しますか。（〇は１つ） 

● 「同意する」が 98.3%、「同意しない」が 1.7%となっています。 

 
 

個人情報の取り扱いについて同意した方（集計対象の方）について、要介護認定情報から以下の属性

を整理します。 

 

（１）性別 

● 性別については、「男性」が 36.3%、「女性」が 63.7%となっています。 

 
 

（２）年齢階層 

● 年齢階層については、「80～84 歳」が 29.1%で最も多く、「85～89 歳」（25.4%）、「75～79 歳」

（18.5%）がつづいています。 

 

 

 

　　　　　　　区分

同意する (n=1,616)

同意しない (n=28)

　　　　　　　全体 (n=1,644)

98.3
1.7

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

　　　　　　　区分

男性 (n=586)

女性 (n=1,030)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

36.3

63.7

0.0

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

　　　　　　　区分

65～69歳 (n=50)

70～74歳 (n=145)

75～79歳 (n=299)

80～84歳 (n=471)

85～89歳 (n=410)

90～94歳 (n=190)

95歳以上 (n=51)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

3.1

9.0

18.5

29.1

25.4

11.8

3.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）要介護度 

● 要介護度については、「要支援１」が 27.2%で最も多く、「要支援２」（21.1%）、「要介護１」

（20.4%）がつづいています。 

 

 

（４）居住地（居住している日常生活圏域） 

● 居住地（日常生活圏域）については、「庄内」が 17.6%で最も多く、「柴原」（17.2%）、「千里」

（15.2%）がつづいています。 

 

 

 

  

　　　　　　　区分

要支援１ (n=440)

要支援２ (n=341)

要介護１ (n=330)

要介護２ (n=286)

要介護３ (n=120)

要介護４ (n=53)

要介護５ (n=46)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

27.2

21.1

20.4

17.7

7.4

3.3

2.8

0.0

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

　　　　　　　区分

柴原 (n=278)

少路 (n=223)

千里 (n=245)

中央 (n=204)

緑地 (n=188)

服部 (n=194)

庄内 (n=284)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

17.2

13.8

15.2

12.6

11.6

12.0

17.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ああななたた（（宛宛名名ののごご本本人人））ののここととににつついいてて  
 

問１ このアンケートを記入されている方は「宛名のご本人」から見て、どなたですか。宛名のご

本人の調査協力に対する同意があるものの、ご記入が困難なために代筆される場合は、ご本

人との続柄を選択してください。（〇は１つ） 

● アンケートの記入者については、「宛名のご本人」が 58.9%で最も多く、「主な介護者となってい

る家族・親族」(20.4%)、「主な介護者以外の家族・親族」(5.4%)がつづいています。 

 

 

問２ あなたの家族の状況についておたずねします。（○は１つ） 

 ● 家族の状況（世帯状況）については、「単身（ひとり暮らし）」が 29.1%で最も多く、「配偶者と

二人暮らしで、ともに 75 歳以上」(23.3%)、「配偶者はなく、子どもやその家族などと同居」

(15.7%)がつづいています。 

 

 

　　　　　　　区分

宛名のご本人 (n=952)

主な介護者となっている家族・親族 (n=330)

主な介護者以外の家族・親族 (n=87)

調査対象者のケアマネジャー (n=15)

その他 (n=27)

不明・無回答 (n=205)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

58.9

20.4

5.4

0.9

1.7

12.7

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

　　　　　　　区分

単身（ひとり暮らし） (n=471)

配偶者と二人暮らしで、一人が65歳以上もう一人
が65歳未満

(n=39)

配偶者と二人暮らしで、ともに65歳以上75歳未満 (n=67)

配偶者と二人暮らしで、一人が65歳以上75歳未
満もう一人が75歳以上

(n=68)

配偶者と二人暮らしで、ともに75歳以上 (n=376)

配偶者があり、子どもやその家族などと同居 (n=168)

配偶者はなく、子どもやその家族などと同居 (n=254)

その他 (n=21)

不明・無回答 (n=152)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

29.1

2.4

4.1

4.2

23.3

10.4

15.7

1.3

9.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、要支援１～要介護１と要介護５では「単身」、要介護２～３では「配偶者

と二人暮らしで、ともに 75 歳以上」、要介護４では「単身」と「配偶者はなく、子どもやその家族

などと同居」が同値で最も多くなっています。 

   さらに、要支援１～２では「単身」、要介護３では「配偶者はなく、子どもやその家族などと同

居」、要介護５では「配偶者と二人暮らしで、一人が65歳以上75歳未満もう一人が75歳以上」が、

それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
 

  

合
計 

単
身 

（ひ
と
り
暮
ら
し
） 

配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、 

一
人
が
65
歳
以
上 

も
う
一
人
が
65
歳
未
満 

配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、 

と
も
に
65
歳
以
上 

75
歳
未
満 

配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、 

一
人
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満 

も
う
一
人
が
75
歳
以
上 

配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、 

と
も
に
75
歳
以
上 

配
偶
者
が
あ
り
、 

子
ど
も
や 

そ
の
家
族
な
ど
と
同
居 

配
偶
者
は
な
く
、 

子
ど
も
や 

そ
の
家
族
な
ど
と
同
居 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 34.9 3.0 3.9 2.5 26.9 8.0 11.4 1.4 8.2 

要支援２ 342 35.1 1.8 3.2 4.7 21.9 9.9 12.0 1.2 10.2 

要介護１ 330 27.6 2.4 2.7 3.9 20.9 12.7 17.0 0.6 12.1 

要介護２ 286 22.4 2.4 5.2 4.2 22.7 12.6 19.9 1.0 9.4 

要介護３ 120 16.7 1.7 6.7 5.0 26.7 9.2 24.2 1.7 8.3 

要介護４ 53 22.6 0.0 9.4 7.5 17.0 11.3 22.6 5.7 3.8 

要介護５ 46 23.9 6.5 4.3 13.0 17.4 8.7 19.6 2.2 4.3 

 

 ● 日常生活圏域別でみると、緑地では「配偶者と二人暮らしで、ともに 75 歳以上」、それ以外の圏

域では「単身」が最も多くなっています。 

   また、中央では「配偶者はなく、子どもやその家族などと同居」が、他の圏域と比べて多くなっ

ています。 
 

 

 
 

合
計 

単
身 

（ひ
と
り
暮
ら
し
） 

配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、 

一
人
が
65
歳
以
上 

も
う
一
人
が
65
歳
未
満 

配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、 

と
も
に
65
歳
以
上 

75
歳
未
満 

配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、 

一
人
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満 

も
う
一
人
が
75
歳
以
上 

配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、 

と
も
に
75
歳
以
上 

配
偶
者
が
あ
り
、 

子
ど
も
や 

そ
の
家
族
な
ど
と
同
居 

配
偶
者
は
な
く
、 

子
ど
も
や 

そ
の
家
族
な
ど
と
同
居 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 31.3 2.9 3.6 2.5 21.6 10.4 15.5 1.8 10.4 

少路 223 29.1 1.8 4.5 4.9 27.4 8.1 17.5 0.4 6.3 

千里 245 29.0 2.0 6.5 4.1 27.8 9.8 11.8 1.6 7.3 

中央 204 26.5 2.9 3.4 6.4 22.1 8.8 21.1 0.5 8.3 

緑地 188 23.4 4.3 2.7 4.3 25.0 11.2 17.6 0.5 11.2 

服部 194 30.4 2.1 3.1 3.1 21.1 13.4 16.0 2.6 8.2 

庄内 284 32.0 1.4 4.6 4.6 19.0 11.3 12.7 1.4 13.0 
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問３ あなたは、昼間、家の中で、ひとりになることがありますか。（○は１つ） 

 ● 昼間に家の中でひとりになる状況をみると、「時々ある」が 32.5%で最も多く、「いつもひとりで

ある」(23.1%)、「ほとんどない」(21.3%)がつづいています。また、昼間に家の中でひとりになる

状況が頻繁にある人（「よくある」＋「いつもひとりである」）は 43.5%となっています。 

  

  

● 要介護度別でみると、要支援１～要介護２では「時々ある」、要介護３以上では「ほとんどない」

が最も多くなっています。 

 
 

  合計 ほとんどない 時々ある よくある 
いつも 

ひとりである 

不明・ 

無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 19.1 30.1 20.0 28.5 2.3 

要支援２ 342 15.2 30.4 23.1 29.2 2.0 

要介護１ 330 16.7 34.5 23.0 22.4 3.3 

要介護２ 286 25.5 36.0 19.2 16.8 2.4 

要介護３ 120 36.7 34.2 14.2 10.0 5.0 

要介護４ 53 39.6 30.2 11.3 17.0 1.9 

要介護５ 46 34.8 34.8 17.4 13.0 0.0 

  

 

付問 昼間のどの時間帯にひとりになりますか。（○はいくつでも） 

 ● 「12時～15時」が58.9%で最も多く、「９時～12時」(53.3%)、「15時～18時」(38.0%)がつづいてい

ます。 

 

 

  

　　　　　　　区分

ほとんどない (n=345)

時々ある (n=526)

よくある (n=329)

いつもひとりである (n=374)

不明・無回答 (n=42)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

21.3

32.5

20.4

23.1

2.6

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

(複数回答)

　　　　　　　区分

６時～９時 (n=133)

９時～12時 (n=456)

12時～15時 (n=504)

15時～18時 (n=325)

不明・無回答 (n=35)

　　　　　　　全体 (n=855)

15.6

53.3

58.9

38.0

4.1

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

7
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問４ あなたは、夜間、家の中で、ひとりになることがありますか。（○は１つ） 

 ● 夜間に家の中でひとりになる状況をみると、「ほとんどない」が 54.2%で最も多く、「いつもひと

りである」(29.1%)、「時々ある」(8.0%)がつづいています。また、夜間に家の中でひとりになる状

況が頻繁にある人（「よくある」＋「いつもひとりである」）は 34.5%となっています。 

 

 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「ほとんどない」が最も多くなっています。また、要介

護度が高くなるとともに、夜間に家の中でひとりになる状況が頻繁にある人は減少傾向にあります。 

  さらに、要支援１～２では「いつもひとりである」、要介護２～３では「ほとんどない」が、そ

れぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
 

  合計 ほとんどない 時々ある よくある 
いつも 

ひとりである 
不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 49.0 8.0 4.3 35.3 3.4 

要支援２ 342 47.1 9.1 4.7 37.1 2.0 

要介護１ 330 55.2 6.4 7.3 27.6 3.6 

要介護２ 286 61.9 9.8 5.2 21.3 1.7 

要介護３ 120 68.3 4.2 6.7 14.2 6.7 

要介護４ 53 62.3 7.5 5.7 18.9 5.7 

要介護５ 46 56.5 10.9 6.5 19.6 6.5 

 

  

　　　　　　　区分

ほとんどない (n=876)

時々ある (n=129)

よくある (n=88)

いつもひとりである (n=470)

不明・無回答 (n=53)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

54.2

8.0

5.4

29.1

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問５ １日のうちで誰とも話をしない日がありますか。（○は１つ） 

 ● 誰とも話をしない日については、「ない」が 64.5%で最も多く、「時々ある」(18.5%)、「よくあ

る」(13.7%)がつづいています。また、１日のうち誰とも話をしない日がある人（「よくある」＋

「時々ある」）は 32.2%となっています。 

 

 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「ない」が最も多くなっています。また、要介護度が高

くなるとともに、１日のうち誰とも話をしない日がある人は減少傾向にあります。 

  さらに、要支援２では「時々ある」、要介護２～４では「ない」が、それぞれ他の要介護度と比

べて多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「ない」が最も多くなっています。 

また、緑地では「ない」が、他の圏域と比べて多くなっています。 

 
 

  
合計 よくある 時々ある ない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 15.9 21.2 59.5 3.4 

要支援２ 342 16.1 24.6 56.1 3.2 

要介護１ 330 14.2 17.3 65.2 3.3 

要介護２ 286 10.1 15.0 72.4 2.4 

要介護３ 120 11.7 8.3 75.0 5.0 

要介護４ 53 3.8 9.4 81.1 5.7 

要介護５ 46 8.7 15.2 73.9 2.2 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 16.5 20.5 60.1 2.9 

少路 223 15.2 18.8 64.1 1.8 

千里 245 11.8 20.4 64.1 3.7 

中央 204 9.3 18.6 68.1 3.9 

緑地 188 12.2 11.2 73.4 3.2 

服部 194 17.5 14.9 63.9 3.6 

庄内 284 12.7 21.8 61.3 4.2 

  

  

  

　　　　　　　区分

よくある (n=221)

時々ある (n=299)

ない (n=1,042)

不明・無回答 (n=54)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

13.7

18.5

64.5

3.3

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

9



 10

付問 週に何日くらいそのような日がありますか。（○は１つ） 

 ● １日のうちで誰とも

話をしない日がある人

について、週あたりの

日数をみると「3 日」

が 21.2%で最も多く、

「2 日」(20.6%)、「4

日」(11.3%)がつづい

ています。平均は 3.1

日となっています。 

 

問６ あなたご自身で移動・外出できる範囲はどのくらいの範囲ですか。（○はいくつでも） 

● 自身で移動・外出できる範囲については、「家の中なら一人で移動できる」が 55.3%で最も多く、

「自宅の周りなら一人で外出できる」(41.8%)、「バスや電車などを利用して一人で外出できる」

(32.5%)がつづいています。 

 
 

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「家の中なら一人で移動できる」が最も多くなっています。 

   また、単身世帯では、「自宅の周りなら一人で外出できる」や「バスや電車などを利用して一人

で外出できる」「歩いていけるところなら、少し遠くまで一人で外出できる」が、他の世帯と比べ

て多くなっています。 

 
 

  

合
計 

だ
れ
か
の
手
助
け
が 

な
い
と
ま
っ
た
く
移
動 

で
き
な
い 

家
の
中
な
ら 

一
人
で
移
動
で
き
る 

自
宅
の
周
り
な
ら 

一
人
で
外
出
で
き
る 

歩
い
て
い
け
る
と
こ
ろ

な
ら
、
少
し
遠
く
ま
で 

一
人
で
外
出
で
き
る 

バ
ス
や
電
車
な
ど
を 

利
用
し
て
一
人
で 

外
出
で
き
る 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 10.0 55.2 48.2 27.6 43.9 7.9 1.1 

夫婦二人暮らし 550 14.9 55.5 40.0 20.5 30.7 6.2 1.1 

子どもやその他家族との同居 422 15.4 55.5 37.2 18.5 23.9 6.4 0.7 

その他 21 33.3 42.9 28.6 14.3 23.8 19.0 0.0 

(複数回答)

　　　　　　　区分

だれかの手助けがないとまったく移動できない (n=219)

家の中なら一人で移動できる (n=894)

自宅の周りなら一人で外出できる (n=675)

歩いていけるところなら、少し遠くまで一人で外出
できる

(n=366)

バスや電車などを利用して一人で外出できる (n=526)

その他 (n=107)

不明・無回答 (n=33)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

13.6

55.3

41.8

22.6

32.5

6.6

2.0

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

　　　　　　　区分

１日 (n=55)

２日 (n=107)

３日 (n=110)

４日 (n=59)

５日 (n=46)

６日 (n=21)

７日 (n=21)

不明・無回答 (n=101)

　　　　　　　全体 (n=520)

10.6

20.6

21.2

11.3

8.8

4.0

4.0

19.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、要支援１では「バスや電車などを利用して一人で外出できる」、要支援２

では「自宅の周りなら一人で外出できる」、要介護１～３では「家の中なら一人で移動できる」、

要介護４～５では「だれかの手助けがないとまったく移動できない」が最も多くなっています。 

   また、要支援１～２では「自宅の周りなら一人で外出できる」、要介護２では「家の中なら一人

で移動できる」、要介護３～５では「だれかの手助けがないとまったく移動できない」が、それぞ

れ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「家の中なら一人で移動できる」が最も多くなっています。 

   また、緑地では「だれかの手助けがないとまったく移動できない」が、他の圏域と比べて多くな

っています。 

 
 

  

合
計 

だ
れ
か
の
手
助
け
が 

な
い
と
ま
っ
た
く
移
動 

で
き
な
い 

家
の
中
な
ら 

一
人
で
移
動
で
き
る 

自
宅
の
周
り
な
ら 

一
人
で
外
出
で
き
る 

歩
い
て
い
け
る
と
こ
ろ

な
ら
、
少
し
遠
く
ま
で 

一
人
で
外
出
で
き
る 

バ
ス
や
電
車
な
ど
を 

利
用
し
て
一
人
で 

外
出
で
き
る 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 2.1 44.6 48.1 33.9 56.7 8.0 2.7 

要支援２ 342 7.0 55.0 55.6 24.9 43.0 8.8 1.5 

要介護１ 330 10.0 58.2 45.2 25.2 26.1 3.0 1.8 

要介護２ 286 18.2 71.7 33.9 12.2 11.2 7.3 1.0 

要介護３ 120 26.7 71.7 16.7 8.3 6.7 5.0 4.2 

要介護４ 53 54.7 43.4 11.3 1.9 5.7 5.7 1.9 

要介護５ 46 87.0 8.7 4.3 6.5 2.2 4.3 2.2 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 11.2 56.8 40.3 24.5 34.2 8.3 1.8 

少路 223 13.9 60.1 46.6 17.0 34.5 5.8 1.8 

千里 245 11.0 52.2 40.0 22.9 48.2 6.5 0.8 

中央 204 12.3 55.9 37.7 17.6 32.4 3.4 2.0 

緑地 188 19.7 53.7 41.5 23.9 25.5 5.3 2.7 

服部 194 14.9 56.7 43.3 23.2 25.3 8.2 1.0 

庄内 284 13.7 52.5 43.0 27.5 25.7 7.7 3.9 
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問７ 家族の方や隣近所の人、友人などとの関わりについてあてはまるものは何ですか。 

（○はいくつでも） 

● 家族や隣近所、友人などとの関わりについては、「隣近所の人とあいさつ程度のつきあいがある」

が57.1%で最も多く、「自治会に加入している」(37.7%)、「不定期に家族から電話連絡等がある」

(33.5%)がつづいています。 

 

 

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「隣近所の人とあいさつ程度のつきあいがある」が最も多く

なっています。 

   また、単身世帯では「ときどき友人から電話連絡等や訪問がある」や「不定期に家族から電話連

絡等がある」「１日に１回は家族から安否確認の電話連絡等がある」「地域で行われている行事や

活動などに参加している」が、夫婦二人暮らし世帯では「不定期に家族から電話連絡等がある」が、

それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

１
日
に
１
回
は
家
族
か
ら 

安
否
確
認
の
電
話
連
絡
等
が
あ
る 

不
定
期
に
家
族
か
ら 

電
話
連
絡
等
が
あ
る 

と
き
ど
き
友
人
か
ら 

電
話
連
絡
等
や
訪
問
が
あ
る 

隣
近
所
の
人
と
あ
い
さ
つ 

程
度
の
つ
き
あ
い
が
あ
る 

ほ
ぼ
毎
日
、
声
を
か
け
あ
っ
た
り
、 

家
を
行
き
来
す
る
よ
う
な
人
が
い
る 

自
治
会
に
加
入
し
て
い
る 

地
域
で
行
わ
れ
て
い
る 

行
事
や
活
動
な
ど
に
参
加
し
て
い
る 

ほ
と
ん
ど
関
わ
り
が
な
い 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 18.3 42.7 42.9 60.7 19.1 41.2 21.2 18.3 10.0 1.3 

夫婦二人暮らし 550 8.5 40.7 27.8 59.3 12.7 40.7 12.4 19.5 6.9 2.4 

子どもやその他家族との同居 422 10.4 17.3 23.5 52.8 15.4 33.2 11.1 18.2 11.8 3.3 

その他 21 23.8 23.8 28.6 47.6 19.0 23.8 9.5 9.5 19.0 4.8 

　 (複数回答)

　　　　　　　区分

１日に１回は家族から安否確認の電話連絡等が
ある

(n=207)

不定期に家族から電話連絡等がある (n=541)

ときどき友人から電話連絡等や訪問がある (n=504)

隣近所の人とあいさつ程度のつきあいがある (n=922)

ほぼ毎日、声をかけあったり、家を行き来するよう
な人がいる

(n=255)

自治会に加入している (n=610)

地域で行われている行事や活動などに参加してい
る

(n=235)

ほとんど関わりがない (n=308)

その他 (n=153)

不明・無回答 (n=52)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

12.8

33.5

31.2

57.1

15.8

37.7

14.5

19.1

9.5

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 ● 要介護度別でみると、要支援１～要介護３では「隣近所の人とあいさつ程度のつきあいがある」、

要介護４～５では「不定期に家族から電話連絡等がある」が最も多くなっています。 

   また、要支援１では「隣近所の人とあいさつ程度のつきあいがある」や「自治会に加入している」

「ときどき友人から電話連絡等や訪問がある」「地域で行われている行事や活動などに参加してい

る」が、要支援２では「隣近所の人とあいさつ程度のつきあいがある」や「ときどき友人から電話

連絡等や訪問がある」「地域で行われている行事や活動などに参加している」、要介護４では「１

日に１回は家族から安否確認の電話連絡等がある」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなって

います。 

 ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で隣近所の人とあいさつ程度のつきあいがある」が最も多

くなっています。 

   また、千里では「自治会に加入している」と「不定期に家族から電話連絡等がある」が、それぞ

れ他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

１
日
に
１
回
は
家
族
か
ら 

安
否
確
認
の
電
話
連
絡
等
が
あ
る 

不
定
期
に
家
族
か
ら 

電
話
連
絡
等
が
あ
る 

と
き
ど
き
友
人
か
ら 

電
話
連
絡
等
や
訪
問
が
あ
る 

隣
近
所
の
人
と
あ
い
さ
つ 

程
度
の
つ
き
あ
い
が
あ
る 

ほ
ぼ
毎
日
、
声
を
か
け
あ
っ
た
り
、 

家
を
行
き
来
す
る
よ
う
な
人
が
い
る 

自
治
会
に
加
入
し
て
い
る 

地
域
で
行
わ
れ
て
い
る 

行
事
や
活
動
な
ど
に
参
加
し
て
い
る 

ほ
と
ん
ど
関
わ
り
が
な
い 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 10.5 37.6 36.4 68.1 18.2 48.5 22.6 18.5 6.4 2.1 

要支援２ 342 12.6 37.4 41.2 69.9 14.0 41.8 19.3 13.7 8.2 2.0 

要介護１ 330 12.7 33.3 27.6 57.0 15.2 31.8 13.0 22.4 8.8 4.2 

要介護２ 286 12.9 29.0 25.5 47.2 14.0 31.8 6.6 19.9 12.6 3.5 

要介護３ 120 16.7 17.5 18.3 34.2 15.8 27.5 5.8 25.0 15.0 4.2 

要介護４ 53 24.5 35.8 15.1 20.8 13.2 26.4 1.9 13.2 13.2 9.4 

要介護５ 46 13.0 32.6 19.6 19.6 23.9 23.9 0.0 26.1 15.2 4.3 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 11.5 34.2 29.9 56.5 13.7 36.7 11.5 18.7 11.9 2.9 

少路 223 14.8 37.7 33.6 57.4 10.8 39.5 13.9 21.1 10.3 2.2 

千里 245 12.2 41.6 35.5 60.4 12.2 50.6 19.6 17.1 7.3 2.4 

中央 204 14.7 35.8 28.9 52.5 16.2 33.3 14.7 19.1 8.8 3.9 

緑地 188 13.3 27.1 30.3 57.4 19.7 33.5 16.0 18.6 8.5 4.3 

服部 194 8.8 27.8 32.5 57.2 19.6 24.7 10.3 23.2 9.8 2.1 

庄内 284 14.1 28.9 28.2 57.4 19.4 41.2 15.5 16.9 9.2 4.6 
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問８ 緊急時に30分程度でかけつけてくれる人はいますか。（○はいくつでも） 

● 緊急時に 30 分程度でかけつけてくれる人については、「家族・親族」が 65.5%で最も多く、「近

隣住民（自治会等も含む）」(24.1%)、「ケアマネジャー」(22.2%)がつづいています。 

 

 

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「家族・親族」が最も多くなっています。 

また、単身世帯では「友人・知人」と「誰もいない」、夫婦二人暮らし世帯と子どもやその他家族

との同居世帯では「家族・親族」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

 ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「家族・親族」が最も多くなっています。 

また、要支援１では「近隣住民（自治会等も含む）」や「友人・知人」「民生委員」、要支援２では

「友人・知人」、要介護２では「ケアマネジャー」、要介護３では「家族・親族」、要介護４では「ケ

アマネジャー」と「その他」、要介護５では「その他」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっ

ています。 

   

合
計 

家
族
・親
族 

近
隣
住
民 

（自
治
会
等
も
含
む
） 

友
人
・知
人 

民
生
委
員 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

そ
の
他 

誰
も
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 50.3 27.4 20.4 15.5 26.1 8.3 13.6 1.3 

夫婦二人暮らし 550 69.8 25.5 14.7 3.8 21.8 2.9 8.5 4.5 

子どもやその他家族との同居 422 79.9 20.6 10.4 3.3 19.7 3.1 5.5 1.7 

その他 21 66.7 4.8 19.0 0.0 19.0 19.0 14.3 0.0 

要
介
護
度 

要支援１ 439 64.2 29.2 20.7 10.3 16.2 3.0 9.8 3.2 

要支援２ 342 58.8 28.9 19.9 9.1 19.9 3.8 10.5 3.8 

要介護１ 330 63.3 21.8 14.2 7.6 23.3 4.5 10.3 4.5 

要介護２ 286 70.3 18.2 8.7 2.4 30.4 3.8 9.1 1.7 

要介護３ 120 75.0 16.7 9.2 3.3 22.5 5.8 7.5 5.8 

要介護４ 53 75.5 28.3 7.5 3.8 34.0 15.1 3.8 1.9 

要介護５ 46 78.3 6.5 4.3 4.3 23.9 21.7 4.3 0.0 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

家族・親族 (n=1,059)

近隣住民（自治会等も含む） (n=389)

友人・知人 (n=248)

民生委員 (n=116)

ケアマネジャー (n=359)

その他 (n=77)

誰もいない (n=152)

不明・無回答 (n=55)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

65.5

24.1

15.3

7.2

22.2

4.8

9.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「家族・親族」が最も多くなっています。 

また、千里では「友人・知人」、中央では「家族・親族」、服部では「ケアマネジャー」、庄内では

「近隣住民（自治会等も含む）」が、それぞれ他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   合計 

家族・ 

親族 

近隣住民 

（自治会等

も含む） 

友人・ 

知人 
民生委員 

ケアマネ

ジャー 
その他 

誰も 

いない 

不明・ 

無回答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 64.0 26.3 16.9 5.4 20.1 3.2 10.4 2.2 

少路 223 68.2 22.0 12.1 8.5 23.3 6.7 8.1 6.3 

千里 245 62.0 23.7 19.6 9.0 17.6 4.9 10.2 3.3 

中央 204 75.5 19.1 12.7 8.8 24.5 4.9 6.9 1.5 

緑地 188 71.3 26.1 14.9 6.4 21.8 2.7 7.4 1.6 

服部 194 62.9 20.1 13.4 5.2 27.8 5.7 10.8 3.1 

庄内 284 58.8 28.9 16.2 7.0 22.2 5.3 10.9 5.3 

 

 

問９ 30分程度でかけつけることは難しいが、緊急時に連絡できる人はいますか。（○はいくつでも） 

● 緊急時に連絡できる人については、「家族・親族」が 75.6%で最も多く、「ケアマネジャー」

(29.7%)、「近隣住民（自治会等も含む）」(20.2%)がつづいています。 

 
 

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「家族・親族」が最も多くなっています。 

また、単身世帯では「友人・知人」や「民生委員」「その他」「誰もいない」、夫婦二人暮らし世帯

と子どもやその他家族との同居世帯では「家族・親族」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなって

います。 

 
   

合
計 

家
族
・親
族 

近
隣
住
民 

（
自
治
会
等
も

含
む
） 

友
人
・知
人 

民
生
委
員 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

そ
の
他 

誰
も
い
な
い 

不
明
・ 

無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 68.2 23.4 22.9 14.9 33.1 4.5 4.0 7.4 

夫婦二人暮らし 550 81.5 21.3 18.4 4.2 28.9 1.3 2.0 9.3 

子どもやその他家族との同居 422 78.7 17.8 13.0 2.6 27.5 2.1 1.7 11.6 

その他 21 95.2 14.3 33.3 4.8 42.9 9.5 0.0 0.0 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

家族・親族 (n=1,222)

近隣住民（自治会等も含む） (n=327)

友人・知人 (n=294)

民生委員 (n=109)

ケアマネジャー (n=480)

その他 (n=46)

誰もいない (n=39)

不明・無回答 (n=164)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

75.6

20.2

18.2

6.7

29.7

2.8

2.4

10.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「家族・親族」が最も多くなっています。 

また、要支援１では「近隣住民（自治会等も含む）」や「友人・知人」「民生委員」、要支援２では

「友人・知人」、要介護１～２では「ケアマネジャー」、要介護４～５では「その他」が、それぞれ

他の要介護度と比べて多くなっています。 

 ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「家族・親族」が最も多くなっています。 

また、柴原と千里では「友人・知人」、少路では「民生委員」、服部では「誰もいない」が、それ

ぞれ他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
族
・親
族 

近
隣
住
民 

（自
治
会
等
も
含
む
） 

友
人
・知
人 

民
生
委
員 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

そ
の
他 

誰
も
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 79.3 25.5 23.2 10.5 22.1 1.8 2.5 7.1 

要支援２ 342 72.5 23.7 24.6 8.5 25.4 1.8 2.0 11.7 

要介護１ 330 73.6 18.5 12.1 5.8 35.8 1.8 2.4 11.2 

要介護２ 286 80.8 16.4 14.7 2.4 40.2 3.1 2.1 8.4 

要介護３ 120 71.7 13.3 10.8 3.3 27.5 5.0 4.2 15.0 

要介護４ 53 66.0 13.2 13.2 3.8 30.2 7.5 1.9 20.8 

要介護５ 46 67.4 6.5 13.0 4.3 30.4 15.2 2.2 6.5 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 76.3 20.1 23.0 5.8 30.6 2.9 2.9 8.6 

少路 223 78.5 20.2 15.2 10.8 31.4 1.8 1.3 9.9 

千里 245 80.4 23.3 24.1 6.9 23.7 3.7 1.2 7.8 

中央 204 77.0 18.1 13.7 5.9 29.9 2.5 1.5 11.3 

緑地 188 75.0 21.3 18.6 7.4 33.5 1.6 2.7 11.7 

服部 194 65.5 14.4 15.5 5.2 29.4 3.6 4.6 13.9 

庄内 284 75.0 22.5 15.5 5.6 30.3 3.5 2.8 9.5 

 

  

16
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問10 あなたのお住まいの形態はどれですか。（○１つ） 

● 住まいの形態については、「持ち家（一戸建て）」が 51.1%で最も多く、「持ち家（マンション）」

(16.2%)、「賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社）」(10.1%)がつづいています。 

 

 

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「持ち家（一戸建て）」が最も多くなっています。 

また、単身世帯では「賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社）」や「賃貸住宅（アパート・文化住

宅）」、「有料老人ホーム」、夫婦二人暮らし世帯では「持ち家（マンション）」、子どもやその他家族

との同居世帯では「持ち家（一戸建て）」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、千里では「持ち家（マンション）」、それ以外の圏域では「持ち家（一

戸建て）」が最も多くなっています。 

また、柴原では「持ち家（一戸建て）」、少路では「賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社）」、千里

では「持ち家（マンション）」と「府営住宅・市営住宅」、中央では「持ち家（マンション）」、服部

では「賃貸住宅（アパート・文化住宅）」、庄内では「持ち家（一戸建て）」と「賃貸住宅（アパー

ト・文化住宅）」が、それぞれ他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

持
ち
家 

（一
戸
建
て
） 

持
ち
家 

（マ
ン
シ
ョ
ン
） 

賃
貸
住
宅 

（一
戸
建
て
） 

賃
貸
住
宅 

（マ
ン
シ
ョ
ン
・Ｕ
Ｒ
・公
社
） 

賃
貸
住
宅 

（ア
パ
ー
ト
・文
化
住
宅
） 

府
営
住
宅
・ 

市
営
住
宅 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

サ
ー
ビ
ス
付
き 

高
齢
者
向
け
住
宅 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 38.0 14.2 2.8 14.9 12.1 8.9 2.5 1.1 0.4 5.1 

夫婦二人暮らし 550 50.9 20.9 2.0 9.6 4.9 7.3 0.5 0.2 0.7 2.9 

子どもやその他家族との同居 422 69.0 12.8 2.6 5.9 2.1 4.5 0.0 0.0 0.7 2.4 

その他 21 52.4 9.5 0.0 9.5 0.0 4.8 9.5 4.8 9.5 0.0 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 62.6 11.9 4.0 6.8 5.4 1.4 1.8 0.4 0.4 5.4 

少路 223 46.6 16.1 0.9 24.2 1.3 5.8 0.9 0.0 0.4 3.6 

千里 245 22.9 31.4 0.4 13.9 1.6 24.1 0.4 0.0 0.8 4.5 

中央 204 50.5 27.9 1.5 5.9 4.9 2.0 2.0 1.5 0.5 3.4 

緑地 188 60.1 14.9 3.2 6.4 8.5 2.1 1.1 0.5 0.5 2.7 

服部 194 53.1 7.7 3.6 8.2 14.4 5.2 0.5 0.5 1.5 5.2 

庄内 284 60.9 5.3 4.6 6.0 10.2 4.6 1.1 0.4 0.7 6.3 

　　　　　　　区分

持ち家（一戸建て） (n=826)

持ち家（マンション） (n=261)

賃貸住宅（一戸建て） (n=43)

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） (n=164)

賃貸住宅（アパート・文化住宅） (n=105)

府営住宅・市営住宅 (n=107)

有料老人ホーム (n=18)

サービス付き高齢者向け住宅 (n=7)

その他 (n=11)

不明・無回答 (n=74)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

51.1

16.2

2.7

10.1

6.5

6.6

1.1

0.4

0.7

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問11 現在の住環境で困っていることはありますか。（○はいくつでも） 

 ● 住環境で困っていることについては、「特に困っていることはない」が30.5%で最も多く、「お風呂

が使いにくい（浴槽がまたぎにくい、手すりがなくあがりにくいなど）」(17.9%)、「家の中に段差が

あるため、つまずきやすい」(17.5%)がつづいています。 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

家の中に段差があるため、つまずきやすい (n=283)

お風呂が使いにくい（浴槽がまたぎにくい、手すり
がなくあがりにくいなど）

(n=289)

廊下や階段に手すりがないため、歩きにくい (n=69)

トイレが使いにくい（手すりがないので立ち上がり
にくい、和式なので使いにくいなど）

(n=69)

手すりの設置や段差の解消をしたいが、家主など
からの許可を得られない

(n=10)

団地、マンション、アパートなどの２階以上に住ん
でいるが、エレベーターが設置されていない

(n=90)

１戸建てに住んでいるが、足腰が弱くなり２階にあ
がることができない

(n=198)

近くにスーパーなど、買い物できる場所がない (n=165)

近くに病院がない (n=123)

交通の便が悪い (n=168)

周辺に坂道が多く、外出しづらい (n=269)

その他 (n=91)

特に困っていることはない (n=493)

不明・無回答 (n=193)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

17.5 

17.9 

4.3 

4.3 

0.6 

5.6 

12.3 

10.2 

7.6 

10.4 

16.6 

5.6 

30.5 

11.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「特に困っていることはない」が最も多くなっています。 

   また、要支援２では「周辺に坂道が多く、外出しづらい」、要介護３～４では「１戸建てに住ん

でいるが、足腰が弱くなり２階にあがることができない」が、それぞれ他の要介護度と比べて多く

なっています。 

 ● 日常生活圏域別でみると、千里では「周辺に坂道が多く、外出しづらい」、それ以外の圏域では

「特に困っていることはない」が最も多くなっています。 

   また、少路と千里では「周辺に坂道が多く、外出しづらい」と「団地、マンション、アパートな

どの２階以上に住んでいるが、エレベーターが設置されていない」、中央では「特に困っているこ

とはない」、服部では「近くにスーパーなど、買い物できる場所がない」や「交通の便が悪い」

「近くに病院がない」「手すりの設置や段差の解消をしたいが、家主などからの許可を得られな

い」、庄内では「交通の便が悪い」が、それぞれ他の圏域と比べて多くなっています。このことか

ら、圏域により、住環境に関する困りごとに大きな差異が生じていることがうかがえます。 

 
 

  
合
計 

家
の
中
に
段
差
が
あ
る
た
め
、
つ
ま
ず
き
や
す
い 

お
風
呂
が
使
い
に
く
い
（浴
槽
が
ま
た
ぎ
に
く
い
、 

手
す
り
が
な
く
あ
が
り
に
く
い
な
ど
） 

廊
下
や
階
段
に
手
す
り
が
な
い
た
め
、 

歩
き
に
く
い 

ト
イ
レ
が
使
い
に
く
い
（
手
す
り
が
な
い
の
で 

立
ち
上
が
り
に
く
い
、
和
式
な
の
で
使
い
に
く
い
な
ど
） 

手
す
り
の
設
置
や
段
差
の
解
消
を
し
た
い
が
、 

家
主
な
ど
か
ら
の
許
可
を
得
ら
れ
な
い 

団
地
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
２
階
以
上
に 

住
ん
で
い
る
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い 

１
戸
建
て
に
住
ん
で
い
る
が
、
足
腰
が
弱
く 

な
り
２
階
に
あ
が
る
こ
と
が
で
き
な
い 

近
く
に
ス
ー
パ
ー
な
ど
、 

買
い
物
で
き
る
場
所
が
な
い 

近
く
に
病
院
が
な
い 

交
通
の
便
が
悪
い 

周
辺
に
坂
道
が
多
く
、
外
出
し
づ
ら
い 

そ
の
他 

特
に
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 18.2 14.1 3.9 4.1 0.5 7.7 7.1 8.9 6.2 10.0 14.6 5.5 33.9 12.3 

要支援２ 342 16.4 16.7 4.7 3.2 0.3 6.4 12.0 12.6 7.3 10.8 21.9 4.1 25.1 14.0 

要介護１ 330 15.8 19.4 4.2 4.8 0.3 3.9 13.3 9.1 8.5 8.2 17.0 5.2 32.1 11.5 

要介護２ 286 17.5 20.6 3.1 4.2 1.4 3.1 14.3 11.5 9.4 14.7 15.0 5.6 30.1 10.5 

要介護３ 120 22.5 23.3 5.8 4.2 0.8 5.8 21.7 14.2 10.0 11.7 18.3 5.8 25.0 10.0 

要介護４ 53 24.5 18.9 9.4 7.5 1.9 5.7 20.8 3.8 3.8 3.8 5.7 11.3 34.0 13.2 

要介護５ 46 10.9 19.6 2.2 6.5 0.0 4.3 8.7 2.2 4.3 4.3 13.0 15.2 39.1 8.7 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 19.4 17.3 5.0 4.3 0.0 2.5 13.7 11.2 5.4 7.9 21.2 5.4 33.1 12.6 

少路 223 18.8 16.6 4.0 4.9 0.4 9.4 8.5 12.1 8.5 7.6 27.8 3.1 31.8 7.6 

千里 245 13.5 16.7 2.4 3.7 0.8 11.8 4.5 11.0 6.1 7.3 32.7 3.7 31.8 11.4 

中央 204 10.8 15.7 3.9 1.0 0.0 4.9 14.7 4.9 6.9 4.9 6.4 4.9 41.2 8.3 

緑地 188 22.9 18.1 3.7 3.7 0.0 2.1 16.0 4.8 6.4 13.3 16.0 5.9 26.6 12.8 

服部 194 19.1 20.6 6.7 6.2 2.6 6.2 13.4 18.6 13.4 16.5 10.3 7.7 23.7 10.8 

庄内 284 18.3 20.1 4.2 5.6 0.7 2.5 15.5 8.8 7.7 15.5 1.8 8.5 25.4 18.0 
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 ● 住まいの状況別でみると、賃貸住宅（アパート・文化住宅）と府営住宅・市営住宅では「お風呂

が使いにくい」、その他の住宅では「家の中に段差があるため、つまずきやすい」、それ以外の住

まいでは「特に困っていることはない」が最も多くなっています。 

   また、持ち家（一戸建て）では「１戸建てに住んでいるが、足腰が弱くなり２階にあがることが

できない」、持ち家（マンション）では「特に困っていることはない」と「周辺に坂道が多く、外

出しづらい」、賃貸住宅（マンション）では「団地、マンション、アパートなどの２階以上に住ん

でいるが、エレベーターが設置されていない」、賃貸住宅（アパート・文化住宅）では、「お風呂

が使いにくい」や「トイレが使いにくい」「交通の便が悪い」「廊下や階段に手すりがないため、

歩きにくい」「手すりの設置や段差の解消をしたいが、家主などからの許可を得られない」、府営

住宅・市営住宅では「お風呂が使いにくい」や「団地、マンション、アパートなどの２階以上に住

んでいるが、エレベーターが設置されていない」、有料老人ホームでは「特に困っていることはな

い」が、それぞれ他の住まいと比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
の
中
に
段
差
が
あ
る
た
め
、

つ
ま
ず
き
や
す
い 

お
風
呂
が
使
い
に
く
い
（浴
槽
が

ま
た
ぎ
に
く
い
、
手
す
り
が
な

く
あ
が
り
に
く
い
な
ど
） 

廊
下
や
階
段
に
手
す
り
が
な
い

た
め
、
歩
き
に
く
い 

ト
イ
レ
が
使
い
に
く
い
（手
す
り

が
な
い
の
で
立
ち
上
が
り
に
く

い
、
和
式
な
の
で
使
い
に
く
い
な

ど
） 

手
す
り
の
設
置
や
段
差
の
解
消

を
し
た
い
が
、
家
主
な
ど
か
ら

の
許
可
を
得
ら
れ
な
い 

団
地
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ア
パ
ー
ト

な
ど
の
２
階
以
上
に
住
ん
で
い

る
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置

さ
れ
て
い
な
い 

１
戸
建
て
に
住
ん
で
い
る
が
、
足

腰
が
弱
く
な
り
２
階
に
あ
が
る

こ
と
が
で
き
な
い 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 826 20.3 15.1 2.9 2.2 0.1 0.0 21.8 

持ち家（マンション） 261 11.5 14.2 5.4 3.1 0.0 6.5 0.4 

賃貸住宅（一戸建て） 43 27.9 25.6 9.3 9.3 0.0 0.0 18.6 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 164 15.9 23.8 6.1 3.7 1.2 22.0 0.0 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 105 13.3 32.4 9.5 20.0 4.8 6.7 4.8 

府営住宅・市営住宅 107 22.4 30.8 2.8 6.5 1.9 27.1 0.0 

有料老人ホーム 18 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

サービス付き高齢者向け住宅 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

その他 11 54.5 45.5 9.1 18.2 0.0 0.0 27.3 

 

 
   

合
計 

近
く
に
ス
ー
パ
ー 

な
ど
、
買
い
物 

で
き
る
場
所
が
な
い 

近
く
に
病
院
が
な
い 

交
通
の
便
が
悪
い 

周
辺
に
坂
道
が
多

く
、 

外
出
し
づ
ら
い 

そ
の
他 

特
に
困
っ
て
い
る 

こ
と
は
な
い 

不
明
・無
回
答 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 826 10.7 7.3 11.1 14.5 6.5 31.8 9.3 

持ち家（マンション） 261 10.3 6.9 6.5 24.1 5.0 40.2 8.4 

賃貸住宅（一戸建て） 43 4.7 7.0 11.6 7.0 2.3 32.6 7.0 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 164 6.7 6.1 7.9 22.0 3.7 29.9 7.9 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 105 12.4 10.5 19.0 12.4 6.7 13.3 16.2 

府営住宅・市営住宅 107 15.9 12.1 12.1 26.2 6.5 15.9 8.4 

有料老人ホーム 18 11.1 5.6 16.7 16.7 0.0 72.2 5.6 

サービス付き高齢者向け住宅 7 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 57.1 14.3 

その他 11 18.2 18.2 18.2 9.1 18.2 27.3 0.0 
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問12 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況についておたずねします。（○１つ） 

● 現時点での施設等への入所・入居の検討状況については、「入所・入居は検討していない」が

69.8%で最も多く、「入所・入居を検討している」(13.2%)、「すでに入所・入居申し込みをしてい

る」(11.1%)がつづいています。 

 

 

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「入所・入居は検討していない」が最も多くなっています。 

また、単身世帯では「入所・入居を検討している」と「すでに入所・入居申し込みをしている」、

子どもやその他家族との同居世帯では「入所・入居は検討していない」が、それぞれ他の世帯と比

べて多くなっています。 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「入所・入居は検討していない」が最も多くなっています。 

  また、要支援１では「入所・入居は検討していない」、要介護３では「すでに入所・入居申し込み

をしている」と「入所・入居を検討している」、要介護５では「すでに入所・入居申し込みをしてい

る」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   合計 

入所・入居は 

検討していない 

入所・入居を 

検討している 

すでに入所・ 
入居申し込みを 

している 
不明・無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 63.7 16.3 13.6 6.4 

夫婦二人暮らし 550 73.6 12.9 9.3 4.2 

子どもやその他家族との同居 422 78.7 9.7 8.5 3.1 

その他 21 61.9 19.0 19.0 0.0 

要
介
護
度 

要支援１ 439 74.3 12.3 8.4 5.0 

要支援２ 342 69.0 15.2 9.1 6.7 

要介護１ 330 69.1 10.3 13.0 7.6 

要介護２ 286 72.7 14.0 8.7 4.5 

要介護３ 120 51.7 20.8 22.5 5.0 

要介護４ 53 69.8 13.2 13.2 3.8 

要介護５ 46 67.4 4.3 21.7 6.5 

 

  

　　　　　　　区分

入所・入居は検討していない (n=1,128)

入所・入居を検討している (n=214)

すでに入所・入居申し込みをしている (n=180)

不明・無回答 (n=94)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

69.8

13.2

11.1

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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付問１ 現在、特別養護老人ホームの入所申し込みをされていますか。（どちらかに○） 

● すでに入所・入居申し込みをしている人について、特別養護老人ホームへの入所申し込みの有無

をみると、「いいえ」が 71.1%、「はい」が 26.1%となっています。 

  

 

● 特別養護老人ホームに入所申し込みをしている人について、申し込みをしている施設数をみると、

「１か所」が29.8%で最も多く、「２か所」(12.8%)、「３か所」(4.3%)がつづいています。平均は1.7

か所となっています。 

  

 

付問２ 施設への入所の緊急度は次のうちどれですか。（〇は１つ） 

● 特別養護老人ホームに入所申し込みをしている人について、入所の緊急度をみると、「当面入所の

必要はないが、いざというときに備え入所申し込みをしている」が23.4%で最も多く、「在宅での生

活は困難なため、今すぐにでも入所したい」と「その他」が、ともに17.0%、「在宅での生活は可能

だが、近い将来（１～３年の間）に入所したい」(14.9%)がつづいています。 

 

 

  

　　　　　　　区分

はい (n=47)

いいえ (n=128)

不明・無回答 (n=5)

　　　　　　　全体 (n=180)

26.1

71.1

2.8

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

　　　　　　　区分

１か所 (n=14)

２か所 (n=6)

３か所 (n=2)

６か所 (n=1)

不明・無回答 (n=24)

　　　　　　　全体 (n=47)

29.8

12.8

4.3

2.1

51.1

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

　　　　　　　区分

在宅での生活は困難なため、今すぐにでも入所し
たい

(n=8)

在宅での生活は可能だが、できれば今すぐに入所
したい

(n=6)

在宅での生活は可能だが、近い将来（１～３年の
間）に入所したい

(n=7)

当面入所の必要はないが、いざというときに備え
入所申し込みをしている

(n=11)

その他 (n=8)

不明・無回答 (n=7)

　　　　　　　全体 (n=47)

17.0

12.8

14.9

23.4

17.0

14.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問13 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。（〇は１つ） 

● 暮らしの経済的状況については、「苦しくもないが、ゆとりもない」が47.2%で最も多く、「ややゆ

とりがある」(17.8%)、「やや苦しい」(13.2%)がつづいています。 

  また、経済的に苦しい状況の人（「苦しい」＋「やや苦しい」）は 22.0％、経済的にゆとりがあ

る人（「ややゆとりがある」＋「ゆとりがある」）は 25.2％となっています。 

 

 

● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「苦しくもないが、ゆとりもない」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「苦しい」が、他の世帯と比べて多くなっています。 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「苦しくもないが、ゆとりもない」が最も多くなってい

ます。また、要介護度が高くなるとともに、経済的に苦しい状況の人が増加傾向にあります。 

  さらに、要支援１では「ややゆとりがある」、要介護４では「苦しい」が、それぞれ他の要介護度

と比べて多くなっています。 

 
   合計 苦しい 

やや 
苦しい 

苦しくも 
ないが、 
ゆとりも 

ない 

やや 
ゆとりが 

ある 

ゆとりが 
ある 

不明・ 
無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 11.7 12.1 45.0 17.6 8.5 5.1 

夫婦二人暮らし 550 7.5 14.0 50.0 17.6 6.5 4.4 

子どもやその他家族との同居 422 7.6 13.3 49.3 18.0 8.3 3.6 

その他 21 9.5 19.0 47.6 14.3 4.8 4.8 

要
介
護
度 

要支援１ 439 9.6 12.5 41.5 22.3 8.7 5.5 

要支援２ 342 6.7 12.3 51.2 17.5 6.7 5.6 

要介護１ 330 6.4 12.1 49.1 17.6 8.2 6.7 

要介護２ 286 8.7 15.0 49.7 16.1 5.9 4.5 

要介護３ 120 10.8 15.0 45.8 16.7 5.8 5.8 

要介護４ 53 22.6 11.3 47.2 7.5 5.7 5.7 

要介護５ 46 13.0 19.6 47.8 4.3 10.9 4.3 

 

 

 

 

  

　　　　　　　区分

苦しい (n=142)

やや苦しい (n=213)

苦しくもないが、ゆとりもない (n=763)

ややゆとりがある (n=288)

ゆとりがある (n=120)

不明・無回答 (n=90)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

8.8

13.2

47.2

17.8

7.4

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問14 あなたの災害に対する備えなどについておたずねします。（①～⑤のそれぞれについて、あて

はまるものに○） 

①あなたの家では水や食料を何日分備蓄していますか。 

 ● 水や食料を何日分備蓄しているかについては、「１～３日分」が 41.3%で最も多く、「備蓄してい

ない」(34.7%)、「４～７日分」(12.7%)がつづいています。 

 

 

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「１～３日分」が最も多くなっています。 

 ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「１～３日分」が最も多くなっています。 

 
   合計 

備蓄して 

いない 
１～３日分 ４～７日分 ８日分以上 不明・無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 36.5 37.4 15.9 4.2 5.9 

夫婦二人暮らし 550 33.3 46.0 11.5 2.5 6.7 

子どもやその他家族との同居 422 33.6 43.1 13.3 3.6 6.4 

その他 21 33.3 52.4 14.3 0.0 0.0 

要
介
護
度 

要支援１ 439 34.9 39.2 14.8 5.0 6.2 

要支援２ 342 31.9 45.6 9.9 2.6 9.9 

要介護１ 330 38.5 38.8 11.5 2.7 8.5 

要介護２ 286 36.4 40.2 13.3 3.5 6.6 

要介護３ 120 30.8 43.3 15.0 1.7 9.2 

要介護４ 53 35.8 47.2 7.5 1.9 7.5 

要介護５ 46 26.1 41.3 19.6 6.5 6.5 

 

  

　　　　　　　区分

備蓄していない (n=561)

１～３日分 (n=667)

４～７日分 (n=206)

８日分以上 (n=56)

不明・無回答 (n=126)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

34.7

41.3

12.7

3.5

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②あなたの家では大きい家具や冷蔵庫を地震で倒れないように固定していますか。 

 ● 地震対策として大きい家具等の固定をしているかについては、「していない」が61.4%で最も多く、

「しているが半分以下」(20.0%)、「半分以上している」(8.7%)がつづいています。 

 

 

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「していない」が最も多くなっています。 

   また、単身世帯では「していない」が、他の世帯と比べて多くなっています。 

 ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「していない」が最も多くなっています。 

   また、要介護３では「していない」が、他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   合計 していない 

しているが 
半分以下 

半分以上 

している 

すべて 

している 
不明・無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 66.7 14.9 8.5 3.4 6.6 

夫婦二人暮らし 550 59.5 22.9 9.3 2.7 5.6 

子どもやその他家族との同居 422 60.9 23.7 8.1 2.6 4.7 

その他 21 47.6 28.6 19.0 4.8 0.0 

要
介
護
度 

要支援１ 439 63.1 19.1 9.3 3.0 5.5 

要支援２ 342 58.2 21.9 9.1 2.9 7.9 

要介護１ 330 63.3 19.7 9.4 2.4 5.2 

要介護２ 286 59.4 19.9 8.7 2.8 9.1 

要介護３ 120 69.2 15.8 5.0 1.7 8.3 

要介護４ 53 54.7 26.4 3.8 5.7 9.4 

要介護５ 46 56.5 21.7 10.9 4.3 6.5 

 

  

　　　　　　　区分

していない (n=993)

しているが半分以下 (n=324)

半分以上している (n=141)

すべてしている (n=46)

不明・無回答 (n=112)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

61.4

20.0

8.7

2.8

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③あなたは地域の避難場所やそこまでの経路を把握していますか。 

 ● 地域の避難場所・経路の把握状況については、「避難場所・経路共に把握している」が 34.6%で最

も多く、「把握していない」(32.6%)、「避難場所のみ把握している」(24.5%)がつづいています。 

 

  

● 世帯状況別でみると、単身世帯とその他世帯では「把握していない」、夫婦二人暮らし世帯と子

どもやその他家族との同居世帯では「避難場所・経路共に把握している」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「把握していない」が、夫婦二人暮らし世帯では「避難場所・経路共に把握

している」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

 ● 要介護度別でみると、要支援１～要介護１と要介護４では「避難場所・経路共に把握している」、

要介護２～３と要介護５では「把握していない」が最も多くなっています。 

   また、要支援１では「避難場所・経路共に把握している」が、要介護２では「避難場所のみ把握

している」が、要介護３では「把握していない」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなってい

ます。 

 ● 日常生活圏域別でみると、柴原や中央、服部、庄内では「把握していない」、少路や千里、緑地

では「避難場所・経路共に把握している」が最も多くなっています。 

 
   合計 

避難場所・ 

経路共に 

把握している 

避難場所のみ 

把握している 
把握していない 不明・無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 31.8 24.2 35.9 8.1 

夫婦二人暮らし 550 40.0 24.2 29.8 6.0 

子どもやその他家族との同居 422 34.6 27.3 32.5 5.7 

その他 21 28.6 33.3 38.1 0.0 

要
介
護
度 

要支援１ 439 40.1 22.6 30.3 7.1 

要支援２ 342 37.4 24.6 28.1 9.9 

要介護１ 330 33.6 24.5 32.1 9.7 

要介護２ 286 25.9 30.8 35.7 7.7 

要介護３ 120 27.5 16.7 48.3 7.5 

要介護４ 53 43.4 22.6 24.5 9.4 

要介護５ 46 30.4 26.1 41.3 2.2 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 33.1 24.8 34.5 7.6 

少路 223 39.9 22.4 31.4 6.3 

千里 245 38.0 26.9 26.9 8.2 

中央 204 31.4 27.5 32.8 8.3 

緑地 188 39.9 26.6 26.1 7.4 

服部 194 33.0 19.1 37.1 10.8 

庄内 284 28.9 23.9 37.7 9.5 

 

　　　　　　　区分

避難場所・経路共に把握している (n=559)

避難場所のみ把握している (n=396)

把握していない (n=527)

不明・無回答 (n=134)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

34.6

24.5

32.6

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④あなたは災害時や火災などの緊急時に一人で避難することができますか。 

 ● 災害時・緊急時に一人で避難することができるかについては、「できない」が 51.7%、「できる」

が 41.7%となっています。 

 

 

● 世帯状況別でみると、単身世帯では「できる」、それ以外の世帯では「できない」が最も多くな

っています。 

  また、単身世帯では「できる」が、子どもやその他家族との同居世帯では「できない」が、それ

ぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

 ● 要介護度別でみると、要支援１～２では「できる」、要介護１～５ではできない」が最も多くな

っており、要介護度が高くなるとともに、緊急時に一人で避難できない人が増加しています。 

   また、要支援１～２では「できる」が、要介護２～５では「できない」が、それぞれ他の要介護

度と比べて多くなっており、特に、要介護２を境に「できない」人が多くなっています。 

 
 

 

合計 できる できない 不明・無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 49.3 44.2 6.6 

夫婦二人暮らし 550 42.9 52.2 4.9 

子どもやその他家族との同居 422 33.6 63.5 2.8 

その他 21 23.8 66.7 9.5 

要
介
護
度 

要支援１ 439 66.1 27.3 6.6 

要支援２ 342 49.4 42.1 8.5 

要介護１ 330 40.3 52.1 7.6 

要介護２ 286 22.4 73.4 4.2 

要介護３ 120 10.0 84.2 5.8 

要介護４ 53 3.8 90.6 5.7 

要介護５ 46 8.7 89.1 2.2 

 

  

　　　　　　　区分

できる (n=674)

できない (n=836)

不明・無回答 (n=106)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

41.7

51.7

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑤災害により避難が必要になった時に頼れる人はいますか。 

 ● 避難時に頼れる人の有無については、「いる」が 61.6%、「いない」が 29.6%となっています。 

 

  

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「いる」が多くなっています。 

   また、単身世帯では「いない」が、子どもやその他家族との同居世帯では「いる」が、それぞれ

他の世帯と比べて多くなっています。 

 ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「いる」が多くなっています。 

 
   合計 いる いない 不明・無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 50.5 41.4 8.1 

夫婦二人暮らし 550 61.1 30.9 8.0 

子どもやその他家族との同居 422 78.0 15.4 6.6 

その他 21 66.7 23.8 9.5 

要
介
護
度 

要支援１ 439 58.8 31.7 9.6 

要支援２ 342 56.7 33.3 9.9 

要介護１ 330 64.8 27.9 7.3 

要介護２ 286 64.0 26.9 9.1 

要介護３ 120 65.8 25.8 8.3 

要介護４ 53 71.7 20.8 7.5 

要介護５ 46 63.0 32.6 4.3 

  

  

  

    

　　　　　　　区分

いる (n=995)

いない (n=479)

不明・無回答 (n=142)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

61.6

29.6

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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生生ききががいいやや悩悩みみににつついいてて  
 

問15 あなたは、日々、充実感をもって生活を送っていますか。（〇は１つ） 

● 充実感をもって生活を送っているかについては、「はい」が 51.7%、「いいえ」が 35.5%となって

います。 

 
 

 ● 性別でみると、男女ともに「はい」が５割前後を占めて多くなっています。 

   また、男性では「いいえ」が女性と比べて多く、女性では「はい」が男性と比べて多くなってい

ることから、女性は男性より充実感を持って生活を送っている人が多いことがうかがえます。 

 ● 要介護度別でみると、要支援１～２と要介護４では「はい」、要介護３・５では「いいえ」が多

くなっています。 

   また、要支援１～２では「はい」、要介護３・５では「いいえ」が、それぞれ他の要介護度と比

べて多くなっています。 

 
   合計 はい いいえ 不明・無回答 

性
別 

男性 586 48.1 38.7 13.1 

女性 1030 53.7 33.6 12.7 

要
介
護
度 

要支援１ 439 58.8 30.8 10.5 

要支援２ 342 56.1 29.8 14.0 

要介護１ 330 48.2 40.0 11.8 

要介護２ 286 48.3 39.2 12.6 

要介護３ 120 40.8 41.7 17.5 

要介護４ 53 45.3 37.7 17.0 

要介護５ 46 32.6 47.8 19.6 

 

  

　　　　　　　区分

はい (n=835)

いいえ (n=573)

不明・無回答 (n=208)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

51.7

35.5

12.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問16 あなたが、現在、生きがいを感じていることはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

● 現在の生きがいについては、「特にない」が 31.8%で最も多く、「友人・知人との交流」(30.2%)、

「孫や子ども、若者などとの交流」(21.1%)がつづいています。 

 

 

● 性別でみると、男性は「特にない」、女性は「友人・知人との交流」が最も多くなっています。 

  また、男性は「仕事」と「特にない」が女性と比べて多く、女性は「友人・知人との交流」や

「孫や子ども、若者などとの交流」「地域での活動（自治会や老人会など）」が男性と比べて多く

なっています。 

● 世帯状況別でみると、単身世帯では「友人・知人との交流」、夫婦二人暮らし世帯と子どもやそ

の他家族との同居世帯では「特にない」、その他世帯では「友人・知人との交流」と「特にない」

が同値で最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「友人・知人との交流」と「地域での活動（自治会や老人会など）」が、夫

婦二人暮らし世帯では「特にない」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

仕
事 

趣
味
の
活
動 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 

地
域
で
の
活
動 

（自
治
会
や
老
人
会
な
ど
） 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
、 

健
康
づ
く
り 

学
習
や
教
養
を 

高
め
る
た
め
の
活
動 

孫
や
子
ど
も
、 

若
者
な
ど
と
の
交
流 

友
人
・知
人
と
の
交
流 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

性
別 

男性 586 4.4 19.8 1.2 4.9 8.0 6.0 16.7 20.0 7.3 40.4 6.3 

女性 1030 1.8 20.2 1.8 7.7 8.8 4.6 23.6 36.0 10.9 26.9 6.1 

世
帯
状
況 

単身 471 1.5 22.5 2.1 10.0 10.2 4.9 21.0 39.3 8.9 28.9 4.5 

夫婦二人暮らし 550 3.1 20.0 1.8 5.6 8.7 5.6 22.9 28.0 8.0 36.4 5.5 

子どもやその他家族との同居 422 3.3 19.4 1.2 3.8 7.1 5.2 21.1 23.2 13.0 30.8 5.7 

その他 21 0.0 19.0 0.0 9.5 9.5 0.0 23.8 38.1 23.8 38.1 0.0 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

仕事 (n=45)

趣味の活動 (n=324)

ボランティア活動 (n=26)

地域での活動（自治会や老人会など） (n=108)

スポーツ活動、健康づくり (n=138)

学習や教養を高めるための活動 (n=82)

孫や子ども、若者などとの交流 (n=341)

友人・知人との交流 (n=488)

その他 (n=155)

特にない (n=514)

不明・無回答 (n=100)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

2.8

20.0

1.6

6.7

8.5

5.1

21.1

30.2

9.6

31.8

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、要支援１～２では「友人・知人との交流」、要介護１～５では「特にない」

が最も多くなっています。 

  また、要支援１では「友人・知人との交流」や「趣味の活動」「スポーツ活動、健康づくり」

「地域での活動（自治会や老人会など）」「学習や教養を高めるための活動」「仕事」が、要介護

２～５では「特にない」が、それぞれ他の要介護度より多くなっています。 

 
   

合
計 

仕
事 

趣
味
の
活
動 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 

地
域
で
の
活
動 

（自
治
会
や
老
人
会
な
ど
） 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
、 

健
康
づ
く
り 

学
習
や
教
養
を 

高
め
る
た
め
の
活
動 

孫
や
子
ど
も
、 

若
者
な
ど
と
の
交
流 

友
人
・知
人
と
の
交
流 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 5.7 27.1 2.7 10.5 12.3 7.5 22.3 39.0 6.4 26.0 4.3 

要支援２ 342 2.6 23.7 2.0 6.1 9.6 6.7 21.9 39.5 10.8 24.0 7.3 

要介護１ 330 1.5 17.6 1.8 7.0 9.1 2.1 23.6 28.8 10.0 30.6 6.1 

要介護２ 286 1.0 16.1 0.0 4.9 6.3 3.5 18.5 20.6 10.8 38.8 5.2 

要介護３ 120 0.8 8.3 0.8 2.5 1.7 5.8 20.0 10.0 8.3 47.5 9.2 

要介護４ 53 3.8 13.2 0.0 1.9 0.0 1.9 15.1 20.8 17.0 43.4 9.4 

要介護５ 46 0.0 6.5 0.0 0.0 2.2 2.2 10.9 10.9 15.2 56.5 10.9 
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問17 今後どのような仕事や活動に興味・関心がありますか。（あてはまるものに○） 

● 興味・関心がある仕事・活動については、「趣味の活動」が11.6%で最も多く、「その他」(9.3%)、

「これまでの経験を活かした仕事」(7.4%)がつづいています。 

 
 

 ● 性別でみると、男女とも「趣味の活動」が最も多くなっています。 

   また、男性では「農業」と「工場や倉庫等での軽作業」が、女性と比べて多くなっています。 

 
 

  
合
計 

農
業 

清
掃 

警
備 

飲
食
店 

工
場
や
倉
庫
等
で
の
軽
作
業 

拠
点
に
集
ま
っ
て
の
内
職 

品
出
し
、
レ
ジ
打
ち
等 

介
護
補
助 

保
育 

こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
た
仕
事 

子
ど
も
の
見
守
り 

子
ど
も
の
学
習
支
援 

高
齢
者
の
見
守
り 

高
齢
者
の
生
活
支
援 

趣
味
の
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
活
動 

地
域
活
動
（自
治
会
・老
人
ク
ラ
ブ
等
） 

学
習
や
教
養
を
高
め
る
活
動 

こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
た
活
動 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

性
別 

男性 586 4.8 2.0 0.7 0.9 1.7 1.4 0.5 1.5 0.3 9.2 2.7 0.5 1.4 0.7 11.1 3.8 8.0 5.6 6.0 9.0 59.2 

女性 1030 1.2 1.2 0.0 1.4 0.1 2.0 0.1 1.6 0.5 6.3 1.2 0.5 1.0 0.6 11.8 1.7 5.9 5.1 3.4 9.4 62.8 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

農業 (n=40)

清掃 (n=24)

警備 (n=4)

飲食店 (n=19)

工場や倉庫等での軽作業 (n=11)

拠点に集まっての内職 (n=29)

品出し、レジ打ち等 (n=4)

介護補助 (n=25)

保育 (n=7)

これまでの経験を活かした仕事 (n=119)

子どもの見守り (n=28)

子どもの学習支援 (n=8)

高齢者の見守り (n=18)

高齢者の生活支援 (n=10)

趣味の活動 (n=187)

スポーツ活動 (n=39)

地域活動（自治会・老人クラブ等） (n=108)

学習や教養を高める活動 (n=86)

これまでの経験を活かした活動 (n=70)

その他 (n=150)

不明・無回答 (n=994)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

2.5

1.5

0.2

1.2

0.7

1.8

0.2

1.5

0.4

7.4

1.7

0.5

1.1

0.6

11.6

2.4

6.7

5.3

4.3

9.3

61.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問18 家族以外で、趣味や運動など一緒にする友人や仲間がいますか。（〇は１つ） 

● 趣味や運動などを一緒にする友人・仲間の有無については、「いない」が 53.8%、「いる」が

34.8%となっています。 

  
  

 ● 性別でみると、男女とも「いない」が多くなっています。 

   また、男性では「いない」が女性と比べて多くなっており、女性では「いる」が男性と比べて多

くなっていることから、女性は男性より、趣味や運動など一緒にする友人や仲間がいる人が多いこ

とがうかがえます。 

 ● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「いない」が多くなっています。 

   また、単身世帯では「いる」が、夫婦二人暮らし世帯では「いない」が、それぞれ他の世帯と比

べて多くなっています。 

 ● 要介護別でみると、全ての要介護度で「いない」が多くなっており、要介護度が高くなるととも

に、趣味や運動など一緒にする友人や仲間が「いない」という人が増加しています。 

   また、要支援１～２では「いる」が、要介護２～３では「いない」が、それぞれ他の要介護度と

比べて多くなっており、特に、要介護1～２を境に「いない」が多くなっています。 

  

 
 

 合計 いる いない 不明・無回答 

性
別 

男性 586 26.5 62.1 11.4 

女性 1030 39.6 49.0 11.4 

世
帯
状
況 

単身 471 42.0 47.8 10.2 

夫婦二人暮らし 550 29.8 59.1 11.1 

子どもやその他家族との同居 422 35.5 55.9 8.5 

その他 21 33.3 61.9 4.8 

要
介
護
度 

要支援１ 439 43.3 45.1 11.6 

要支援２ 342 44.2 46.2 9.6 

要介護１ 330 31.8 56.1 12.1 

要介護２ 286 25.2 65.4 9.4 

要介護３ 120 19.2 64.2 16.7 

要介護４ 53 22.6 67.9 9.4 

要介護５ 46 21.7 60.9 17.4 

  

  

　　　　　　　区分

いる (n=563)

いない (n=869)

不明・無回答 (n=184)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

34.8

53.8

11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問19 現在、日常生活でどのような不安や悩みを抱えていますか。（○はいくつでも） 

● 日常生活での不安や悩みについては、「自分の健康状態や病気のこと」が 63.0%で最も多く、「家

族の健康状態や病気のこと」(26.1%)、「今後の生活に関すること」(21.8%)がつづいています。 

  
  

● 性別でみると、男女とも「自分の健康状態や病気のこと」が最も多くなっています。 

  また、男性では「家族の健康状態や病気のこと」と「家族の介護のこと」が女性と比べて多く、

女性では「家事のこと（買物ができないなど）」が男性と比べて多くなっています。 

● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「自分の健康状態や病気のこと」が多くなっています。 

   また、単身世帯では「話し相手がいないこと」と「生活に必要な情報が得にくいこと」が、夫婦

二人暮らし世帯では「家族の健康状態や病気のこと」と「家族の介護のこと」が、子どもやその他

家族との同居世帯では「人間関係（家族、近隣の人、友人など）のこと」が、それぞれ他の世帯と

比べて多くなっています。 
 

 

  
合
計 

人
間
関
係
（家
族
、
近
隣
の
人
、
友
人

な
ど
）の
こ
と 

話
し
相
手
が
い
な
い
こ
と 

自
分
の
健
康
状
態
や
病
気
の
こ
と 

今
後
の
生
活
に
関
す
る
こ
と 

家
族
の
健
康
状
態
や
病
気
の
こ
と 

家
族
の
介
護
の
こ
と 

生
活
に
必
要
な
情
報
が
得
に
く
い

こ
と 

生
活
費
や
財
産
の
こ
と 

家
事
の
こ
と
（
買
物
が
で
き
な
い

な
ど
） 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

性
別 

男性 586 7.2 8.0 62.1 22.2 30.7 14.5 2.0 16.4 9.0 2.9 15.4 7.3 

女性 1030 7.0 8.1 63.5 21.6 23.4 9.1 2.7 13.2 16.8 2.9 13.5 9.5 

世
帯
状
況 

単身 471 7.0 12.7 63.9 23.8 10.6 2.3 4.2 15.3 14.2 3.0 14.9 6.6 

夫婦二人暮らし 550 5.3 4.2 65.6 24.5 40.7 19.1 1.6 14.4 15.8 3.8 12.0 7.8 

子どもやその他家族との同居 422 9.2 8.1 61.8 19.9 27.7 11.1 1.9 13.7 12.3 1.7 17.3 8.1 

その他 21 9.5 9.5 57.1 23.8 14.3 9.5 4.8 23.8 14.3 9.5 4.8 9.5 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

人間関係（家族、近隣の人、友人など）のこと (n=114)

話し相手がいないこと (n=130)

自分の健康状態や病気のこと (n=1,018)

今後の生活に関すること (n=352)

家族の健康状態や病気のこと (n=421)

家族の介護のこと (n=179)

生活に必要な情報が得にくいこと (n=40)

生活費や財産のこと (n=232)

家事のこと（買物ができないなど） (n=226)

その他 (n=47)

特にない (n=229)

不明・無回答 (n=141)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

7.1

8.0

63.0

21.8

26.1

11.1

2.5

14.4

14.0

2.9

14.2

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「自分の健康状態や病気のこと」が多くなっています。 

   また、要介護１では「人間関係（家族、近隣の人、友人など）のこと」、要介護４では「今後の生

活に関すること」と「生活費や財産のこと」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
 

  合
計 

人
間
関
係
（家
族
、
近
隣
の
人
、
友
人
な
ど
）

の
こ
と 

話
し
相
手
が
い
な
い
こ
と 

自
分
の
健
康
状
態
や
病
気
の
こ
と 

今
後
の
生
活
に
関
す
る
こ
と 

家
族
の
健
康
状
態
や
病
気
の
こ
と 

家
族
の
介
護
の
こ
と 

生
活
に
必
要
な
情
報
が
得
に
く
い
こ
と 

生
活
費
や
財
産
の
こ
と 

家
事
の
こ
と
（買
物
が
で
き
な
い
な
ど
） 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 6.4 7.7 64.0 24.8 26.4 12.3 2.1 13.9 9.3 2.7 15.5 6.8 

要支援２ 342 4.7 5.8 66.1 19.6 29.5 14.0 2.0 11.1 16.1 2.6 11.4 10.2 

要介護１ 330 11.5 9.7 60.0 20.9 20.9 8.8 3.0 16.7 15.8 1.8 15.8 8.8 

要介護２ 286 6.6 9.8 65.4 18.5 27.6 8.0 2.8 12.9 15.7 4.5 14.3 7.0 

要介護３ 120 6.7 10.8 55.8 22.5 25.8 10.0 2.5 13.3 15.8 2.5 13.3 15.8 

要介護４ 53 1.9 1.9 64.2 34.0 26.4 9.4 3.8 32.1 18.9 5.7 15.1 7.5 

要介護５ 46 8.7 4.3 54.3 19.6 23.9 17.4 2.2 17.4 8.7 2.2 10.9 8.7 
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問20 何か困りごとがあったときに相談できる人や窓口はありますか。（○はいくつでも） 

● 困ったときの相談先については、「別居の子ども」が43.9%で最も多く、「同居家族」(40.0%)、「ケ

アマネジャー」(39.0%)がつづいています。 

 

 

● 性別でみると、男性は「同居家族」、女性は「別居の子ども」が最も多くなっています。 

  また、男性では「同居家族」が女性と比べて多く、女性では「近隣・友人」が男性と比べて多く

なっています。 

● 世帯状況別でみると、子どもやその他家族との同居世帯では「同居家族」、それ以外の世帯では

「別居の子ども」が最も多くなっています。 

   また、単身世帯では「近隣・友人」や「社会福祉協議会・民生委員」「そのような人はいない」が、

夫婦二人暮らし世帯では「同居家族」と「別居の子ども」が、子どもやその他家族との同居世帯で

は「同居家族」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

同
居
家
族 

別
居
の
子
ど
も 

兄
弟
姉
妹
・親
戚
・親
・孫 

近
隣
・友
人 

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 

不
明
・無
回
答 

性
別 

男性 586 44.4 40.8 21.3 10.8 3.2 5.8 41.1 19.1 10.4 2.2 4.1 7.2 

女性 1030 37.6 45.6 24.6 17.2 3.8 5.6 37.8 17.9 10.1 2.0 3.4 5.0 

世
帯
状
況 

単身 471 2.1 48.8 27.2 20.8 5.1 11.0 42.7 18.5 12.7 2.8 5.9 3.6 

夫婦二人暮らし 550 46.9 53.8 23.5 13.5 3.1 3.3 37.1 18.9 9.6 2.2 3.8 5.8 

子どもやその他家族との同居 422 78.2 29.1 21.1 11.4 2.8 3.8 38.2 20.1 9.5 0.7 1.2 3.3 

その他 21 38.1 52.4 38.1 19.0 0.0 0.0 52.4 28.6 4.8 4.8 0.0 4.8 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

同居家族 (n=647)

別居の子ども (n=709)

兄弟姉妹・親戚・親・孫 (n=378)

近隣・友人 (n=240)

自治会・町内会・老人クラブ (n=58)

社会福祉協議会・民生委員 (n=92)

ケアマネジャー (n=630)

医師・歯科医師・看護師 (n=296)

地域包括支援センター・市役所 (n=165)

その他 (n=34)

そのような人はいない (n=59)

不明・無回答 (n=93)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

40.0

43.9

23.4

14.9

3.6

5.7

39.0

18.3

10.2

2.1

3.7

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、要支援１～２では「別居の子ども」、要介護１と要介護３～５では「ケアマ

ネジャー」、要介護２では「同居家族」が最も多くなっています。 

   また、要支援１では「地域包括支援センター」が、要支援２では「近隣・友人」と「社会福祉協

議会・民生委員」が、要介護２では「同居家族」と「ケアマネジャー」が、それぞれ他の要介護度

と比べて多くなっています。 

 ● 日常生活圏域別でみると、柴原や少路、千里、中央では「別居の子ども」、緑地では「同居家族」、

服部と庄内では「ケアマネジャー」が最も多くなっています。 

また、緑地では「自治会・町内会・老人クラブ」、服部では「医師・歯科医師・看護師」が、それ

ぞれ他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

同
居
家
族 

別
居
の
子
ど
も 

兄
弟
姉
妹
・親
戚
・親
・孫 

近
隣
・友
人 

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 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 30.5 48.5 26.4 18.0 4.8 6.4 28.2 21.6 14.6 1.4 4.3 5.5 

要支援２ 342 37.4 45.3 24.9 20.2 3.2 9.9 32.7 16.7 10.8 1.8 4.1 5.8 

要介護１ 330 42.7 42.7 22.1 13.9 3.6 4.8 43.6 16.7 8.5 1.8 2.4 7.0 

要介護２ 286 50.3 43.0 20.3 9.1 2.4 2.8 48.6 17.5 8.7 2.4 4.2 3.8 

要介護３ 120 46.7 31.7 21.7 6.7 3.3 3.3 47.5 18.3 4.2 3.3 2.5 7.5 

要介護４ 53 45.3 41.5 30.2 15.1 5.7 3.8 54.7 20.8 7.5 1.9 1.9 5.7 

要介護５ 46 43.5 37.0 8.7 8.7 0.0 0.0 54.3 13.0 4.3 8.7 4.3 6.5 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 39.9 41.7 24.1 15.1 2.5 2.9 41.0 20.5 10.8 1.8 3.6 3.6 

少路 223 43.0 47.1 19.7 12.6 3.6 8.1 40.4 20.6 11.2 2.7 2.2 6.7 

千里 245 36.3 49.0 26.5 18.0 2.0 6.5 35.5 17.1 10.6 1.6 4.5 5.7 

中央 204 44.1 49.0 27.5 14.2 2.9 6.9 35.8 15.7 7.8 2.5 4.4 6.9 

緑地 188 48.4 44.7 27.1 16.5 6.9 3.7 35.6 15.4 13.8 2.1 2.7 5.9 

服部 194 37.1 39.2 18.0 14.9 3.1 6.2 43.3 26.3 8.2 0.5 5.2 6.7 

庄内 284 34.5 38.0 21.1 13.0 4.6 6.0 40.5 13.7 9.2 3.2 3.2 5.6 
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健健康康・・医医療療ととののかかかかわわりりににつついいてて  
 

問21 あなたが、現在抱えている傷病は何ですか。（○はいくつでも） 

● 現在抱えている傷病については、「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」が 26.4%で

最も多く、「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」(22.6%)、「心疾患（心臓病）」

(18.1%)がつづいています。 

 
 

● 性別でみると、男性は「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」、女性は「筋骨格系疾

患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」が最も多くなっています。 

  また、男性では「脳血管疾患（脳卒中）」や「呼吸器疾患」「悪性新生物（がん）」「パーキンソン

病」が女性と比べて多く、女性では「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」と「変形性

関節疾患」が男性と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

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 

不
明
・無
回
答 

性
別 

男性 586 18.1 19.5 12.5 13.5 3.6 12.6 2.7 8.5 8.0 6.0 1.7 16.2 25.6 16.6 4.1 3.6 6.7 

女性 1030 8.9 17.3 5.7 9.0 2.3 28.3 5.1 17.9 11.7 2.7 2.2 13.5 26.8 18.1 3.2 3.5 7.9 

(複数回答)

　　　　　　　区分

脳血管疾患（脳卒中） (n=198)

心疾患（心臓病） (n=292)

悪性新生物（がん） (n=132)

呼吸器疾患 (n=172)

腎疾患（透析） (n=45)

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等） (n=366)

膠原病（関節リウマチ含む） (n=69)

変形性関節疾患 (n=234)

認知症 (n=167)

パーキンソン病 (n=63)

難病（パーキンソン病を除く） (n=33)

糖尿病 (n=234)

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの） (n=426)

その他 (n=283)

なし (n=57)

わからない (n=57)

不明・無回答 (n=120)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

12.3

18.1

8.2

10.6

2.8

22.6

4.3

14.5

10.3

3.9

2.0

14.5

26.4

17.5

3.5

3.5

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 年齢階層別でみると、65～69歳と70～74歳では「脳血管疾患（脳卒中）」、75歳以上では「眼科・

耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」が最も多くなっています。 

● 要介護度別でみると、要支援１や要介護１～２、要介護４では「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚

障害を伴うもの）」、要支援２では「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」、要介護３で

は「認知症」、要介護５では「脳血管疾患（脳卒中）」が最も多くなっています。 

   また、要支援１では「なし」が、要支援２では「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」

や「変形性関節疾患」「膠原病（関節リウマチ含む）」が、要介護１～２では「認知症」が、要介護

３では「認知症」と「脳血管疾患（脳卒中）」、要介護５では「脳血管疾患（脳卒中）」と「パーキン

ソン病」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

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 

不
明
・無
回
答 

年
齢
階
層 

65～69 歳 50 26.0 8.0 8.0 6.0 6.0 22.0 4.0 10.0 0.0 4.0 2.0 22.0 20.0 20.0 8.0 6.0 2.0 

70～74 歳 144 22.2 12.5 11.1 10.4 4.9 16.7 8.3 10.4 6.9 8.3 2.8 15.3 19.4 20.8 1.4 3.5 4.2 

75～79 歳 299 13.4 16.7 12.0 9.4 3.3 22.7 3.7 14.4 11.7 5.0 3.3 21.1 25.8 16.4 2.3 2.3 5.0 

80～84 歳 471 12.5 18.7 9.8 13.2 3.0 21.9 5.1 13.8 8.5 4.7 3.2 14.0 24.2 13.6 4.0 3.0 8.5 

85 歳以上 652 8.3 20.2 4.6 9.8 1.7 24.5 3.1 16.3 12.6 1.8 0.5 11.0 30.2 19.9 3.8 4.3 8.9 

要
介
護
度 

要支援１ 439 8.2 17.5 9.1 10.5 2.1 23.0 5.2 16.4 2.5 1.8 1.1 12.5 28.7 17.8 5.5 3.4 8.4 

要支援２ 342 11.7 18.4 7.9 11.7 3.8 32.5 7.9 19.0 0.9 2.0 2.0 12.3 31.0 15.5 2.3 4.4 7.6 

要介護１ 330 10.0 20.0 8.5 9.4 1.5 17.6 1.8 10.9 18.2 3.0 1.5 14.8 24.2 17.3 3.6 2.4 8.8 

要介護２ 286 16.1 16.4 9.8 11.5 2.4 22.7 3.1 15.0 16.4 6.6 3.1 18.5 23.4 15.4 3.1 3.8 5.2 

要介護３ 120 20.0 17.5 3.3 10.0 4.2 14.2 1.7 9.2 25.8 7.5 4.2 15.0 22.5 21.7 2.5 2.5 8.3 

要介護４ 53 11.3 13.2 1.9 13.2 7.5 15.1 1.9 9.4 18.9 5.7 1.9 13.2 26.4 26.4 1.9 7.5 3.8 

要介護５ 46 28.3 23.9 8.7 6.5 4.3 13.0 2.2 4.3 10.9 15.2 2.2 21.7 13.0 23.9 0.0 2.2 2.2 
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問 22 普段から治療を受けたり、日常の健康についての相談ができる、かかりつけの医師、歯科医

師、薬剤師がいますか。（①～③のそれぞれについて、あてはまるものに○） 

①医師 

● かかりつけ医師については、「診療所（総合病院以外）の医師」が 50.7%で最も多く、「総合病

院の医師」(30.1%)、「その他の医師」(20.9%)がつづいており、かかりつけ医師がいる人は 89.1%

となっています。 

 

 

  ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「診療所（総合病院以外）の医師」が最も多くなって

います。 

    また、要介護５では「その他の医師」が、他の要介護度と比べて多くなっています。 

  ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「診療所（総合病院以外）の医師」が最も多くなって

います。 

    また、千里では「診療所（総合病院以外）の医師」が、他の圏域と比べて多くなっています。 

   合計 
総合病院の 

医師 

診療所 

（総合病院 

以外）の医師 

その他の 

医師 

かかりつけの 

医師は 

いない 

不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 30.1 49.4 24.1 2.3 8.0 

要支援２ 342 28.7 47.1 24.3 1.2 9.9 

要介護１ 330 32.1 51.8 16.4 3.0 10.3 

要介護２ 286 33.2 55.6 18.2 2.4 4.9 

要介護３ 120 24.2 52.5 15.0 2.5 12.5 

要介護４ 53 26.4 58.5 17.0 0.0 7.5 

要介護５ 46 28.3 37.0 32.6 2.2 10.9 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 27.0 53.6 24.5 1.4 6.1 

少路 223 32.3 53.4 22.0 2.7 6.3 

千里 245 26.5 58.4 15.9 2.0 9.8 

中央 204 25.5 50.5 24.0 2.0 9.8 

緑地 188 33.0 46.3 18.1 3.2 12.2 

服部 194 33.0 43.3 24.7 2.6 6.2 

庄内 284 34.2 47.2 17.6 1.8 10.9 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

総合病院の医師 (n=487)

診療所（総合病院以外）の医師 (n=819)

その他の医師 (n=337)

かかりつけの医師はいない (n=35)

不明・無回答 (n=141)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

30.1

50.7

20.9

2.2

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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付問 かかりつけの医師に通院している期間はどれくらいですか。（〇は１つ） 

● かかりつけの医師がいる人について、通院している期間をみると、「10 年以上 20 年未満」が

25.6%で最も多く、「１年以上５年未満」(22.6%)、「５年以上 10年未満」(21.5%)がつづいています。 

 
 

● 要介護度別でみると、要支援１～要介護１では「10 年以上 20 年未満」、要介護２・４では「５年

以上 10 年未満」、要介護３・５では「１年以上５年未満」が最も多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、柴原と庄内では「１年以上５年未満」、少路や千里、中央、服部では

「10年以上 20年未満」、緑地では「20 年以上」が最も多くなっていまいます。 

  また、緑地では「20年以上」が、他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   合計 １年未満 

１年以上 
５年未満 

５年以上 
10 年未満 

10 年以上 
20 年未満 

20 年以上 
不明・ 

無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 394 6.1 19.8 19.0 28.7 24.1 2.3 

要支援２ 304 6.3 22.7 21.1 27.3 20.4 2.3 

要介護１ 286 8.0 25.2 22.0 26.2 16.4 2.1 

要介護２ 265 10.6 21.1 24.9 22.3 17.7 3.4 

要介護３ 102 7.8 28.4 18.6 25.5 16.7 2.9 

要介護４ 49 14.3 20.4 24.5 16.3 20.4 4.1 

要介護５ 40 12.5 27.5 25.0 12.5 12.5 10.0 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 257 9.3 26.1 25.3 20.6 16.3 2.3 

少路 203 6.4 19.7 22.2 31.0 17.7 3.0 

千里 216 8.8 17.6 22.7 25.9 23.1 1.9 

中央 180 8.3 21.1 21.1 27.8 18.3 3.3 

緑地 159 5.0 20.1 18.2 25.2 28.9 2.5 

服部 177 7.3 24.9 14.1 25.4 23.7 4.5 

庄内 248 8.9 26.6 23.4 25.0 13.7 2.4 

 

  

　　　　　　　区分

１年未満 (n=114)

１年以上５年未満 (n=325)

５年以上10年未満 (n=309)

10年以上20年未満 (n=369)

20年以上 (n=283)

不明・無回答 (n=40)

　　　　　　　全体 (n=1,440)

7.9

22.6

21.5

25.6

19.7

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②歯科医師 

● かかりつけ歯科医師については、「いる」が 60.1%、「いない」が 17.3%となっています。 

 

 

  ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「いる」が多くなっています。 

    また、要支援１～２では「いる」が、要介護１～２では「いない」が、他の要介護度と比べて

多くなっています。 

  ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「いる」が最も多くなっています。 

 
   合計 いる いない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 67.7 12.3 20.0 

要支援２ 342 65.2 9.9 24.9 

要介護１ 330 55.8 22.4 21.8 

要介護２ 286 52.8 23.1 24.1 

要介護３ 120 54.2 21.7 24.2 

要介護４ 53 49.1 30.2 20.8 

要介護５ 46 56.5 21.7 21.7 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 61.5 16.5 21.9 

少路 223 66.8 16.6 16.6 

千里 245 61.6 19.2 19.2 

中央 204 57.8 18.1 24.0 

緑地 188 59.0 19.1 21.8 

服部 194 59.8 19.1 21.1 

庄内 284 54.9 14.1 31.0 

 

  

　　　　　　　区分

いる (n=972)

いない (n=280)

不明・無回答 (n=364)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

60.1

17.3

22.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③薬剤師 

● かかりつけ薬剤師については、「いる」が 47.1%、「いない」が 21.5%となっています。 

 

  

  ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「いる」が多くなっています。 

    また、要支援１～２では「いる」が、要介護１～２では「いない」が、他の要介護度と比べて

多くなっています。 

  ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「いる」が多くなっています。 

 
   合計 いる いない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 45.1 21.9 33.0 

要支援２ 342 46.2 15.8 38.0 

要介護１ 330 44.8 25.2 30.0 

要介護２ 286 51.0 21.3 27.6 

要介護３ 120 50.8 24.2 25.0 

要介護４ 53 45.3 32.1 22.6 

要介護５ 46 56.5 17.4 26.1 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 45.0 21.6 33.5 

少路 223 43.9 25.1 30.9 

千里 245 42.0 27.8 30.2 

中央 204 52.0 17.6 30.4 

緑地 188 53.2 17.6 29.3 

服部 194 46.4 28.4 25.3 

庄内 284 48.9 14.1 37.0 

  

  

　　　　　　　区分

いる (n=761)

いない (n=348)

不明・無回答 (n=507)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

47.1

21.5

31.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問23 現在、病院・医院（診療所、クリニック）にどの程度通院したり、往診を受けていますか。

（①②それぞれについて、あてはまるものに○） 

①通院 

● 病院・医院への通院の頻度については、「月１回」が 46.6%で最も多く、「月２～３回」

(16.9%)、「週１回以上」(9.7%)がつづいています。また、現在、病院・医院に通院している人は

87.6%となっています。 

 
 

  ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「月１回」が最も多くなっています。 

    また、要介護４～５では「通院していない」が、それぞれ他の要介護度より多くなっています。 

  ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「月１回」が最も多くなっています。 

    また、庄内では「月２～３回」が、他の圏域と比べて多くなっています。 

 
 

  
合
計 

週
１
回
以
上 

月
２
～
３
回 

月
１
回 

２
か
月
に
１
回 

３
か
月
に
１
回 

通
院
し
て
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 10.9 17.8 51.9 6.4 5.7 2.7 4.6 

要支援２ 342 11.7 20.5 48.8 6.4 5.3 0.6 6.7 

要介護１ 330 9.1 14.5 46.4 9.4 7.9 4.8 7.9 

要介護２ 286 8.7 17.8 46.5 7.0 7.7 4.2 8.0 

要介護３ 120 6.7 15.0 35.0 11.7 10.8 3.3 17.5 

要介護４ 53 9.4 11.3 35.8 5.7 7.5 9.4 20.8 

要介護５ 46 0.0 4.3 23.9 8.7 6.5 19.6 37.0 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 10.8 16.2 51.1 4.0 5.0 4.0 9.0 

少路 223 4.5 18.8 48.4 9.0 7.6 3.1 8.5 

千里 245 11.0 12.2 49.8 8.6 9.4 2.4 6.5 

中央 204 11.3 19.1 40.2 7.4 5.4 4.4 12.3 

緑地 188 9.0 13.3 50.5 6.4 8.5 3.7 8.5 

服部 194 8.8 14.9 45.4 11.3 6.7 6.2 6.7 

庄内 284 11.3 22.2 40.8 7.4 6.0 2.8 9.5 

 

  

　　　　　　　区分

週１回以上 (n=156)

月２～３回 (n=273)

月１回 (n=753)

２か月に１回 (n=122)

３か月に１回 (n=111)

通院していない (n=60)

不明・無回答 (n=141)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

9.7

16.9

46.6

7.5

6.9

3.7

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②往診 

● 病院・医院からの往診の頻度については、「往診を受けていない」が38.0%で最も多く、「月２～

３回」(4.0%)、「月１回」(3.7%)がつづいています。また、現在、病院・医院からの往診を受けて

いる人は10.4%となっています。 

 
 

  ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「往診を受けていない」が最も多くなっています。 

    また、要支援１～２では「往診を受けていない」が、要介護４では「月２〜３回」と「月１回」

が、要介護５では「週１回以上」や「月２～３回」「月１回」が、それぞれ他の要介護度より多

くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「往診を受けていない」が最も多くなっています。 

 
   

合
計 

週
１
回
以
上 

月
２
～
３
回 

月
１
回 

２
か
月
に
１
回 

３
か
月
に
１
回 

往
診
を 

受
け
て
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 0.5 1.1 2.1 0.5 0.5 36.4 59.0 

要支援２ 342 1.2 0.3 0.9 0.9 0.9 37.1 58.8 

要介護１ 330 1.2 3.9 4.5 0.6 0.6 43.6 45.5 

要介護２ 286 1.0 5.6 4.2 0.7 0.7 40.9 46.9 

要介護３ 120 2.5 5.8 5.8 0.0 1.7 38.3 45.8 

要介護４ 53 3.8 17.0 11.3 1.9 1.9 30.2 34.0 

要介護５ 46 8.7 28.3 15.2 0.0 0.0 8.7 39.1 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 1.4 4.0 4.0 0.4 0.7 36.7 52.9 

少路 223 0.9 2.7 1.3 0.4 1.3 42.6 50.7 

千里 245 1.2 2.4 2.9 1.2 0.0 42.9 49.4 

中央 204 1.5 5.9 3.9 1.0 1.0 29.4 57.4 

緑地 188 1.6 5.3 4.8 0.0 1.1 36.7 50.5 

服部 194 1.5 3.1 5.2 0.0 1.0 42.8 46.4 

庄内 284 1.4 4.6 3.9 1.1 0.4 35.2 53.5 

 

  

　　　　　　　区分

週１回以上 (n=22)

月２～３回 (n=64)

月１回 (n=59)

２か月に１回 (n=10)

３か月に１回 (n=12)

往診を受けていない (n=614)

不明・無回答 (n=835)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

1.4

4.0

3.7

0.6

0.7

38.0

51.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問24 現在、訪問診療を利用していますか。（○は１つ） 

● 訪問診療の利用状況については、「利用していない」が 76.9%、「利用している」が 12.0%となっ

ています。 

 

 

● 要介護度別でみると、要支援１～要介護４で「利用していない」、要介護５で「利用している」

が多くなっています。 

また、要支援１～２では「利用していない」が、要介護４～５では「利用している」が、それぞ

れ他の要介護度より多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「利用していない」が多くなっています。 

 
 

  合計 利用している 利用していない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 3.4 86.8 9.8 

要支援２ 342 5.6 79.5 14.9 

要介護１ 330 13.9 75.8 10.3 

要介護２ 286 18.5 72.0 9.4 

要介護３ 120 16.7 70.8 12.5 

要介護４ 53 30.2 64.2 5.7 

要介護５ 46 54.3 32.6 13.0 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 12.9 77.7 9.4 

少路 223 7.2 80.3 12.6 

千里 245 10.6 80.8 8.6 

中央 204 15.7 74.5 9.8 

緑地 188 13.3 76.1 10.6 

服部 194 11.3 77.8 10.8 

庄内 284 13.0 71.8 15.1 

 

  

　　　　　　　区分

利用している (n=194)

利用していない (n=1,243)

不明・無回答 (n=179)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

12.0

76.9

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問25 現在、歯科医院にどの程度通院したり、往診を受けていますか。（①②それぞれについて、あ

てはまるものに○） 

①通院 

● 歯科医院への通院の頻度については、「通院していない」が 41.6%で最も多く、「３か月に１回」

(18.4%)、「月１回」(11.4%)がつづいています。また、現在、歯科医院に通院している人は 44.0%

となっています。 

 
 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「通院していない」が最も多くなっています。 

また、要支援１では「２か月に１回」と「３か月に１回」が、要支援２では「３カ月に１回」が、

要介護２～５では「通院していない」が、それぞれ他の要介護度より多くなっています。 

 ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「通院していない」が最も多くなっています。 

 また、庄内では「週１回以上」が、他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

週
１
回
以
上 

月
２
～
３
回 

月
１
回 

２
か
月
に
１
回 

３
か
月
に
１
回 

通
院
し
て
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 4.1 4.1 13.9 8.9 23.7 33.7 11.6 

要支援２ 342 4.1 7.3 10.5 6.4 24.0 31.9 15.8 

要介護１ 330 3.3 6.7 11.2 5.5 13.0 46.4 13.9 

要介護２ 286 1.0 5.2 8.7 4.9 15.0 51.7 13.3 

要介護３ 120 0.8 1.7 14.2 4.2 11.7 47.5 20.0 

要介護４ 53 1.9 0.0 11.3 0.0 11.3 56.6 18.9 

要介護５ 46 0.0 2.2 6.5 0.0 10.9 60.9 19.6 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 2.5 6.5 8.6 6.8 17.6 44.2 13.7 

少路 223 1.3 4.0 13.5 6.7 22.4 39.5 12.6 

千里 245 1.6 5.3 11.8 6.9 24.9 39.2 10.2 

中央 204 2.9 3.4 10.3 7.8 16.2 41.2 18.1 

緑地 188 2.1 7.4 13.8 5.3 16.5 41.0 13.8 

服部 194 4.1 2.6 9.3 5.2 16.5 48.5 13.9 

庄内 284 5.6 6.0 13.0 3.9 14.4 39.1 18.0 

 

  

　　　　　　　区分

週１回以上 (n=48)

月２～３回 (n=83)

月１回 (n=185)

２か月に１回 (n=98)

３か月に１回 (n=297)

通院していない (n=673)

不明・無回答 (n=232)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

3.0

5.1

11.4

6.1

18.4

41.6

14.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②往診 

● 歯科医院からの往診の頻度については、「往診を受けていない」が 47.2%で最も多く、「月１回」

(1.6%)、「３か月に１回」(1.2%)がつづいています。また、現在、歯科医院からの往診を受けて

いる人は 4.4%となっています。 

 
 

  ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「往診を受けていない」が最も多くなっています。 

    また、要支援１～２では「往診を受けていない」が、要介護４では「月２〜３回」と「月１回」

が、要介護５では「週１回以上」や「月２～３回」「月１回」が、それぞれ他の要介護度より多

くなっています。 

  ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「往診を受けていない」が最も多くなっています。 

  また、庄内では「週１回以上」が、他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

週
１
回
以
上 

月
２
～
３
回 

月
１
回 

２
か
月
に
１
回 

３
か
月
に
１
回 

往
診
を 

受
け
て
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 0.0 0.0 0.7 0.0 0.5 41.5 57.4 

要支援２ 342 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 43.6 55.0 

要介護１ 330 0.9 0.9 1.2 0.3 1.8 50.9 43.9 

要介護２ 286 0.3 0.7 1.4 0.0 1.7 53.5 42.3 

要介護３ 120 0.0 1.7 1.7 0.8 1.7 52.5 41.7 

要介護４ 53 1.9 5.7 11.3 1.9 3.8 49.1 26.4 

要介護５ 46 8.7 4.3 13.0 0.0 4.3 45.7 23.9 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 0.4 0.7 2.5 0.0 0.7 48.2 47.5 

少路 223 0.4 0.0 0.9 0.4 1.3 51.1 45.7 

千里 245 0.0 0.4 1.6 0.8 1.2 48.2 47.8 

中央 204 0.0 1.0 2.5 0.5 2.5 42.6 51.0 

緑地 188 1.1 2.7 1.1 0.0 1.1 50.0 44.1 

服部 194 0.5 1.0 1.5 0.0 1.5 55.7 39.7 

庄内 284 1.8 0.4 1.1 0.0 0.7 37.7 58.5 

 

  

　　　　　　　区分

週１回以上 (n=10)

月２～３回 (n=13)

月１回 (n=26)

２か月に１回 (n=4)

３か月に１回 (n=20)

往診を受けていない (n=762)

不明・無回答 (n=781)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

0.6

0.8

1.6

0.2

1.2

47.2

48.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問26 現在、薬剤師の訪問を受けていますか。（○は１つ） 

● 薬剤師の訪問の頻度については、「訪問を受けていない」が 83.8%で最も多く、「月２～３回」

(2.5%)、「月１回」(1.9%)がつづいています。また、薬剤師の訪問を受けている人は 5.5%となって

います。 

 
 

  ● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「訪問を受けていない」が最も多くなっています。 

    また、要支援１～２では「往診を受けていない」が、要介護４では「２か月に１回」が、それ

ぞれ他の要介護度より多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「訪問を受けていない」が最も多くなっています。 

 
   

合
計 

週
１
回
以
上 

月
２
～
３
回 

月
１
回 

２
か
月
に
１
回 

３
か
月
に
１
回 

訪
問
を 

受
け
て
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 0.2 0.2 2.1 0.0 0.5 86.6 10.5 

要支援２ 342 0.3 1.2 0.6 0.0 0.3 84.2 13.5 

要介護１ 330 1.2 3.6 2.7 0.0 0.3 81.8 10.3 

要介護２ 286 0.3 4.2 3.1 0.3 0.3 82.5 9.1 

要介護３ 120 0.8 5.0 0.0 0.0 0.8 81.7 11.7 

要介護４ 53 0.0 5.7 0.0 1.9 0.0 84.9 7.5 

要介護５ 46 2.2 4.3 4.3 0.0 0.0 82.6 6.5 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 0.4 2.5 1.1 0.4 0.0 85.3 10.4 

少路 223 0.0 2.2 2.2 0.0 0.0 84.8 10.8 

千里 245 0.8 2.4 2.0 0.0 0.8 84.5 9.4 

中央 204 1.5 2.5 2.0 0.0 0.0 83.3 10.8 

緑地 188 0.5 1.6 3.7 0.0 0.0 84.6 9.6 

服部 194 0.5 4.1 0.0 0.0 1.0 86.1 8.2 

庄内 284 0.4 2.1 2.5 0.4 0.7 79.6 14.4 

 

  

　　　　　　　区分

週１回以上 (n=9)

月２～３回 (n=40)

月１回 (n=31)

２か月に１回 (n=2)

３か月に１回 (n=6)

訪問を受けていない (n=1,355)

不明・無回答 (n=173)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

0.6

2.5

1.9

0.1

0.4

83.8

10.7

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

49



 50

問27 食べ物や飲み物、胃液などが誤って気管や気管支内に入ってしまう「誤嚥」（むせたり、咳き

込んだりする）の経験がありますか。（〇は１つ） 

● 誤嚥の経験の有無については、「いいえ」が 54.1%、「はい」が 40.7%となっています。 

 
  

● 要介護度別でみると、要支援１～要介護４で「いいえ」、要介護５で「はい」が多くなっています。 

また、要介護５では「はい」が、他の要介護度より多くなっています。 

 
 

  合計 はい いいえ 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 39.0 55.8 5.2 

要支援２ 342 40.9 52.0 7.0 

要介護１ 330 37.9 57.0 5.2 

要介護２ 286 44.4 52.4 3.1 

要介護３ 120 33.3 59.2 7.5 

要介護４ 53 43.4 54.7 1.9 

要介護５ 46 67.4 30.4 2.2 

 

問28 「誤嚥」により細菌が唾液や胃液とともに肺に流れ込んで肺炎の原因となることを知ってい

ますか。（〇は１つ） 

● 誤嚥が肺炎の原因になることを知っているかについては、「はい」が 67.0%、「いいえ」が 28.3%

となっています。 

 
 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「はい」が多くなっています。 

 
   合計 はい いいえ 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 71.5 24.8 3.6 

要支援２ 342 65.5 28.1 6.4 

要介護１ 330 63.9 30.6 5.5 

要介護２ 286 65.0 32.9 2.1 

要介護３ 120 58.3 32.5 9.2 

要介護４ 53 75.5 20.8 3.8 

要介護５ 46 80.4 17.4 2.2 

 

　　　　　　　区分

はい (n=657)

いいえ (n=875)

不明・無回答 (n=84)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

40.7

54.1

5.2

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

　　　　　　　区分

はい (n=1,082)

いいえ (n=458)

不明・無回答 (n=76)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

67.0

28.3

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問29 健康に不安を感じたとき、誰に相談しますか。主な相談者に○をつけてください。（○はいく

つでも） 

● 健康に不安を感じたときの相談相手については、「かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師」が

67.4%で最も多く、「家族・友人」(66.7%)、「ヘルパーやケアマネジャーなど」(24.7%)がつづいてい

ます。 

 
 

● 世帯状況別でみると、単身世帯では「かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師」、それ以外の世帯

では「家族・友人」が最も多くなっています。 

また、単身世帯では「ヘルパーやケアマネジャーなど」や「保健師・看護師・栄養士」、「相談

する人はいない」が、夫婦二人暮らし世帯と子どもやその他家族との同居世帯では「家族・友人」

が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

● 要介護度別でみると、要支援１～２と要介護４～５では「かかりつけの医師、歯科医師、薬剤

師」、要介護１～３では「家族・友人」が最も多くなっています。 

また、要支援１では「自分で調べる」が、要介護２では「保健師・看護師・栄養士」と「ヘルパ

ーやケアマネジャーなど」が、要介護４〜５では「保健師・看護師・栄養士」が、それぞれ他の要

介護度より多くなっています。 

 
   

合
計 

家
族
・友
人 

か
か
り
つ
け
の
医
師
、 

歯
科
医
師
、
薬
剤
師 

保
健
師
・看
護
師
・ 

栄
養
士 

ヘ
ル
パ
ー
や 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど 

自
分
で
調
べ
る 

そ
の
他 

相
談
す
る
人
は
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 53.9 71.1 7.4 30.6 7.9 1.7 1.9 3.4 

夫婦二人暮らし 550 73.8 67.3 4.0 21.1 7.8 0.4 0.9 3.6 

子どもやその他家族との同居 422 76.5 65.9 3.1 22.7 5.0 1.7 0.5 2.4 

その他 21 76.2 71.4 14.3 42.9 0.0 4.8 0.0 0.0 

要
介
護
度 

要支援１ 439 63.3 69.7 1.6 13.4 9.8 1.6 1.4 4.3 

要支援２ 342 64.9 71.9 2.0 20.8 7.9 1.2 0.6 4.7 

要介護１ 330 69.7 60.9 5.8 26.7 4.8 0.6 2.1 3.9 

要介護２ 286 69.6 69.2 8.0 35.3 3.8 1.0 0.3 3.1 

要介護３ 120 73.3 61.7 5.8 34.2 5.8 2.5 1.7 4.2 

要介護４ 53 60.4 62.3 15.1 37.7 5.7 0.0 1.9 5.7 

要介護５ 46 63.0 67.4 15.2 41.3 2.2 2.2 2.2 0.0 

(複数回答)

　　　　　　　区分

家族・友人 (n=1,078)

かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師 (n=1,089)

保健師・看護師・栄養士 (n=78)

ヘルパーやケアマネジャーなど (n=399)

自分で調べる (n=108)

その他 (n=20)

相談する人はいない (n=20)

不明・無回答 (n=65)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

66.7

67.4

4.8

24.7

6.7

1.2

1.2

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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介介護護保保険険ササーービビススににつついいてて  
 

問30 最初に要介護認定を受けようと思ったきっかけは何ですか。（○は１つ） 

● 要介護認定を受けようと思ったきっかけについては、「人から要介護認定を受けるように勧めら

れた」が 62.3%で最も多く、「前から介護が必要になったら認定を受けると決めていた」(19.7%)、

「覚えていない、わからない」(9.3%)がつづいています。 

  

  

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「人から要介護認定を受けるように勧められた」が最も

多くなっています。 

また、要支援２では「前から介護が必要になったら認定を受けると決めていた」が、他の要介護

度より多くなっています。 

 
   合計 

人から 

要介護認定を 

受けるように 

勧められた 

前から介護が 

必要になったら

認定を受けると 

決めていた 

覚えていない、 

わからない 
不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 60.6 20.7 6.8 11.8 

要支援２ 342 57.3 26.6 7.0 9.1 

要介護１ 330 63.6 18.8 10.6 7.0 

要介護２ 286 66.8 14.7 11.2 7.3 

要介護３ 120 65.8 13.3 13.3 7.5 

要介護４ 53 64.2 18.9 13.2 3.8 

要介護５ 46 65.2 13.0 13.0 8.7 

  

    

　　　　　　　区分

人から要介護認定を受けるように勧められた (n=1,006)

前から介護が必要になったら認定を受けると決め
ていた

(n=318)

覚えていない、わからない (n=150)

不明・無回答 (n=142)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

62.3

19.7

9.3

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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付問 要介護認定を受けるよう勧めてくれた人（施設）は誰ですか。(○はいくつでも） 

● 人から要介護認定を受けるように勧められた人について、勧めてくれた人をみると、「家族・親族」

が44.3%で最も多く、「かかりつけの医師や看護師」(27.4%)、「ケアマネジャー」(24.4%)がつづいて

います。 

 

 

● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「家族・親族」が最も多くなっています。 

また、単身世帯では「ケアマネジャー」や「市役所」「民生委員や校区福祉委員」が、子どもや

その他家族との同居世帯では「家族・親族」が、それぞれ他の世帯より多くなっています。 

 
   

合
計 

家
族
・親
族 

知
人
・友
人
や
近
所
の
人 

民
生
委
員
や 

校
区
福
祉
委
員 

市
役
所 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や 

福
祉
施
設
の
職
員 

か
か
り
つ
け
の
医
師
や 

看
護
師 

か
か
り
つ
け
の 

歯
科
医
師
や
薬
剤
師 

保
健
師
や
栄
養
士
等
の 

専
門
職 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 274 36.5 11.7 5.8 7.7 18.2 28.8 8.4 25.2 0.7 0.7 4.7 1.8 

夫婦二人暮らし 359 41.5 12.8 2.8 6.7 13.9 20.9 8.9 29.2 1.4 0.6 5.8 0.8 

子どもやその他家族との同居 284 56.3 9.2 1.4 1.8 12.7 22.2 6.0 28.2 0.4 0.4 5.3 1.8 

その他 13 53.8 15.4 0.0 0.0 23.1 30.8 7.7 23.1 0.0 0.0 15.4 0.0 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

家族・親族 (n=446)

知人・友人や近所の人 (n=114)

民生委員や校区福祉委員 (n=30)

市役所 (n=52)

地域包括支援センター (n=149)

ケアマネジャー (n=245)

介護サービス事業所や福祉施設の職員 (n=77)

かかりつけの医師や看護師 (n=276)

かかりつけの歯科医師や薬剤師 (n=9)

保健師や栄養士等の専門職 (n=7)

その他 (n=53)

不明・無回答 (n=14)

　　　　　　　全体 (n=1,006)

44.3

11.3

3.0

5.2

14.8

24.4

7.7

27.4

0.9

0.7

5.3

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、要支援１～要介護４では「家族・親族」、要介護５では「かかりつけの医

師や看護師」が最も多くなっています。 

また、要支援１では「知人・友人や近所の人」が、要介護２では「ケアマネジャー」が、それぞ

れ他の要介護度より多くなっています。 

   

合
計 

家
族
・親
族 

知
人
・友
人
や
近
所
の
人 

民
生
委
員
や 

校
区
福
祉
委
員 

市
役
所 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や 

福
祉
施
設
の
職
員 

か
か
り
つ
け
の
医
師
や 

看
護
師 

か
か
り
つ
け
の 

歯
科
医
師
や
薬
剤
師 

保
健
師
や
栄
養
士
等
の 

専
門
職 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 266 41.0 18.8 4.1 4.5 13.5 17.7 6.4 21.8 1.1 0.0 7.5 1.9 

要支援２ 196 35.7 12.2 3.1 5.1 18.9 19.9 8.7 24.5 0.0 1.5 5.6 2.6 

要介護１ 210 51.9 6.2 1.4 4.3 15.2 24.8 6.2 27.6 1.4 1.0 4.3 1.0 

要介護２ 191 44.5 7.9 2.1 7.3 14.1 32.5 8.4 31.4 1.6 1.0 3.7 1.0 

要介護３ 79 53.2 11.4 3.8 5.1 12.7 36.7 7.6 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

要介護４ 34 58.8 2.9 2.9 2.9 11.8 29.4 11.8 41.2 0.0 0.0 2.9 0.0 

要介護５ 30 36.7 6.7 6.7 6.7 10.0 20.0 13.3 46.7 0.0 0.0 16.7 0.0 
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問 31 あなたは、現在、（住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の）介護保険サービスを利用してい

ますか。（○は１つ） 

● 介護保険サービスの利用有無については、「サービスを利用している」が 58.5%、「サービスを利

用していない」が 32.5%となっています。 

 

  

● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「サービスを利用している」が多くなっています。 

  また、夫婦二人暮らし世帯では「サービスを利用していない」、子どもやその他家族との同居世

帯では「サービスを利用している」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

● 要介護度別でみると、要支援１では「サービスを利用していない」、要支援２～要介護５では

「サービスを利用している」が多くなっています。 

  また、要支援１では「サービスを利用していない」が、要介護２～５では「サービスを利用して

いる」が、それぞれ他の要介護度より多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「サービスを利用している」が多くなっています。 

 
   合計 

サービスを 

利用している 

サービスを 

利用していない 
不明・無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 57.5 33.3 9.1 

夫婦二人暮らし 550 54.7 37.5 7.8 

子どもやその他家族との同居 422 66.8 27.5 5.7 

その他 21 71.4 23.8 4.8 

要
介
護
度 

要支援１ 439 39.9 51.5 8.7 

要支援２ 342 51.2 37.1 11.7 

要介護１ 330 61.2 27.6 11.2 

要介護２ 286 76.9 17.5 5.6 

要介護３ 120 77.5 15.8 6.7 

要介護４ 53 79.2 11.3 9.4 

要介護５ 46 82.6 15.2 2.2 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 59.4 29.5 11.2 

少路 223 62.8 32.3 4.9 

千里 245 55.9 35.9 8.2 

中央 204 60.3 29.4 10.3 

緑地 188 56.9 35.1 8.0 

服部 194 63.4 29.9 6.7 

庄内 284 52.8 35.2 12.0 

  

    

　　　　　　　区分

サービスを利用している (n=945)

サービスを利用していない (n=526)

不明・無回答 (n=145)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

58.5

32.5

9.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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付問 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

● 介護保険サービスを利用していない人について、その理由をみると、「現状では、サービスを利用

するほどの状態ではない」が62.7%で最も多く、「本人にサービス利用の希望がない」(14.6%)、「家

族が介護をするため必要ない」(10.8%)がつづいています。 

  

 

● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が最

も多くなっています。 

  また、夫婦二人暮らし世帯では「家族が介護をするため必要ない」が、他の世帯と比べて多くな

っています。 
 

   

合
計 

現
状
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用 

す
る
ほ
ど
の
状
態
で
は
な
い 

本
人
に
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
希
望
が

な
い 

家
族
が
介
護
を
す
る
た
め
必
要

な
い 

以
前
、
利
用
し
て
い
た
サ
ー
ビ
ス

に
不
満
が
あ
っ
た 

利
用
料
を
支
払
う
の
が
難
し
い 

利
用
し
た
い
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で

き
な
い
、
身
近
に
な
い 

住
宅
改
修
、
福
祉
用
具
貸
与
・
購

入
の
み
を
利
用
す
る
た
め 

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
い
が
手
続
き

や
利
用
方
法
が
分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 157 65.0 10.8 4.5 5.7 5.1 1.9 3.8 7.0 5.1 8.9 

夫婦二人暮らし 206 60.7 15.0 16.0 2.9 3.4 2.9 7.3 7.8 7.8 4.9 

子どもやその他家族との同居 116 65.5 20.7 13.8 0.9 5.2 3.4 7.8 6.0 6.0 1.7 

その他 5 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

現状では、サービスを利用するほどの状態ではな
い

(n=330)

本人にサービス利用の希望がない (n=77)

家族が介護をするため必要ない (n=57)

以前、利用していたサービスに不満があった (n=17)

利用料を支払うのが難しい (n=21)

利用したいサービスが利用できない、身近にない (n=14)

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するた
め

(n=32)

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分から
ない

(n=36)

その他 (n=36)

不明・無回答 (n=34)

　　　　　　　全体 (n=526)

62.7

14.6

10.8

3.2

4.0

2.7

6.1

6.8

6.8

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、要支援１〜要介護２と要介護４では「現状では、サービスを利用するほど

の状態ではない」、要介護３と要介護５では「本人にサービス利用の希望がない」が最も多くなっ

ています。 

  また、要支援１では「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」」が、要支援２では

「住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため」が、要介護１では「サービスを受けたいが

手続きや利用方法が分からない」が、要介護２では「家族が介護をするため必要ない」、要介護

３・５では「本人にサービス利用の希望がない」が、それぞれ他の要介護度より多くなっています。 

 
   

合
計 

現
状
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
ほ
ど
の
状
態
で
は
な
い 

本
人
に
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
希
望
が

な
い 

家
族
が
介
護
を
す
る
た
め
必
要

な
い 

以
前
、
利
用
し
て
い
た
サ
ー
ビ
ス

に
不
満
が
あ
っ
た 

利
用
料
を
支
払
う
の
が
難
し
い 

利
用
し
た
い
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で

き
な
い
、
身
近
に
な
い 

住
宅
改
修
、
福
祉
用
具
貸
与
・
購

入
の
み
を
利
用
す
る
た
め 

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
い
が
手
続
き

や
利
用
方
法
が
分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 226 75.7 11.9 7.5 4.0 3.5 2.2 2.7 5.8 4.0 3.5 

要支援２ 127 61.4 8.7 14.2 3.1 6.3 3.9 13.4 4.7 9.4 3.9 

要介護１ 91 53.8 17.6 6.6 2.2 3.3 2.2 2.2 13.2 6.6 9.9 

要介護２ 50 42.0 20.0 20.0 4.0 2.0 4.0 10.0 6.0 10.0 18.0 

要介護３ 19 36.8 47.4 15.8 0.0 5.3 0.0 5.3 10.5 0.0 5.3 

要介護４ 6 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 33.3 0.0 

要介護５ 7 14.3 42.9 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 28.6 
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問32 担当しているケアマネジャーの対応に満足していますか。（○は１つ） 

● 担当ケアマネジャーの対応への満足度については、「満足」が 40.4%で最も多く、「ほぼ満足」

(28.8%)、「どちらともいえない」(10.2%)がつづいています。 

  また、担当ケアマネジャーの対応に満足している人（「満足」＋「ほぼ満足」）は 69.2%、不満を

もつ人（「やや不満」＋「不満」）は 2.9%となっています。 

 
 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「満足」が最も多くなっています。 

  また、要支援１では「どちらともいえない」が、要介護２では「満足」が、それぞれ他の要介護

度より多くなっています。 

 
   合計 満足 ほぼ満足 

どちらとも 

いえない 
やや不満 不満 

不明・ 

無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 34.6 21.9 13.7 1.4 0.5 28.0 

要支援２ 342 35.4 30.4 10.8 1.5 0.9 21.1 

要介護１ 330 43.0 30.3 9.1 2.7 1.5 13.3 

要介護２ 286 49.3 31.5 7.0 1.4 1.0 9.8 

要介護３ 120 45.0 36.7 5.8 2.5 1.7 8.3 

要介護４ 53 43.4 32.1 11.3 1.9 1.9 9.4 

要介護５ 46 43.5 32.6 10.9 6.5 0.0 6.5 

 

  

　　　　　　　区分

満足 (n=653)

ほぼ満足 (n=466)

どちらともいえない (n=165)

やや不満 (n=31)

不満 (n=16)

不明・無回答 (n=285)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

40.4

28.8

10.2

1.9

1.0

17.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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付問 不満に思われる理由は何ですか。（○はいくつでも） 

● 担当ケアマネジャーの対応について不満を持つ人（「やや不満」「不満」と回答した人）につい

て、その理由をみると、「定期的な連絡の回数が少ない」が 38.3%で最も多く、「親身になって話を

聞いてくれない」(31.9%)、「サービス利用に関する情報が少ない」(27.7%)がつづいています。 

 

 

 

 

問33 介護保険サービスを利用することにより、精神的・体力的にどのような変化がありましたか。

（①～⑤のそれぞれについて、あてはまるものに○） 

 ● 介護保険サービス利用による変化について「そう思う」と回答した人の割合をみると、『精神的

に楽になった』が 43.1%で最も多く、『自分でできることはしようとする意欲が出てきた』

（27.6%）、『体調がよくなった』（22.0%）、『家族への気兼ねが減った』（21.0%）、『外出する

ことが増えた』（18.1%）がつづきます。 

 
(n=1,616) 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

定期的な連絡の回数が少ない (n=18)

困ったときにすぐに対応してくれない (n=12)

親身になって話を聞いてくれない (n=15)

希望したケアプランになっていない (n=11)

わからないことなどを説明してくれない (n=11)

サービス利用に関する情報が少ない (n=13)

緊急時の連絡が取りにくい (n=11)

その他 (n=10)

不明・無回答 (n=3)

　　　　　　　全体 (n=47)

38.3

25.5

31.9

23.4

23.4

27.7

23.4

21.3

6.4

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

43.1 

21.0 

22.0 

18.1 

27.6 

15.0 

18.4 

21.9 

18.6 

19.4 

3.2 

7.2 

6.9 

12.6 

7.2 

38.7 

53.3 

49.2 

50.7 

45.8 

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

①精神的に楽になった

②家族への気兼ねが減った

③体調がよくなった

④外出することが増えた

⑤自分でできることはしようと

する意欲が出てきた

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答
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①精神的に楽になった 

● 『精神的に楽になった』という変化について、要介護度別でみると、全ての要介護度で「そう

思う」が最も多くなっています。 

また、要支援２では「そう思う」が、他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   合計 そう思う 

どちらとも 

いえない 
そう思わない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 32.1 10.0 3.4 54.4 

要支援２ 342 39.2 10.5 1.2 49.1 

要介護１ 330 50.3 18.5 3.3 27.9 

要介護２ 286 51.0 19.6 3.1 26.2 

要介護３ 120 46.7 20.8 5.0 27.5 

要介護４ 53 62.3 17.0 3.8 17.0 

要介護５ 46 45.7 26.1 8.7 19.6 

 

②家族への気兼ねが減った 

● 『家族への気兼ねが減った』という変化について、要介護度別でみると、要支援１や要介護

１・５では「どちらともいえない」、要支援１や要介護２・４では「そう思う」、要介護３では

「そう思う」と「どちらともいえない」が同値で最も多くなっています。 

 
   合計 そう思う 

どちらとも 

いえない 
そう思わない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 12.3 12.5 5.9 69.2 

要支援２ 342 18.4 9.9 6.4 65.2 

要介護１ 330 23.6 23.9 7.6 44.8 

要介護２ 286 28.3 24.5 7.3 39.9 

要介護３ 120 26.7 26.7 10.8 35.8 

要介護４ 53 39.6 24.5 7.5 28.3 

要介護５ 46 23.9 30.4 13.0 32.6 

 

③体調がよくなった 

● 『体調がよくなった』という変化について、要介護度別でみると、要支援１〜２や要介護４で

は「そう思う」、要介護１〜３や要介護５では「どちらともいえない」が最も多くなっています。 

また、要支援２では「そう思う」が、要介護５では「そう思わない」が、それぞれ他の要介護

度と比べて多くなっています。 

 
   合計 そう思う 

どちらとも 

いえない 
そう思わない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 18.0 13.4 5.5 63.1 

要支援２ 342 21.9 13.7 4.7 59.6 

要介護１ 330 23.3 28.2 7.0 41.5 

要介護２ 286 24.1 29.4 8.0 38.5 

要介護３ 120 25.0 31.7 10.0 33.3 

要介護４ 53 35.8 30.2 9.4 24.5 

要介護５ 46 13.0 37.0 19.6 30.4 
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④外出することが増えた 

● 『外出することが増えた』という変化について、要介護度別でみると、要支援１〜要介護１で

は「そう思う」、要介護２〜４では「どちらともいえない」、要介護５では「そう思わない」が

最も多くなっています。 

また、要介護５では「そう思わない」が、他の要介護度と比べて多くなっています。 

   合計 そう思う 
どちらとも 

いえない 
そう思わない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 14.1 11.8 8.0 66.1 

要支援２ 342 16.1 15.8 7.6 60.5 

要介護１ 330 24.2 20.0 12.7 43.0 

要介護２ 286 17.8 25.5 18.9 37.8 

要介護３ 120 20.8 25.8 17.5 35.8 

要介護４ 53 26.4 28.3 18.9 26.4 

要介護５ 46 13.0 19.6 32.6 34.8 

 

⑤自分でできることはしようとする意欲が出てきた 

● 『自分でできることはしようとする意欲が出てきた』という変化について、要介護度別でみる

と、要支援１〜要介護２や要介護４では「そう思う」、要介護３・５では「どちらともいえない」

が最も多くなっています。 

また、要支援１では「そう思う」が、要介護３では「どちらともいえない」と「そう思わない」

が、要介護５では「そう思わない」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   合計 そう思う 

どちらとも 

いえない 
そう思わない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 22.8 14.4 3.4 59.5 

要支援２ 342 32.5 9.6 3.2 54.7 

要介護１ 330 26.4 24.5 8.5 40.6 

要介護２ 286 32.5 25.2 10.8 31.5 

要介護３ 120 22.5 32.5 14.2 30.8 

要介護４ 53 43.4 20.8 9.4 26.4 

要介護５ 46 10.9 30.4 21.7 37.0 
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問34 地域密着型サービスの認知・利用状況と満足度、今後の利用意向についておたずねします。

（①～④のそれぞれのサービスについて、あてはまるものに○） 

 

◇認知・利用状況 

  ● 地域密着型サービスの認知・利用状況について「知っており、利用している」と回答した人の

割合をみると、『小規模多機能型居宅介護』が5.3%で最も多く、『定期巡回・随時対応型訪問介護

看護』（3.5%）、『看護小規模多機能型居宅介護』（2.6%）、『夜間対応型訪問介護』（1.7%）がつづい

ています。 

 
(n=1,616) 

 

①夜間対応型訪問介護 

● 『夜間対応型訪問介護』の認知・利用状況について、要介護度別でみると、全ての要介護度

で「知らない」が最も多くなっています。 

また、要介護１では「知らない」が、要介護５では「知っており、利用している」が、それ

ぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   合計 

知っており、 

利用している 

知っているが 

利用していない 
知らない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 0.5 19.6 41.2 38.7 

要支援２ 342 1.2 22.5 45.3 31.0 

要介護１ 330 3.0 17.0 56.1 23.9 

要介護２ 286 2.1 23.1 50.3 24.5 

要介護３ 120 0.0 27.5 53.3 19.2 

要介護４ 53 1.9 24.5 54.7 18.9 

要介護５ 46 10.9 23.9 45.7 19.6 

 

  

1.7 

5.3 

2.6 

3.5 

21.2 

18.9 

17.8 

17.6 

48.2 

44.4 

47.3 

48.3 

28.9 

31.4 

32.2 

30.6 

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

①夜間対応型訪問介護

②小規模多機能型

居宅介護

③看護小規模多機能型

居宅介護

④定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

知っており、利用している 知っているが利用していない 知らない 不明・無回答
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②小規模多機能型居宅介護 

● 『小規模多機能型居宅介護』の認知・利用状況について、要介護度別でみると、要支援１〜

要介護４では「知らない」、要介護５では「知っているが、利用していない」が最も多くなっ

ています。 

また、要介護３・５では「知っており、利用している」が、他の要介護度と比べて多くなっ

ています。 

 
   合計 

知っており、 

利用している 

知っているが 

利用していない 
知らない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 1.6 15.5 40.8 42.1 

要支援２ 342 2.3 19.6 45.0 33.0 

要介護１ 330 5.8 17.9 49.4 27.0 

要介護２ 286 6.6 21.0 44.8 27.6 

要介護３ 120 17.5 18.3 48.3 15.8 

要介護４ 53 5.7 28.3 45.3 20.8 

要介護５ 46 17.4 30.4 26.1 26.1 

 

③看護小規模多機能型居宅介護 

● 『看護小規模多機能型居宅介護』の認知・利用状況について、要介護度別でみると、全ての

要介護度で「知らない」が最も多くなっています。 

また、要介護２・５では「知っており、利用している」が、他の要介護度と比べて多くなっ

ています。 

 
   合計 

知っており、 

利用している 

知っているが 

利用していない 
知らない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 1.1 15.9 39.9 43.1 

要支援２ 342 0.9 19.6 45.3 34.2 

要介護１ 330 1.8 16.1 54.8 27.3 

要介護２ 286 5.2 18.9 48.3 27.6 

要介護３ 120 5.8 16.7 57.5 20.0 

要介護４ 53 3.8 24.5 50.9 20.8 

要介護５ 46 8.7 23.9 43.5 23.9 

 

④定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

● 『小規模多機能型居宅介護』の認知・利用状況について、要介護度別でみると、全ての要介

護度で「知らない」が最も多くなっています。 

また、要介護５では「知っており、利用している」が、他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   合計 

知っており、 

利用している 

知っているが 

利用していない 
知らない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 1.8 15.5 41.5 41.2 

要支援２ 342 2.0 19.6 45.3 33.0 

要介護１ 330 4.8 15.8 53.3 26.1 

要介護２ 286 4.2 18.5 51.4 25.9 

要介護３ 120 5.0 20.0 59.2 15.8 

要介護４ 53 5.7 22.6 52.8 18.9 

要介護５ 46 10.9 19.6 45.7 23.9 

63



 64

◇満足度 

  ● 地域密着型サービスを利用している人の満足度について、満足している人の割合（「満足」＋

「ほぼ満足」）をみると、『小規模多機能型居宅介護』が68.2%で最も多く、『定期巡回・随時対応

型訪問介護看護』（65.0%）、『看護小規模多機能型居宅介護』（57.2%）、『夜間対応型訪問介護』

（57.1%）がつづいています。 

    なお、「満足」と回答した人の割合については、『定期巡回・随時対応型訪問介護看護』が40.4%

で最も多くなっています。 

 
 

 

◇今後の利用意向 

  ● 地域密着型サービスの今後の利用意向について、「利用したい」と回答した人の割合をみると、

『夜間対応型訪問介護』が5.4%で最も多く、『小規模多機能型居宅介護』『定期巡回・随時対応型

訪問介護看護』（ともに5.3%）、『看護小規模多機能型居宅介護』（4.3%）がつづいています。 

 
(n=1,616) 

 

 

 

  

35.7 

28.2 

28.6 

40.4 

21.4 

40.0 

28.6 

24.6 

3.6 

4.7 

2.4 

1.8 

0.0 

2.4 

0.0 

1.8 

39.3

24.7

40.5

31.6

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

①夜間対応型訪問介護

(n=29)

②小規模多機能型

居宅介護(n=85)

③看護小規模多機能型

居宅介護(n=42)

④定期巡回・随時対応型

訪問介護看護(n=57)

満足 ほぼ満足 やや不満 不満 不明・無回答

5.4 

5.3 

4.3 

5.3 

3.3 

3.7 

2.8 

2.7 

30.6 

28.0 

28.8 

28.7 

60.6 

63.1 

64.0 

63.4 

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

①夜間対応型訪問介護

②小規模多機能型

居宅介護

③看護小規模多機能型

居宅介護

④定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

利用したい 利用したくない わからない 不明・無回答
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①夜間対応型訪問介護 

● 『夜間対応型訪問介護』の今後の利用意向について、要介護度別でみると、全ての要介護度

で「わからない」が最も多くなっています。 

また、要支援１では「わからない」が、要介護５では「利用したい」が、それぞれ他の要介

護度と比べて多くなっています。 

 
   合計 利用したい 利用したくない わからない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 3.4 1.6 27.8 67.2 

要支援２ 342 6.1 4.1 30.1 59.6 

要介護１ 330 7.0 5.2 31.2 56.7 

要介護２ 286 5.2 3.5 32.5 58.7 

要介護３ 120 4.2 2.5 35.0 58.3 

要介護４ 53 5.7 3.8 32.1 58.5 

要介護５ 46 13.0 2.2 30.4 54.3 

 

②小規模多機能型居宅介護 

● 『小規模多機能型居宅介護』の今後の利用意向について、要介護度別でみると、全ての要介

護度で「わからない」が最も多くなっています。 

また、要介護３では「利用したい」が、他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   合計 利用したい 利用したくない わからない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 3.9 2.1 25.3 68.8 

要支援２ 342 3.8 3.5 32.2 60.5 

要介護１ 330 5.8 4.2 27.9 62.1 

要介護２ 286 5.2 4.5 28.3 61.9 

要介護３ 120 12.5 6.7 23.3 57.5 

要介護４ 53 3.8 3.8 30.2 62.3 

要介護５ 46 8.7 4.3 30.4 56.5 

 

③看護小規模多機能型居宅介護 

● 『看護小規模多機能型居宅介護』の今後の利用意向について、要介護度別でみると、全ての

要介護度で「わからない」が最も多くなっています。 

 
   合計 利用したい 利用したくない わからない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 3.9 0.9 25.7 69.5 

要支援２ 342 3.5 3.8 31.6 61.1 

要介護１ 330 3.9 3.0 28.8 64.2 

要介護２ 286 3.8 2.8 30.8 62.6 

要介護３ 120 6.7 5.8 29.2 58.3 

要介護４ 53 7.5 3.8 26.4 62.3 

要介護５ 46 8.7 4.3 28.3 58.7 
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④定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

● 『定期巡回・随時対応型訪問介護看護』の今後の利用意向について、要介護度別でみると、

全ての要介護度で「わからない」が最も多くなっています。 

 
   合計 利用したい 利用したくない わからない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 4.3 1.4 24.6 69.7 

要支援２ 342 4.4 2.9 29.8 62.9 

要介護１ 330 5.8 3.0 30.3 60.9 

要介護２ 286 4.5 3.5 31.1 60.8 

要介護３ 120 7.5 5.0 28.3 59.2 

要介護４ 53 11.3 1.9 28.3 58.5 

要介護５ 46 10.9 0.0 32.6 56.5 

 

 

問35 あなたは、介護保険サービスを利用しながらも、できるだけ『自分でできること』を増やし

て（維持して）いきたいと思いますか。（〇は１つ） 

● 介護保険サービスを利用しながらも、できるだけ『自分でできること』を増やして（維持して）

いきたいと思うかについては、「そう思う」が 65.1%で最も多く、「そう思うができない」(13.9%)、

「わからない」(6.9%)がつづいています。 

 
 

● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「そう思う」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「そう思う」が、その他世帯では「そうは思わない」が、それぞれ他の世帯

と比べて多くなっています。 

 
   合計 そう思う 

そうは 

思わない 

そう思うが 

できない 
わからない その他 

不明・ 

無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 68.6 0.6 13.4 4.9 0.6 11.9 

夫婦二人暮らし 550 62.0 1.1 14.4 7.3 1.1 14.2 

子どもやその他家族との同居 422 67.3 1.7 14.7 7.8 0.5 8.1 

その他 21 47.6 19.0 19.0 14.3 0.0 0.0 

 

 

  

　　　　　　　区分

そう思う (n=1,052)

そうは思わない (n=20)

そう思うができない (n=225)

わからない (n=111)

その他 (n=12)

不明・無回答 (n=196)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

65.1

1.2

13.9

6.9

0.7

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、要支援１〜要介護４では「そう思う」、要介護５では「そう思うができな

い」が最も多くなっています。 

  また、要支援１〜２では「そう思う」が、要介護３〜５では「そう思うができない」が、それぞ

れ他の要介護度より多くなっています。 

 
   合計 そう思う 

そうは 

思わない 

そう思うが 

できない 
わからない その他 

不明・ 

無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 72.7 1.1 5.9 2.5 1.4 16.4 

要支援２ 342 71.1 0.3 6.4 5.8 0.9 15.5 

要介護１ 330 62.4 2.1 16.1 10.3 0.0 9.1 

要介護２ 286 64.3 1.0 19.2 8.0 0.3 7.0 

要介護３ 120 48.3 2.5 26.7 9.2 0.8 12.5 

要介護４ 53 50.9 1.9 32.1 9.4 1.9 3.8 

要介護５ 46 32.6 0.0 43.5 15.2 0.0 8.7 

 

 

問36 豊中市には、リハビリ専門職等による運動や栄養改善に向けた支援を３か月間集中的に行い、

生活機能の回復（改善）等をめざすサービスがあります。あなたが体力や生活機能が低下し

たときに利用したいですか。（〇は１つ） 

● リハビリ専門職等による運動や栄養改善に向けた支援を３か月間集中的に行い、生活機能の回復

（改善）等をめざすサービスの利用意向については、「利用したい」が 42.8%で最も多く、「わから

ない」(37.4%)、「利用したくない」(6.3%)がつづいています。 

 
 

● 要介護度別でみると、要支援１〜要介護１では「利用したい」、要介護２〜５では「わからない」

が最も多くなっています。 

  また、要支援１では「利用したい」が、他の要介護度より多くなっています。 

 
   合計 利用したい 利用したくない わからない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 49.0 3.9 32.6 14.6 

要支援２ 342 45.9 6.4 31.6 16.1 

要介護１ 330 41.8 6.1 39.1 13.0 

要介護２ 286 37.1 9.1 43.7 10.1 

要介護３ 120 37.5 5.8 41.7 15.0 

要介護４ 53 24.5 11.3 52.8 11.3 

要介護５ 46 39.1 6.5 45.7 8.7 

 

  

　　　　　　　区分

利用したい (n=692)

利用したくない (n=101)

わからない (n=604)

不明・無回答 (n=219)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

42.8

6.3

37.4

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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生生活活支支援援・・ササーービビススににつついいてて  
 

問37 現在、利用している、「介護保険サービス以以外外」の支援・サービスは何ですか。（○はいくつ

でも） 

● 現在、利用している「介護保険サービス以外」の支援・サービスについては、「利用していない」

が 51.7%で最も多くなっています。また、利用している支援・サービスの内容については、「掃除・

洗濯」が 12.6%で最も多く、「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）」(ともに 5.3%)、「配食」「買い物（宅配は含まない）」（ともに 5.1%）がつづいています。 

 

 

● 性別でみると、男女とも「利用していない」が５割程度を占めて最も多くなっており、性別で利

用しているサービス・支援の内容に大きな差異はありません。 

 
   

合
計 

配
食 

調
理 

掃
除
・洗
濯 

ゴ
ミ
出
し 

買
い
物
（宅
配
は
含
ま
な
い
） 

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 

不
明
・無
回
答 

性
別 

男性 586 6.0 3.4 10.6 2.9 3.9 5.3 5.6 2.6 2.4 1.0 51.5 21.2 

女性 1030 4.7 3.1 13.7 5.0 5.8 5.3 5.0 3.3 2.6 2.4 51.8 18.3 

 

 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

配食 (n=83)

調理 (n=52)

掃除・洗濯 (n=203)

ゴミ出し (n=68)

買い物（宅配は含まない） (n=83)

外出同行（通院、買い物など） (n=86)

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等） (n=85)

見守り、声かけ (n=49)

サロンなどの定期的な通いの場 (n=41)

その他 (n=31)

利用していない (n=836)

不明・無回答 (n=313)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

5.1

3.2

12.6

4.2

5.1

5.3

5.3

3.0

2.5

1.9

51.7

19.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「利用していない」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「掃除・洗濯」や「買い物（宅配は含まない）」「配食」「ゴミ出し」「見守り、

声かけ」が、夫婦二人暮らし世帯と子どもやその他家族との同居世帯では「利用していない」、その

他世帯では「見守り、声かけ」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「利用していない」が最も多くなっています。 

  また、要支援１では「利用していない」が、要介護２では「外出同行（通院、買い物など）」や

「買い物（宅配は含まない）」「ゴミ出し」が、要介護３では「移送サービス（介護・福祉タクシー

等）」と「ゴミ出し」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「利用していない」が最も多くなっています。 

 
   

合
計 

配
食 

調
理 

掃
除
・洗
濯 

ゴ
ミ
出
し 

買
い
物
（宅
配
は
含
ま
な
い
） 

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 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 9.1 3.8 20.0 7.0 9.6 5.3 7.0 5.5 3.0 3.2 38.0 18.5 

夫婦二人暮らし 550 3.8 3.5 9.6 3.3 3.8 4.4 4.2 1.6 1.5 1.3 56.7 21.1 

子どもやその他家族との同居 422 3.8 2.4 6.4 1.4 1.2 5.0 5.0 1.4 2.8 1.4 66.4 14.5 

その他 21 4.8 4.8 33.3 4.8 0.0 14.3 4.8 14.3 0.0 0.0 47.6 4.8 

要
介
護
度 

要支援１ 439 4.1 2.7 12.3 2.1 2.3 2.7 2.7 2.3 2.1 1.6 54.0 22.3 

要支援２ 342 3.8 2.3 14.0 2.9 5.0 3.2 3.8 2.0 1.5 2.0 49.4 23.7 

要介護１ 330 6.4 3.3 11.2 4.5 7.0 6.7 5.5 3.6 3.6 0.9 50.3 17.6 

要介護２ 286 5.9 4.2 16.1 6.6 8.7 9.4 7.7 4.2 3.5 2.4 48.6 15.7 

要介護３ 120 4.2 3.3 5.8 8.3 3.3 5.8 10.0 4.2 3.3 4.2 57.5 15.8 

要介護４ 53 9.4 5.7 9.4 3.8 1.9 7.5 9.4 1.9 0.0 0.0 54.7 17.0 

要介護５ 46 8.7 4.3 13.0 6.5 6.5 6.5 6.5 4.3 2.2 4.3 58.7 6.5 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 6.5 3.2 12.2 4.3 5.4 6.5 6.5 1.4 2.2 1.8 48.9 21.2 

少路 223 7.6 2.2 14.3 4.5 4.5 3.6 4.9 2.2 3.6 2.2 51.6 17.5 

千里 245 4.1 4.1 15.1 4.9 5.3 4.5 4.5 3.7 2.0 0.8 52.2 18.4 

中央 204 5.9 1.5 10.8 3.4 2.9 4.4 2.9 3.4 2.0 2.5 55.9 19.1 

緑地 188 2.7 4.8 12.8 4.8 4.3 5.3 10.1 2.7 3.7 2.7 54.3 14.4 

服部 194 5.2 3.6 13.9 3.6 7.7 6.2 5.7 4.1 1.5 1.0 53.1 16.5 

庄内 284 3.9 3.2 9.5 3.9 5.6 6.3 3.2 3.9 2.8 2.5 48.6 25.4 
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問38 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらなる充実

が必要と感じる支援・サービスを含む）は何ですか。（○はいくつでも） 

● 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスについては、「特にない」が 33.5%で最も多く

なっています。また、必要と感じる支援・サービスの内容については、「移送サービス（介護・福祉

タクシー等）」が 16.4%)で最も多く、「掃除・洗濯」(16.2%)、「外出同行（通院、買い物など）」

（14.2%）がつづいています。 

 

 

● 性別でみると、男女とも「特にない」が３割程度を占めて最も多くなっており、性別で利用して

いるサービス・支援の内容に大きな差異はありません。 

 
   

合
計 

配
食 

調
理 

掃
除
・洗
濯 

ゴ
ミ
出
し 

買
い
物
（宅
配
は
含
ま
な
い
） 

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
い 

不
明
・無
回
答 

性
別 

男性 586 11.3 9.4 14.2 7.5 8.2 13.5 14.8 7.3 4.9 2.6 34.6 22.7 

女性 1030 8.0 8.3 17.4 10.4 9.7 14.6 17.3 8.6 5.8 2.5 32.8 22.4 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

配食 (n=148)

調理 (n=140)

掃除・洗濯 (n=262)

ゴミ出し (n=151)

買い物（宅配は含まない） (n=148)

外出同行（通院、買い物など） (n=229)

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等） (n=265)

見守り、声かけ (n=132)

サロンなどの定期的な通いの場 (n=89)

その他 (n=41)

特にない (n=541)

不明・無回答 (n=364)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

9.2

8.7

16.2

9.3

9.2

14.2

16.4

8.2

5.5

2.5

33.5

22.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 世帯状況別でみると、単身世帯では「掃除・洗濯」、それ以外の世帯で「特にない」が最も多くな

っています。 

  また、単身世帯では「掃除・洗濯」や「ゴミ出し」「買い物（宅配は含まない）」「配食」「見守り、

声かけ」が、子どもやその他家族との同居世帯では「特にない」が、それぞれ他の世帯と比べて多

くなっています。 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「特にない」が最も多くなっています。 

  また、要介護１と要介護４では「外出同行（通院、買い物など）」が、他の要介護度と比べて多く

なっています。 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「特にない」が最も多くなっています。 

 
   

合
計 

配
食 

調
理 

掃
除
・洗
濯 

ゴ
ミ
出
し 

買
い
物
（宅
配
は
含
ま
な
い
） 

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
い 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 12.5 9.8 24.2 14.9 13.4 15.7 15.5 11.9 4.9 4.0 22.3 23.1 

夫婦二人暮らし 550 9.3 8.7 13.5 8.4 7.8 14.0 17.3 5.6 4.7 2.7 36.7 23.1 

子どもやその他家族との同居 422 6.4 8.1 11.1 3.8 5.7 13.0 19.0 6.4 6.9 0.7 45.7 16.1 

その他 21 4.8 4.8 9.5 0.0 4.8 19.0 28.6 19.0 19.0 0.0 28.6 4.8 

要
介
護
度 

要支援１ 439 7.3 8.2 18.5 8.4 6.8 10.3 12.3 6.8 5.5 3.0 37.6 21.2 

要支援２ 342 7.6 6.7 12.9 5.8 9.4 8.5 14.0 6.7 4.1 1.5 35.4 27.2 

要介護１ 330 10.9 9.1 16.4 12.7 10.9 19.7 17.6 9.7 6.4 1.8 31.8 21.5 

要介護２ 286 10.8 10.5 17.5 9.8 10.8 17.8 19.6 7.7 7.7 3.1 29.0 21.3 

要介護３ 120 9.2 10.0 15.0 12.5 10.0 16.7 22.5 9.2 4.2 2.5 30.0 23.3 

要介護４ 53 13.2 9.4 11.3 13.2 11.3 20.8 20.8 15.1 0.0 1.9 34.0 22.6 

要介護５ 46 10.9 8.7 19.6 4.3 2.2 17.4 23.9 13.0 6.5 8.7 28.3 13.0 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 6.8 7.9 14.4 9.7 6.8 12.9 16.5 6.1 5.0 3.6 36.7 20.9 

少路 223 11.2 11.2 22.0 11.2 12.6 13.0 17.5 9.0 7.6 3.6 30.0 21.1 

千里 245 12.2 11.8 19.6 12.7 9.8 15.1 19.2 10.6 6.5 1.6 31.8 16.3 

中央 204 7.4 4.9 9.8 9.8 5.4 13.7 13.7 7.8 5.9 2.9 38.2 23.0 

緑地 188 7.4 7.4 17.6 7.4 8.5 18.1 15.4 7.4 4.8 1.1 39.4 18.1 

服部 194 10.8 10.3 17.5 10.3 11.3 14.9 17.0 9.3 3.6 1.5 32.0 26.3 

庄内 284 8.5 7.0 13.4 4.9 9.9 12.7 15.1 7.4 4.9 2.8 28.2 30.6 
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問39 豊中市の高齢者福祉サービスについて、現在の利用状況と今後の利用意向をおたずねします。

（①～⑧のそれぞれのサービスについて、あてはまるもに○） 

 

①在宅給食サービス 

◇現在の利用状況 

  ● 「利用していない」が72.3%、「利用している」が3.7%となっています。 

 

◇今後の利用意向 

  ● 「利用したいとは思わない」が30.1%、「利用したい」が24.8%となっています。 

 
 

 

②一定時間、人の動きがない場合、自動的に通報されるサービス 

◇現在の利用状況 

  ● 「利用していない」が 70.9%、「利用している」が 1.4%となっています。 

 

◇今後の利用意向 

  ● 「利用したいとは思わない」が 29.2%、「利用したい」が 23.6%となっています。 

 
 

 

　　　　　　　区分

利用している (n=60)

利用していない (n=1,168)

不明・無回答 (n=388)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

3.7

72.3

24.0

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

　　　　　　　区分

利用したい (n=400)

利用したいとは思わない (n=487)

不明・無回答 (n=729)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

24.8

30.1

45.1

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

　　　　　　　区分

利用している (n=23)

利用していない (n=1,146)

不明・無回答 (n=447)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

1.4

70.9

27.7

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

　　　　　　　区分

利用したい (n=381)

利用したいとは思わない (n=472)

不明・無回答 (n=763)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

23.6

29.2

47.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③緊急通報システム事業 

◇現在の利用状況 

  ● 「利用していない」が 66.0%、「利用している」が 7.2%となっています。 

 

◇今後の利用意向 

  ● 「利用したい」が 32.0%、「利用したいとは思わない」が 20.5%となっています。 

 
 

 

④電磁調理器や火災警報器等の給付 

◇現在の利用状況 

  ● 「利用していない」が 59.3%、「利用している」が 13.4%となっています。 

 

◇今後の利用意向 

  ● 「利用したい」が 26.1%、「利用したいとは思わない」が 20.8%となっています。 

 
 

  

　　　　　　　区分

利用している (n=116)

利用していない (n=1,067)

不明・無回答 (n=433)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

7.2

66.0

26.8

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

　　　　　　　区分

利用したい (n=517)

利用したいとは思わない (n=331)

不明・無回答 (n=768)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

32.0

20.5

47.5

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

　　　　　　　区分

利用している (n=217)

利用していない (n=959)

不明・無回答 (n=440)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

13.4

59.3

27.2

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

　　　　　　　区分

利用したい (n=422)

利用したいとは思わない (n=336)

不明・無回答 (n=858)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

26.1

20.8

53.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑤一人暮らし高齢者等の生活援助サービス 

◇現在の利用状況 

  ● 「利用していない」が 64.7%、「利用している」が 4.0%となっています。 

 

◇今後の利用意向 

  ● 「利用したい」が 24.7%、「利用したいとは思わない」が 23.9%となっています。 

 
 

 

⑥紙おむつの支給 

◇現在の利用状況 

  ● 「利用していない」が 70.7%、「利用している」が 3.6%となっています。 

 

◇今後の利用意向 

  ● 「利用したい」が 29.7%、「利用したいとは思わない」が 24.1%となっています。 

 
  

　　　　　　　区分

利用している (n=64)

利用していない (n=1,046)

不明・無回答 (n=506)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

4.0

64.7

31.3

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

　　　　　　　区分

利用したい (n=399)

利用したいとは思わない (n=387)

不明・無回答 (n=830)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

24.7

23.9

51.4

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

　　　　　　　区分

利用している (n=58)

利用していない (n=1,142)

不明・無回答 (n=416)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

3.6

70.7

25.7

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

　　　　　　　区分

利用したい (n=480)

利用したいとは思わない (n=390)

不明・無回答 (n=746)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

29.7

24.1

46.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑦訪問理美容サービス 

◇現在の利用状況 

  ● 「利用していない」が 71.0%、「利用している」が 3.7%となっています。 

 

◇今後の利用意向 

  ● 「利用したいとは思わない」が 26.5%、「利用したい」が 26.3%となっています。 

 
 

 

⑧通院等の外出支援サービス 

◇現在の利用状況 

  ● 「利用していない」が 70.5%、「利用している」が 4.2%となっています。 

 

◇今後の利用意向 

  ● 「利用したい」が 33.3%、「利用したいとは思わない」が 21.7%となっています。 

 
 

  

　　　　　　　区分

利用している (n=59)

利用していない (n=1,148)

不明・無回答 (n=409)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

3.7

71.0

25.3

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

　　　　　　　区分

利用したい (n=425)

利用したいとは思わない (n=428)

不明・無回答 (n=763)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

26.3

26.5

47.2

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

　　　　　　　区分

利用している (n=68)

利用していない (n=1,139)

不明・無回答 (n=409)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

4.2

70.5

25.3

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

　　　　　　　区分

利用したい (n=538)

利用したいとは思わない (n=351)

不明・無回答 (n=727)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

33.3

21.7

45.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問40 今まで、ボランティアなどによるサービスを利用されたことがありますか。（○はいくつでも） 

● ボランティアなどによるサービスの利用については、「利用したことはないが、今後利用したい」

が 39.8%で最も多く、「利用したことはなく、今後も利用したくない」が 27.8%でつづいています。

また、利用したことがあるサービスとしては、「掃除・洗濯・調理などの家事援助」が 6.3%)が最も

多く、「買い物の援助」（2.7%）、「見守りや声かけの安否確認」（2.4%）がつづいています。 

  

  

 ● 性別でみると、男女とも「利用したことがないが、今後利用したい」が最も多くなっています。 

● 年齢階層別でみると、70～74 歳では「利用したことがなく、今後も利用したくない」、他の年齢

階層では「利用したことがないが、今後利用したい」が最も多くなっています。 

   また、65～69 歳では 70 歳以上と比べて「掃除・洗濯・調理などの家事援助」が多くなっています。 

 

    合
計 

買
い
物
の
援
助 

掃
除
・
洗
濯
・
調
理
な
ど
の

家
事
援
助 

通
院
や
散
歩
な
ど
の 

外
出
援
助 

給
食
サ
ー
ビ
ス 

見
守
り
や
声
か
け
の 

安
否
確
認 

地
域
の
交
流
の
場
に
参
加 

そ
の
他 

利
用
し
た
こ
と
が
な
い
が
、

今
後
利
用
し
た
い 

利
用
し
た
こ
と
が
な
く
、 

今
後
も
利
用
し
た
く
な
い 

不
明
・無
回
答 

性
別 

男性 586 1.7 4.8 0.9 0.7 1.4 1.0 1.4 41.8 28.0 21.0 

女性 1030 3.3 7.2 2.3 1.4 2.9 2.9 1.0 38.6 27.8 19.2 

年
齢
階
層 

65～69 歳 50 2.0 10.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 40.0 32.0 16.0 

70～74 歳 144 3.5 4.9 3.5 0.7 1.4 0.7 1.4 34.0 36.1 20.1 

75～79 歳 299 2.0 4.7 1.7 0.7 2.7 2.3 1.7 46.8 24.4 18.4 

80～84 歳 471 2.1 5.5 1.7 1.1 1.9 3.4 1.1 41.0 24.0 22.3 

85 歳以上 652 3.4 7.7 1.7 1.4 2.9 1.7 0.9 37.0 30.1 19.0 

 

 

 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

買い物の援助 (n=44)

掃除・洗濯・調理などの家事援助 (n=102)

通院や散歩などの外出援助 (n=29)

給食サービス (n=18)

見守りや声かけの安否確認 (n=38)

地域の交流の場に参加 (n=36)

その他 (n=18)

利用したことはないが、今後利用したい (n=643)

利用したことはなく、今後も利用したくない (n=450)

不明・無回答 (n=321)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

2.7

6.3

1.8

1.1

2.4

2.2

1.1

39.8

27.8

19.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 世帯状況別でみると、子どもやその家族との同居世帯は「利用したことがなく、今後も利用したく

ない」、それ以外の世帯では「利用したことがないが、今後利用したい」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「掃除・洗濯・調理などの家事援助」をはじめ「買い物の援助」「給食サー

ビス」「見守りや声かけの安否確認」「地域の交流の場に参加」、夫婦二人暮らし世帯では「利用

したことがないが、今後利用したい」、子どもやその家族との同居世帯では「利用したことがなく、

今後も利用したくない」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

  このことから、単身世帯ではそれ以外の世帯と比べてボランティアの利用が多く、子どもやその家

族との同居世帯は利用意向が低いことがわかります。 

● 要介護度別でみると、要介護２・４では「利用したことがなく、今後も利用したくない」、他の要

介護度では「利用したことがないが、今後利用したい」が最も多くなっています。 

  また、要介護２では「利用したことがなく、今後も利用したくない」が、他の要介護度と比べて

多くなっています。 

 

    合
計 

買
い
物
の
援
助 

掃
除
・
洗
濯
・
調
理
な
ど
の

家
事
援
助 

通
院
や
散
歩
な
ど
の 

外
出
援
助 

給
食
サ
ー
ビ
ス 

見
守
り
や
声
か
け
の 

安
否
確
認 

地
域
の
交
流
の
場
に
参
加 

そ
の
他 

利
用
し
た
こ
と
が
な
い
が
、

今
後
利
用
し
た
い 

利
用
し
た
こ
と
が
な
く
、 

今
後
も
利
用
し
た
く
な
い 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 4.2 10.8 1.9 2.3 4.0 3.4 1.1 38.2 23.4 18.3 

夫婦二人暮らし 550 1.5 4.4 1.1 0.4 0.7 1.3 0.9 44.7 25.8 21.8 

子どもやその家族との同居 422 0.5 2.4 1.2 0.2 1.2 1.7 1.4 38.2 38.9 16.6 

その他 21 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5 4.8 47.6 23.8 4.8 

要
介
護
度 

要支援１ 439 1.6 7.7 0.5 0.9 3.2 2.7 0.9 43.1 22.8 20.0 

要支援２ 342 2.0 6.1 1.8 0.6 2.3 3.8 0.9 38.9 21.1 26.6 

要介護１ 330 3.3 7.0 2.7 0.6 2.1 1.8 1.5 39.7 28.8 18.2 

要介護２ 286 4.9 5.6 3.1 2.1 2.4 1.0 1.0 33.9 39.5 15.7 

要介護３ 120 3.3 6.7 2.5 2.5 1.7 0.8 1.7 44.2 25.8 17.5 

要介護４ 53 1.9 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 1.9 37.7 39.6 15.1 

要介護５ 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 39.1 17.4 
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付問 ボランティアなどによるサービスを利用された満足度についておたずねします。（〇は１つ） 

● 今までボランティアを利用したことがある人のボランティア利用の満足度をみると、「ほぼ満足」

が 34.7%で最も多く、「満足」(26.2%)、「やや不満」(6.4%)がつづいています。 

  また、ボランティア利用に満足している人（「満足」＋「ほぼ満足」）は 60.9%となっており、不

満な人（「やや不満」＋「不満」）は 9.9%となっています。 

 

 

  

　　　　　　　区分

満足 (n=53)

ほぼ満足 (n=70)

やや不満 (n=13)

不満 (n=7)

不明・無回答 (n=59)

　　　　　　　全体 (n=202)

26.2

34.7

6.4

3.5

29.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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地地域域包包括括支支援援セセンンタターーににつついいてて  
 

問41 地域包括支援センターをご存知ですか。（〇は１つ） 

● 地域包括支援センターの認知状況については、「知っており、センターの役割や内容について理

解している」が 35.0%で最も多く、「知っているが、センターの役割や内容についてはわからない」

(32.5%)、「知らない」(21.8%)がつづいています。 

  

 

● 要介護度別でみると、要支援１と要介護３では「知っており、センターの役割や内容について理

解している」、要支援２や要介護１・２・５では「知っているが、センターの役割や内容について

はわからない」、要介護４では「知っており、センターの役割や内容について理解している」と

「知らない」が同値で最も多くなっています。 

  また、要介護２では「利用したことがなく、今後も利用したくない」が、他の要介護度と比べて

多くなっています。 

 ● 日常生活圏域別でみると、少路や千里、中央では「知っており、センターの役割や内容について

理解している」、柴原や緑地、服部では「知っているが、センターの役割や内容についてはわから

ない」、庄内では「知らない」が最も多くなっています。 

   また、少路では「知っており、センターの役割や内容について理解している」、庄内と服部では

「知らない」が、それぞれ他の圏域より多くなっています。 

 
   合計 

知っており、 
センターの役割や

内容について 
理解している 

知っているが 
センターの役割や
内容については 

わからない 

知らない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 43.3 31.4 15.3 10.0 

要支援２ 342 36.3 36.8 13.5 13.5 

要介護１ 330 30.3 31.5 26.7 11.5 

要介護２ 286 26.2 34.3 30.1 9.4 

要介護３ 120 38.3 23.3 30.0 8.3 

要介護４ 53 32.1 28.3 32.1 7.5 

要介護５ 46 28.3 37.0 26.1 8.7 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 34.9 35.3 20.5 9.4 

少路 223 49.3 27.8 14.3 8.5 

千里 245 40.0 34.3 18.0 7.8 

中央 204 33.3 32.8 23.5 10.3 

緑地 188 34.6 35.6 17.6 12.2 

服部 194 24.7 35.6 29.4 10.3 

庄内 284 27.8 27.8 28.5 15.8 

　　　　　　　区分

知っており、センターの役割や内容について理解
している

(n=565)

知っているが、センターの役割や内容については
わからない

(n=526)

知らない (n=352)

不明・無回答 (n=173)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

35.0

32.5

21.8

10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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付問 地域包括支援センターのことをどのようにして知りましたか。（○はいくつでも） 

● 地域包括支援センターを知ったきっかけについては、「ケアマネジャー」が 34.2%で最も多く、

「市の広報誌」(32.3%)、「友人・知人」(17.0%)がつづいています。 

  

 

 ● 日常生活圏域別でみると、千里と服部では「市の広報誌」、その他の圏域では「ケアマネジャー」

が最も多くなっています。 

   また、中央では「市役所」が、他の圏域より多くなっています。 

 
   

合
計 

市
の
広
報
誌 

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

市
役
所 

チ
ラ
シ
・ポ
ス
タ
ー 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

民
生
委
員 

病
院 

友
人
・知
人 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 195 36.9 5.6 12.3 4.1 39.0 6.2 14.9 18.5 7.2 1.5 

少路 172 29.7 2.9 16.3 2.3 31.4 6.4 17.4 15.7 9.3 2.9 

千里 182 30.8 5.5 12.1 3.3 30.2 7.7 15.4 17.6 7.7 2.2 

中央 135 27.4 5.2 23.0 3.7 31.9 7.4 11.1 19.3 4.4 5.9 

緑地 132 30.3 3.0 17.4 4.5 37.1 10.6 16.7 13.6 6.1 1.5 

服部 117 35.9 3.4 11.1 3.4 30.8 4.3 17.9 14.5 6.0 2.6 

庄内 158 34.2 5.7 16.5 3.2 38.0 6.3 15.2 18.4 3.2 1.9 

 

 

 

 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

市の広報誌 (n=352)

市のホームページ (n=50)

市役所 (n=167)

チラシ・ポスター (n=38)

ケアマネジャー (n=373)

民生委員 (n=76)

病院 (n=169)

友人・知人 (n=185)

その他 (n=70)

不明・無回答 (n=28)

　　　　　　　全体 (n=1,091)

32.3

4.6

15.3

3.5

34.2

7.0

15.5

17.0

6.4

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問42 地域包括支援センターを利用（相談）したことはありますか。また、今後についてはどうお

考えですか。（〇は１つ） 

● 「利用したことがあり、今後も利用したい」が 39.2%で最も多く、「わからない」(24.3%)、「利

用したことはないが、今後は利用したい」(20.8%)がつづいています。 

 

 

● 要介護度別でみると、要支援１・２や要介護１・３では「利用したことがあり、今後も利用した

い」、要介護２・４では「わからない」、要介護５では「利用したことがあり、今後も利用したい」

や「利用したことはないが、今後は利用したい」「わからない」が同値で最も多くなっています。 

  また、要支援１・２では「利用したことがあり、今後も利用したい」、要介護１・２では「わか

らない」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 ● 日常生活圏域別でみると、服部では「わかんらい」、その他の圏域では「利用したことがあり、

今後も利用したい」が最も多くなっています。 

   また、少路と千里では「利用したことがあり、今後も利用したい」、庄内と服部では「わからな

い」が、それぞれ他の圏域より多くなっています。 

 
   合計 

利用したこと 
があり、 
今後も利用 
したい 

利用したこと 
があるが、 
今後は利用 
したくない 

利用したこと 
はないが、 
今後は利用
したい 

利用したこと 
はなく、 
今後も利用 
したくない 

わからない 
不明・ 
無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 49.0 1.4 22.6 3.4 17.1 6.6 

要支援２ 342 44.7 1.5 20.2 3.8 18.7 11.1 

要介護１ 330 33.9 1.8 17.9 4.8 30.3 11.2 

要介護２ 286 31.1 1.4 21.7 4.2 31.5 10.1 

要介護３ 120 30.8 2.5 21.7 7.5 25.8 11.7 

要介護４ 53 26.4 5.7 15.1 1.9 35.8 15.1 

要介護５ 46 28.3 0.0 28.3 6.5 28.3 8.7 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 37.4 1.4 22.7 4.7 23.7 10.1 

少路 223 52.0 1.8 19.7 4.5 14.8 7.2 

千里 245 43.7 3.3 21.2 3.3 20.8 7.8 

中央 204 37.3 0.5 25.0 4.9 23.0 9.3 

緑地 188 39.4 3.2 20.7 5.3 21.3 10.1 

服部 194 32.5 0.5 21.6 2.6 34.5 8.2 

庄内 284 32.7 1.1 15.8 4.6 31.0 14.8 

 

  

　　　　　　　区分

利用したことがあり、今後も利用したい (n=633)

利用したことがあるが、今後は利用したくない (n=27)

利用したことはないが、今後は利用したい (n=336)

利用したことはなく、今後も利用したくない (n=69)

わからない (n=392)

不明・無回答 (n=159)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

39.2

1.7

20.8

4.3

24.3

9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問43 地域包括支援センターを利用（相談）した場合に、相談したい内容は何ですか。（○はいくつでも）  

● 地域包括支援センターに相談したいことについては、「介護保険・福祉サービスなどの紹介や利

用・申請方法の相談」が 24.7%で最も多く、「要支援認定を受けた方の介護予防のケアプラン作成」

(24.3%)、「特にない」(21.7%)がつづいています。 

 

 

● 要介護度別でみると、要支援１・２では「要支援認定を受けた方の介護予防のケアプラン作成」、

要介護１では「介護保険・福祉サービスなどの紹介や利用・申請方法の相談」、要介護２・４では

「特にない」、要介護３では「認知症に関する相談」「介護保険・福祉サービスなどの紹介や利

用・申請方法の相談」が同値、要介護５では「在宅での介護の方法や対応についての相談」「特に

ない」が同値で最も多くなっています。 

  また、要支援１・２では「要支援認定を受けた方の介護予防のケアプラン作成」、要介護２では

「特にない」、要介護３では「認知症に関する相談」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっ

ています。 

 
   

合
計 

要
支
援
認
定
を
受
け
た
方
の 

介
護
予
防
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成 

運
動
、
お
口
の
機
能
向
上
な
ど

介
護
予
防
に
つ
い
て
の
相
談 

認
知
症
に
関
す
る
相
談 

虐
待
、
金
銭
管
理
な
ど
高
齢
者

の
権
利
擁
護
の
相
談 

介
護
保
険
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

紹
介
や
利
用
・
申
請
方
法
の
相
談 

在
宅
で
の
介
護
の
方
法
や
対
応

に
つ
い
て
の
相
談 

地
域
の
自
主
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や

福
祉
活
動
な
ど
の
地
域
情
報 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 31.2 7.7 13.7 1.1 28.7 18.2 9.1 2.7 18.2 19.8 

要支援２ 342 27.5 8.5 8.8 2.0 24.9 18.4 4.4 3.2 18.7 25.4 

要介護１ 330 22.1 10.0 19.1 1.5 27.0 18.8 7.9 0.6 23.0 21.2 

要介護２ 286 17.8 6.3 17.1 1.4 19.6 16.8 4.5 2.8 27.6 23.8 

要介護３ 120 15.8 6.7 24.2 1.7 24.2 19.2 5.0 1.7 20.8 25.0 

要介護４ 53 18.9 5.7 18.9 5.7 15.1 11.3 7.5 1.9 32.1 22.6 

要介護５ 46 19.6 6.5 10.9 0.0 13.0 21.7 0.0 8.7 21.7 26.1 

(複数回答)

　　　　　　　区分

要支援認定を受けた方の介護予防のケアプラン作
成

(n=393)

運動、お口の機能向上など介護予防についての
相談

(n=128)

認知症に関する相談 (n=246)

虐待、金銭管理など高齢者の権利擁護の相談 (n=26)

介護保険・福祉サービスなどの紹介や利用・申請
方法の相談

(n=399)

在宅での介護の方法や対応についての相談 (n=292)

地域の自主的なボランティアや福祉活動などの地
域情報

(n=104)

その他 (n=40)

特にない (n=351)

不明・無回答 (n=366)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

24.3

7.9

15.2

1.6

24.7

18.1

6.4

2.5

21.7

22.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 日常生活圏域別でみると、柴原と庄内では「特にない」、少路と中央では「要支援認定を受けた

方の介護予防のケアプラン作成」、千里や緑地、服部では「介護保険・福祉サービスなどの紹介や

利用・申請方法の相談」が最も多くなっています。 

  また、千里では「介護保険・福祉サービスなどの紹介や利用・申請方法の相談」と「在宅での介

護の方法や対応についての相談」、庄内では「特にない」が、他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

要
支
援
認
定
を
受
け
た
方
の 

介
護
予
防
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成 

運
動
、
お
口
の
機
能
向
上
な
ど 

介
護
予
防
に
つ
い
て
の
相
談 

認
知
症
に
関
す
る
相
談 

虐
待
、
金
銭
管
理
な
ど
高
齢
者
の 

権
利
擁
護
の
相
談 

介
護
保
険
・福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

紹
介
や
利
用
・申
請
方
法
の
相
談 

在
宅
で
の
介
護
の
方
法
や
対
応 

に
つ
い
て
の
相
談 

地
域
の
自
主
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や

福
祉
活
動
な
ど
の
地
域
情
報 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 19.8 6.8 12.6 1.8 21.9 16.9 5.8 2.5 22.7 23.7 

少路 223 28.7 10.3 19.7 0.9 28.3 18.8 9.0 3.1 16.1 21.1 

千里 245 28.2 8.6 16.7 1.6 30.6 23.3 9.0 2.4 14.7 20.4 

中央 204 26.5 4.9 16.2 1.0 23.5 18.1 3.4 1.5 25.5 19.1 

緑地 188 26.1 5.9 17.0 1.6 26.6 19.1 6.9 3.2 20.7 20.7 

服部 194 23.7 10.3 14.9 1.5 24.2 16.5 4.6 3.1 20.1 26.8 

庄内 284 19.7 8.5 11.3 2.5 19.4 14.4 6.0 1.8 30.3 25.7 
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問44 あなたが、地域包括支援センターに期待するもの、求めるものは何ですか。（○はいくつでも） 

● 地域包括支援センターに期待することについては、「地域の課題に応じた取り組みを強化してほ

しい」が 23.5%で最も多く、「専門職を増やし、適切なアドバイスをしてほしい」(16.2%)、「もっ

と身近な場所に設置してほしい」(15.8%)がつづいています。 

 
 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「地域の課題に応じた取り組みを強化してほしい」が最

も多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、緑地では「もっと身近な場所に設置してほしい」、その他の圏域では

「地域の課題に応じた取り組みを強化してほしい」が最も多くなっています。 

 
   

合
計 

も
っ
と
身
近
な
場
所
に 

設
置
し
て
ほ
し
い 

自
宅
な
ど
相
談
に 

今
以
上
に 

出
向
い
て
ほ
し
い 

地
域
に
出
向
い
て
の 

講
座
等
を
も
っ
と 

し
て
ほ
し
い 

専
門
職
を
増
や
し
、 

適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を 

し
て
ほ
し
い 

地
域
の
課
題
に 

応
じ
た
取
り
組
み
を 

強
化
し
て
ほ
し
い 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 16.2 10.5 7.1 13.7 26.9 9.1 38.0 

要支援２ 342 13.5 12.6 6.4 16.1 21.9 8.2 42.4 

要介護１ 330 17.3 14.5 5.5 15.5 22.1 9.1 37.6 

要介護２ 286 15.7 15.4 5.2 18.9 20.3 9.8 39.9 

要介護３ 120 18.3 14.2 3.3 19.2 21.7 5.8 37.5 

要介護４ 53 15.1 9.4 11.3 17.0 35.8 5.7 35.8 

要介護５ 46 15.2 8.7 4.3 21.7 21.7 6.5 43.5 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 17.3 13.7 5.4 15.5 23.4 9.0 38.5 

少路 223 17.9 11.2 7.6 15.2 26.0 9.4 35.4 

千里 245 14.3 13.5 6.9 17.6 28.2 6.5 36.3 

中央 204 9.8 9.3 4.9 18.1 20.6 10.3 42.6 

緑地 188 20.2 11.2 9.0 17.0 19.7 8.5 39.4 

服部 194 15.5 14.9 4.1 14.9 20.1 7.7 43.3 

庄内 284 15.8 14.8 4.9 15.5 24.3 8.8 40.1 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

もっと身近な場所に設置してほしい (n=256)

自宅など相談に今以上に出向いてほしい (n=207)

地域に出向いての講座等をもっとしてほしい (n=98)

専門職を増やし、適切なアドバイスをしてほしい (n=262)

地域の課題に応じた取り組みを強化してほしい (n=379)

その他 (n=139)

不明・無回答 (n=634)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

15.8

12.8

6.1

16.2

23.5

8.6

39.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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保保険険料料・・利利用用料料ににつついいてて  
 

問45 介護保険料についてどう感じていますか。（〇は１つ） 

● 介護保険料の負担感については、「やや重い」が 27.2%で最も多く、「負担が重い」(25.4%)、「わか

らない」(18.6%)がつづいています。また、介護保険料に負担を感じる人（「負担が重い」＋「やや重

い」）は 52.6%、負担を感じない人（「あまり負担に感じない」＋「負担は感じない」）は 21.3%となっ

ています。 

 

 

問46 介護保険制度における今後のサービスと保険料のあり方について、あなたの考えに最も近い

ものはどれですか。（〇は１つ） 

● 介護保険制度におけるサービスと保険料のあり方については、「わからない」が 30.9%で最も多く、

「介護サービスの量や回数は現状の程度とし、保険料は利用者の増加に応じた最小限の増額にとど

めるのがよい」(30.6%)、「介護保険以外の有料サービスの利用を勧めるなど、介護給付費の抑制を

図り、保険料は現状程度にとどめるのがよい」(18.8%)がつづいています。 

 

 

　　　　　　　区分

負担が重い (n=411)

やや重い (n=439)

あまり負担に感じない (n=261)

負担は感じない (n=82)

わからない (n=301)

不明・無回答 (n=122)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

25.4

27.2

16.2

5.1

18.6

7.5

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

　　　　　　　区分

介護サービスの内容が充実し、量や回数も十分に
確保されるのなら、保険料はもっと高くしてもよい

(n=62)

介護サービスの量や回数は現状の程度とし、保険
料は利用者の増加に応じた最小限の増額にとど
めるのがよい

(n=495)

介護保険以外の有料サービスの利用を勧めるな
ど、介護給付費の抑制を図り、保険料は現状程度
にとどめるのがよい

(n=304)

その他 (n=58)

わからない (n=500)

不明・無回答 (n=197)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

3.8

30.6

18.8

3.6

30.9

12.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問47 介護保険サービスの利用料の負担感についてどう感じていますか。（〇は１つ） 

● 介護保険サービスの利用料の負担感については、「やや重い」が 23.1%で最も多く、「あまり負担に

感じない」(18.9%)、「わからない」(17.5%)がつづいています。また、利用料に負担を感じる人

（「負担が重い」＋「やや重い」）は 37.7%、負担を感じない人（「あまり負担に感じない」＋「負

担は感じない」）は 24.3%となっています。 

  
  
    

　　　　　　　区分

負担が重い (n=236)

やや重い (n=373)

あまり負担に感じない (n=305)

負担は感じない (n=87)

わからない (n=283)

介護保険サービスを利用していない (n=134)

不明・無回答 (n=198)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

14.6

23.1

18.9

5.4

17.5

8.3

12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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今今後後のの介介護護にに対対すするるごご希希望望ななどどににつついいてて  
 

問48 あなたは、将来どこで介護を受けたいと思っていますか。（〇は１つ）  

● 将来、介護を受けたい場所については、「自宅」が 41.5%で最も多く、「施設などに入所」(27.0%)、

「わからない」(25.1%)がつづいています。 

 

 

● 世帯状況別でみると、その他世帯では「施設などに入所」、それ以外の世帯では「自宅」が最も多

くなっています。 

  また、単身世帯とその他世帯では「施設などに入所」、子どもやその家族との同居世帯では「自

宅」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「自宅」が最も多くなっています。 

  また、要支援２では「施設などに入所」、要介護２・４・５では「自宅」が、それぞれ他の要介

護度と比べて多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「自宅」が最も多くなっています。 

 
   合計 自宅 

施設などに 

入所 
わからない 不明・無回答 

世
帯
状
況 

単身 471 38.0 31.8 24.8 5.3 

夫婦二人暮らし 550 43.5 24.7 26.7 5.1 

子どもやその他家族との同居 422 47.4 20.9 25.6 6.2 

その他 21 9.5 57.1 28.6 4.8 

要
介
護
度 

要支援１ 439 39.4 27.1 28.7 4.8 

要支援２ 342 35.4 32.2 24.3 8.2 

要介護１ 330 41.5 24.2 27.3 7.0 

要介護２ 286 48.3 21.7 24.8 5.2 

要介護３ 120 42.5 33.3 16.7 7.5 

要介護４ 53 50.9 28.3 15.1 5.7 

要介護５ 46 52.2 23.9 17.4 6.5 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 41.7 26.6 24.5 7.2 

少路 223 40.8 29.1 25.6 4.5 

千里 245 41.6 27.8 24.9 5.7 

中央 204 41.7 29.9 22.1 6.4 

緑地 188 45.7 27.7 20.2 6.4 

服部 194 40.2 23.2 28.4 8.2 

庄内 284 39.8 25.4 28.9 6.0 

 

　　　　　　　区分

自宅 (n=671)

施設などに入所 (n=437)

わからない (n=406)

不明・無回答 (n=102)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

41.5

27.0

25.1

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 住まいの状況別でみると、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅では「施設などに入所」、

その他の住宅では「わからない」、それ以外の世帯では「自宅」が最も多くなっています。 

   また、持ち家（一戸建て）では「自宅」、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅では「施

設などに入所」が、それぞれ他の住まいと比べて多くなっています。 

 ● 経済的状況別でみると、全ての経済的状況で「自宅」が最も多くなっています。 

   また、やや苦しい人では「施設などに入所」、ゆとりがある人では「自宅」が、それぞれ他の経

済的状況と比べて多くなっています。 

 
   合計 自宅 

施設などに 

入所 
わからない 不明・無回答 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 826 47.7 23.4 22.6 6.3 

持ち家（マンション） 261 39.1 28.7 28.4 3.8 

賃貸住宅（一戸建て） 43 41.9 14.0 34.9 9.3 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 164 33.5 34.8 26.2 5.5 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 105 42.9 26.7 24.8 5.7 

府営住宅・市営住宅 107 36.4 27.1 32.7 3.7 

有料老人ホーム 18 0.0 83.3 0.0 16.7 

サービス付き高齢者向け住宅 7 0.0 85.7 0.0 14.3 

その他 11 9.1 36.4 54.5 0.0 

経
済
的
状
況 

苦しい 142 38.7 26.8 28.2 6.3 

やや苦しい 213 38.5 35.2 21.6 4.7 

苦しくもないが、ゆとりもない 763 41.2 26.9 27.5 4.5 

ややゆとりがある 288 44.8 27.4 22.2 5.6 

ゆとりがある 120 55.8 15.8 19.2 9.2 
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付問１ 「自宅」以外のどこで介護を受けたいと思いますか。（○はいくつでも） 

● 将来は施設などに入所したい人について、入所したい施設をみると、「特別養護老人ホーム」が

43.9%で最も多く、「公的な高齢者向け住宅（シルバーハウジング）」(19.7%)、「介護医療院」

(19.5%)がつづいています。 

  

 

● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「特別養護老人ホーム」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「有料老人ホーム」、夫婦二人暮らし世帯では「特別養護老人ホーム」が、

それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

● 要介護度別でみると、要介護５では「介護医療院」、その他の要介護度では「特別養護老人ホーム」

が最も多くなっています。 

  また、要介護３・４では「特別養護老人ホーム」、要介護５では「介護医療院」が、それぞれ他の

要介護度と比べて多くなっています。 
 

   

合
計 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

介
護
医
療
院 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

ケ
ア
ハ
ウ
ス 

サ
ー
ビ
ス
付
き 

高
齢
者
向
け
住
宅 

公
的
な
高
齢
者
向
け
住
宅 

（シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
） 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 150 38.7 16.0 10.7 27.3 24.7 19.3 20.0 6.0 9.3 

夫婦二人暮らし 136 52.9 19.9 5.9 15.4 11.8 16.2 16.9 3.7 6.6 

子どもやその他家族との同居 88 44.3 26.1 9.1 18.2 25.0 18.2 25.0 4.5 4.5 

その他 12 33.3 16.7 16.7 25.0 25.0 16.7 33.3 8.3 8.3 

要
介
護
度 

要支援１ 119 44.5 22.7 7.6 22.7 24.4 17.6 22.7 1.7 5.0 

要支援２ 110 37.3 20.9 6.4 20.0 28.2 17.3 27.3 8.2 9.1 

要介護１ 80 42.5 17.5 8.8 23.8 16.3 18.8 11.3 3.8 11.3 

要介護２ 62 35.5 14.5 14.5 8.1 11.3 11.3 19.4 8.1 17.7 

要介護３ 40 62.5 12.5 10.0 12.5 0.0 12.5 2.5 0.0 10.0 

要介護４ 15 93.3 13.3 6.7 13.3 13.3 26.7 26.7 0.0 0.0 

要介護５ 11 27.3 45.5 9.1 27.3 9.1 36.4 27.3 0.0 0.0 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

特別養護老人ホーム (n=192)

介護医療院 (n=85)

グループホーム (n=38)

有料老人ホーム (n=83)

ケアハウス (n=83)

サービス付き高齢者向け住宅 (n=75)

公的な高齢者向け住宅（シルバーハウジング） (n=86)

その他 (n=19)

不明・無回答 (n=40)

　　　　　　　全体 (n=437)

43.9

19.5

8.7

19.0

19.0

17.2

19.7

4.3

9.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 住まいの状況別でみると、賃貸住宅（一戸建て）では「特別養護老人ホーム」と「公的な高齢者

向け住宅」、有料老人ホームでは「有料老人ホーム」、サービス付き高齢者向け住宅では「サービ

ス付き高齢者向け住宅」、それ以外の住まいでは「特別養護老人ホーム」が最も多くなっています。 

  また、有料老人ホームと持ち家（マンション）では「有料老人ホーム」、サービス付き高齢者向

け住宅では「サービス付き高齢者向け住宅」が、それぞれ他の住まいと比べて多くなっています。 

● 経済的状況別でみると、ややゆとりがあるもしくはゆとりがある人では「有料老人ホーム」、他

の人では「特別養護老人ホーム」が最も多くなっています。 

  また、苦しい人では「特別養護老人ホーム」、ややゆとりがあるもしくはゆとりがある人では

「有料老人ホーム」が、それぞれ他の経済的状況と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

介
護
医
療
院 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

ケ
ア
ハ
ウ
ス 

サ
ー
ビ
ス
付
き 

高
齢
者
向
け
住
宅 

公
的
な
高
齢
者
向
け
住
宅 

（シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
） 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 826 44.6 22.3 8.8 16.6 18.7 15.5 16.6 5.2 8.8 

持ち家（マンション） 261 45.3 14.7 5.3 33.3 20.0 20.0 13.3 1.3 4.0 

賃貸住宅（一戸建て） 43 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7 33.3 16.7 16.7 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 164 52.6 17.5 10.5 15.8 21.1 19.3 29.8 3.5 8.8 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 105 46.4 10.7 10.7 0.0 10.7 17.9 32.1 3.6 10.7 

府営住宅・市営住宅 107 48.3 27.6 17.2 17.2 37.9 10.3 31.0 3.4 3.4 

有料老人ホーム 18 26.7 20.0 6.7 53.3 6.7 20.0 20.0 6.7 0.0 

サービス付き高齢者向け住宅 7 16.7 16.7 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 16.7 

その他 11 75.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 

経
済
的
状
況 

苦しい 38 71.1 23.7 0.0 5.3 18.4 7.9 28.9 0.0 5.3 

やや苦しい 75 48.0 18.7 13.3 13.3 17.3 17.3 22.7 5.3 14.7 

苦しくもないが、ゆとりもない 205 45.4 20.5 11.7 12.7 22.0 18.5 23.9 5.9 5.9 

ややゆとりがある 79 32.9 17.7 1.3 40.5 15.2 16.5 7.6 2.5 7.6 

ゆとりがある 19 10.5 15.8 15.8 57.9 10.5 36.8 10.5 0.0 15.8 
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付問２ 「自宅」以外で介護を受けたい理由は何ですか。（○はいくつでも） 

● 将来は施設などに入所したい人について、自宅以外で介護を受けたい理由については、「家族など

の介護負担を減らしたいから」が 53.8%で最も多く、「あなた自身（宛名のご本人）が望んでいるから」

(37.5%)、「ヘルパーなどの専門職や施設にお願いするほうが安心だから」(30.7%)がつづいています。 

 
 

● 世帯状況別でみると、単身世帯では「あなた自身（宛名のご本人）が望んでいるから」、それ以外

の世帯では「家族などの介護負担を減らしたいから」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「あなた自身（宛名のご本人）が望んでいるから」と「介護してくれる家族な

どがいないから」、夫婦二人暮らし世帯と子どもやその他家族との同居世帯では「家族などの介護

負担を減らしたいか」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

あ
な
た
自
身
（
宛
名
の
ご
本
人
）
が

望
ん
で
い
る
か
ら 

家
族
な
ど
介
護
を
行
っ
て
い
る
人
が

望
ん
で
い
る
か
ら 

家
族
な
ど
の
介
護
負
担
を
減
ら
し

た
い
か
ら 

家
族
に
気
を
つ
か
い
た
く
な
い
か
ら 

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
専
門
職
や
施
設
に

お
願
い
す
る
ほ
う
が
安
心
だ
か
ら 

介
護
し
て
く
れ
る
家
族
な
ど
が
い
な

い
か
ら 

手
厚
い
介
護
や
専
門
的
な
介
護
が

必
要
に
な
る
と
思
う
か
ら 

入
浴
し
に
く
い
な
ど
介
護
の
た
め
に

は
住
宅
の
構
造
に
問
題
が
あ
る
か
ら 

在
宅
の
ま
ま
介
護
を
受
け
る
の
は

経
済
的
負
担
が
大
き
い
か
ら 

保
険
料
を
払
っ
て
い
る
以
上
、
必
要
時
に
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
の
は
当
然
と
思
う
か
ら 

豊
中
市
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
が

利
用
し
や
す
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 150 47.3 11.3 40.0 31.3 31.3 40.7 19.3 12.7 19.3 9.3 11.3 4.0 4.0 

夫婦二人暮らし 136 35.3 19.1 62.5 28.7 34.6 19.1 23.5 17.6 16.2 6.6 14.0 2.9 7.4 

子どもやその他家族との同居 88 34.1 12.5 72.7 28.4 21.6 11.4 31.8 12.5 11.4 8.0 12.5 1.1 2.3 

その他 12 33.3 25.0 75.0 50.0 41.7 25.0 16.7 16.7 16.7 0.0 25.0 0.0 0.0 

(複数回答)

　　　　　　　区分

あなた自身（宛名のご本人）が望んでいるから (n=164)

家族など介護を行っている人が望んでいるから (n=61)

家族などの介護負担を減らしたいから (n=235)

家族に気をつかいたくないから (n=128)

ヘルパーなどの専門職や施設にお願いするほうが
安心だから

(n=134)

介護してくれる家族などがいないから (n=116)

手厚い介護や専門的な介護が必要になると思う
から

(n=98)

入浴しにくいなど介護のためには住宅の構造に問
題があるから

(n=63)

在宅のまま介護を受けるのは経済的負担が大き
いから

(n=67)

保険料を払っている以上、必要時にサービスを受
けるのは当然と思うから

(n=31)

豊中市は介護サービスや施設が利用しやすいと
感じているから

(n=64)

その他 (n=13)

不明・無回答 (n=20)

　　　　　　　全体 (n=437)

37.5

14.0

53.8

29.3

30.7

26.5

22.4

14.4

15.3

7.1

14.6

3.0

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 経済的状況別でみると、苦しい人は「あなた自身（宛名のご本人）が望んでいるから」、他の人

は「家族などの介護負担を減らしたいから」が最も多くなっています。 

  また、苦しい人では「あなた自身（宛名のご本人）が望んでいるから」と「在宅のまま介護を受

けるのは経済的負担が大きいから」、やや苦しい人では「在宅のまま介護を受けるのは経済的負担

が大きいから」、ゆとりがある人では「家族に気をつかいたくないから」が、それぞれ他の経済的

状況と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

あ
な
た
自
身
（
宛
名
の
ご
本
人
）
が

望
ん
で
い
る
か
ら 

家
族
な
ど
介
護
を
行
っ
て
い
る
人
が

望
ん
で
い
る
か
ら 

家
族
な
ど
の
介
護
負
担
を
減
ら
し

た
い
か
ら 

家
族
に
気
を
つ
か
い
た
く
な
い
か
ら 

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
専
門
職
や
施
設
に

お
願
い
す
る
ほ
う
が
安
心
だ
か
ら 

介
護
し
て
く
れ
る
家
族
な
ど
が
い
な

い
か
ら 

手
厚
い
介
護
や
専
門
的
な
介
護
が

必
要
に
な
る
と
思
う
か
ら 

入
浴
し
に
く
い
な
ど
介
護
の
た
め
に

は
住
宅
の
構
造
に
問
題
が
あ
る
か
ら 

在
宅
の
ま
ま
介
護
を
受
け
る
の
は

経
済
的
負
担
が
大
き
い
か
ら 

保
険
料
を
払
っ
て
い
る
以
上
、
必
要
時
に
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
の
は
当
然
と
思
う
か
ら 

豊
中
市
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
が

利
用
し
や
す
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

経
済
的
状
況 

苦しい 38 55.3 10.5 34.2 26.3 34.2 36.8 31.6 26.3 31.6 10.5 18.4 0.0 10.5 

やや苦しい 75 37.3 18.7 52.0 33.3 25.3 34.7 17.3 20.0 26.7 8.0 14.7 1.3 5.3 

苦しくもないが、ゆとりもない 205 36.6 15.1 60.0 25.9 31.7 24.4 23.4 11.7 12.7 7.8 15.1 2.9 3.4 

ややゆとりがある 79 40.5 11.4 50.6 27.8 27.8 22.8 21.5 10.1 6.3 3.8 8.9 5.1 2.5 

ゆとりがある 19 21.1 5.3 63.2 52.6 52.6 15.8 26.3 5.3 5.3 5.3 10.5 5.3 10.5 
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問49 将来、病気が治る見込みがなく死期が迫っている（６か月あるいはそれより短い期間）と告げら

れた場合、あなたはどこで療養生活を望みますか。（〇は１つ） 

● 希望する最期の療養生活については、「自宅で療養して、最期は病院」が 22.6%で最も多く、「最

期まで自宅」(16.5%)、「わからない」(16.3%)がつづいています。 

 
 

● 世帯状況別でみると、その他世帯では「最期まで自宅」、それ以外の世帯では「自宅で療養して、

最期は病院」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「最期まで病院」や「施設で療養して、最期は病院」「最期まで施設」、子

どもやその他家族との同居世帯では「最期まで自宅」が、それぞれ他の世帯と比べて多くなってい

ます。 

● 要介護度別でみると、要支援１・２や要介護１・３では「自宅で療養して、最期は病院」、要介

護２・４・５では「最期まで自宅」が最も多くなっています。 

  また、要支援２では「自宅で療養して、最期は病院」、要介護２・４・５では「自宅」、要介護３

では「施設で療養して、最期は自宅」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 
 

   

合
計 

最
期
ま
で
自
宅 

自
宅
で
療
養
し
て
、

最
期
は
病
院 

病
院
で
療
養
し
て
、

最
期
は
自
宅 

施
設
で
療
養
し
て
、

最
期
は
病
院 

施
設
で
療
養
し
て
、

最
期
は
自
宅 

最
期
ま
で
施
設 

最
期
ま
で
病
院 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 14.9 18.7 5.9 13.0 0.2 4.0 15.7 0.6 15.7 11.3 

夫婦二人暮らし 550 14.0 26.9 11.5 8.2 1.8 1.5 10.0 0.4 17.3 8.5 

子どもやその他家族との同居 422 21.6 23.7 9.7 5.9 1.2 1.2 10.4 0.2 17.1 9.0 

その他 21 23.8 14.3 4.8 19.0 0.0 4.8 14.3 0.0 9.5 9.5 

要
介
護
度 

要支援１ 439 11.8 21.6 8.0 9.1 1.4 2.7 14.6 0.9 18.9 10.9 

要支援２ 342 11.4 27.8 9.1 10.5 0.0 3.2 12.0 0.3 13.5 12.3 

要介護１ 330 16.1 24.2 8.2 7.6 1.2 1.5 13.9 0.6 15.8 10.9 

要介護２ 286 23.4 20.6 10.8 7.7 1.0 0.3 7.3 0.0 17.8 10.8 

要介護３ 120 15.8 21.7 11.7 10.8 5.0 1.7 7.5 0.0 20.0 5.8 

要介護４ 53 35.8 13.2 3.8 7.5 0.0 5.7 7.5 0.0 11.3 15.1 

要介護５ 46 39.1 8.7 10.9 8.7 2.2 4.3 15.2 0.0 2.2 8.7 

 

　　　　　　　区分

最期まで自宅 (n=267)

自宅で療養して、最期は病院 (n=366)

病院で療養して、最期は自宅 (n=145)

施設で療養して、最期は病院 (n=144)

施設で療養して、最期は自宅 (n=20)

最期まで施設 (n=36)

最期まで病院 (n=192)

その他 (n=7)

わからない (n=263)

不明・無回答 (n=176)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

16.5

22.6

9.0

8.9

1.2

2.2

11.9

0.4

16.3

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問50 自宅での生活を続けるために必要なことはどのようなことだと思いますか。（○は３つまで） 

● 在宅生活の継続のために必要なことについては、「家族の協力」が53.7%で最も多く、「24時間、必

要なときに利用できる訪問介護サービス」(22.4%)、「十分な量の介護サービスの利用」(19.6%)がつ

づいています。 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

家族の協力 (n=867)

十分な量の介護サービスの利用 (n=317)

体力や生活機能が低下したときに、リハビリ専門職等によ
る短期間の集中的な支援で回復（改善）をめざすサービス

(n=296)

24時間、必要なときに利用できる訪問介護サービス (n=362)

必要なときに宿泊できる施設サービス (n=273)

緊急や一時的でも介護や家事をしてもらえるサービス (n=244)

電球の交換やゴミ出しなどの生活援助サービス (n=112)

バリアフリーの住宅 (n=60)

日中の活動や交流できる場が身近にあること (n=54)

気軽に相談できる窓口が身近にあること (n=147)

医療的ケアの対応が可能な介護サービス (n=203)

往診してくれる医療機関（診療所、歯科医院、調剤薬局） (n=277)

ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯に対する給食サービス (n=158)

隣近所の人がお互いに声かけや見守りを行うこと (n=93)

契約や財産管理の手続きを援助してもらえること (n=21)

住宅を改修するための支援が受けられること (n=53)

医療と介護の連携により、在宅での看取(みと)りができるよ
うな体制

(n=276)

その他 (n=16)

特にない (n=29)

不明・無回答 (n=167)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

53.7

19.6

18.3

22.4

16.9

15.1

6.9

3.7

3.3

9.1

12.6

17.1

9.8

5.8

1.3

3.3

17.1

1.0

1.8

10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 世帯状況別でみると、全ての世帯で「家族の協力」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯に対する給食サービス」や「緊急や一

時的でも介護や家事をしてもらえるサービス」「電球の交換やゴミ出しなどの生活援助サービス」

「隣近所の人がお互いに声かけや見守りを行うこと」「日中の活動や交流できる場が身近にあるこ

と」、夫婦二人暮らし世帯と子どもやその他家族との同居世帯では「家族の協力」が、それぞれ他

の世帯と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
族
の
協
力 

十
分
な
量
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用 

体
力
や
生
活
機
能
が
低
下
し
た
と
き
に
、
リ
ハ

ビ
リ
専
門
職
等
に
よ
る
短
期
間
の
集
中
的
な

支
援
で
回
復
（改
善
）を
め
ざ
す
サ
ー
ビ
ス 

24
時
間
、
必
要
な
と
き
に
利
用

で
き
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス 

必
要
な
と
き
に
宿
泊
で
き
る
施

設
サ
ー
ビ
ス 

緊
急
や
一
時
的
で
も
介
護
や
家

事
を
し
て
も
ら
え
る
サ
ー
ビ
ス 

電
球
の
交
換
や
ゴ
ミ
出
し
な
ど

の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
住
宅 

日
中
の
活
動
や
交
流
で
き
る
場

が
身
近
に
あ
る
こ
と 

気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
が
身

近
に
あ
る
こ
と 

世
帯
状
況 

単身 471 31.8 22.3 17.4 25.3 16.6 18.9 12.1 2.1 5.3 9.8 

夫婦二人暮らし 550 65.1 16.7 20.2 22.2 17.3 17.1 6.2 5.1 2.4 9.6 

子どもやその他家族との同居 422 70.6 22.0 18.5 20.4 18.0 9.5 2.1 4.0 2.4 7.1 

その他 21 52.4 4.8 9.5 33.3 23.8 4.8 0.0 4.8 4.8 14.3 
 

 
   

合
計 

医
療
的
ケ
ア
の
対
応
が
可

能
な
介
護
サ
ー
ビ
ス 

往
診
し
て
く
れ
る
医
療
機

関
（
診
療
所
、
歯
科
医
院
、

調
剤
薬
局
） 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

や
高
齢
者
世
帯
に
対
す
る

給
食
サ
ー
ビ
ス 

隣
近
所
の
人
が
お
互
い
に

声
か
け
や
見
守
り
を
行
う

こ
と 

契
約
や
財
産
管
理
の
手
続

き
を
援
助
し
て
も
ら
え
る

こ
と 

住
宅
を
改
修
す
る
た
め
の

支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

医
療
と
介
護
の
連
携
に
よ

り
、
在
宅
で
の
看
取
り
が
で

き
る
よ
う
な
体
制 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

世
帯
状
況 

単身 471 13.6 16.8 19.3 9.1 1.5 4.0 17.2 1.7 1.9 11.3 

夫婦二人暮らし 550 11.1 19.1 7.5 4.0 0.9 3.5 17.5 0.5 0.7 7.1 

子どもやその他家族との同居 422 14.5 15.9 4.3 4.5 1.2 2.4 19.9 0.7 2.8 7.8 

その他 21 9.5 33.3 4.8 4.8 9.5 4.8 19.0 0.0 4.8 9.5 
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● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「家族の協力」が最も多くなっています。 

  また、要支援１では「ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯に対する給食サービス」と「電球の交

換やゴミ出しなどの生活援助サービス」、要介護２では「家族の協力」と「十分な量の介護サービ

スの利用」、要介護３では「家族の協力」と「バリアフリーの住宅」、要介護４では「医療と介護

の連携により、在宅での看取りができるような体制」、要介護５では「24 時間、必要なときに利用

できる訪問介護サービス」と「医療と介護の連携により、在宅での看取りができるような体制」が、

それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
族
の
協
力 

十
分
な
量
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用 

体
力
や
生
活
機
能
が
低
下
し
た
と
き
に
、
リ
ハ

ビ
リ
専
門
職
等
に
よ
る
短
期
間
の
集
中
的
な

支
援
で
回
復
（改
善
）を
め
ざ
す
サ
ー
ビ
ス 

24
時
間
、
必
要
な
と
き
に
利
用

で
き
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス 

必
要
な
と
き
に
宿
泊
で
き
る
施

設
サ
ー
ビ
ス 

緊
急
や
一
時
的
で
も
介
護
や
家

事
を
し
て
も
ら
え
る
サ
ー
ビ
ス 

電
球
の
交
換
や
ゴ
ミ
出
し
な
ど

の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
住
宅 

日
中
の
活
動
や
交
流
で
き
る
場

が
身
近
に
あ
る
こ
と 

気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
が
身

近
に
あ
る
こ
と 

要
介
護
度 

要支援１ 439 44.2 14.8 19.8 19.8 18.9 14.1 9.8 3.2 3.6 8.9 

要支援２ 342 50.3 13.5 22.5 21.6 13.7 17.3 6.4 2.6 2.0 8.5 

要介護１ 330 53.6 23.3 17.0 21.5 16.7 16.1 7.0 2.7 3.9 10.0 

要介護２ 286 64.3 25.5 17.1 22.0 15.0 16.1 6.3 5.2 5.2 11.5 

要介護３ 120 65.0 21.7 9.2 25.8 22.5 10.8 3.3 8.3 2.5 4.2 

要介護４ 53 64.2 32.1 15.1 32.1 18.9 13.2 3.8 5.7 0.0 7.5 

要介護５ 46 60.9 28.3 17.4 41.3 17.4 8.7 0.0 0.0 0.0 8.7 
 

 
   

合
計 

医
療
的
ケ
ア
の
対
応
が
可

能
な
介
護
サ
ー
ビ
ス 

往
診
し
て
く
れ
る
医
療
機

関
（
診
療
所
、
歯
科
医
院
、

調
剤
薬
局
） 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

や
高
齢
者
世
帯
に
対
す
る

給
食
サ
ー
ビ
ス 

隣
近
所
の
人
が
お
互
い
に

声
か
け
や
見
守
り
を
行
う

こ
と 

契
約
や
財
産
管
理
の
手
続

き
を
援
助
し
て
も
ら
え
る

こ
と 

住
宅
を
改
修
す
る
た
め
の

支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

医
療
と
介
護
の
連
携
に
よ

り
、
在
宅
で
の
看
取
り
が
で

き
る
よ
う
な
体
制 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 12.5 16.2 13.0 5.9 0.9 4.6 16.2 1.1 1.6 12.3 

要支援２ 342 13.5 17.3 10.8 7.0 2.0 2.3 15.5 1.8 1.2 9.6 

要介護１ 330 11.5 18.8 10.0 5.2 0.9 3.6 13.6 0.9 2.4 10.9 

要介護２ 286 14.0 16.4 6.3 5.6 1.4 3.5 16.4 0.7 2.1 8.7 

要介護３ 120 12.5 14.2 3.3 7.5 0.8 0.8 24.2 0.0 2.5 10.0 

要介護４ 53 13.2 22.6 11.3 1.9 3.8 1.9 32.1 0.0 0.0 5.7 

要介護５ 46 4.3 19.6 6.5 0.0 0.0 2.2 30.4 0.0 2.2 8.7 
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● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「家族の協力」が最も多くなっています。 

  また、柴原では「十分な量の介護サービスの利用」と「往診してくれる医療機関（診療所、歯科医

院、調剤薬局）」、千里では「ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯に対する給食サービス」、服部で

は「気軽に相談できる窓口が身近にあること」が、それぞれ他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
族
の
協
力 

十
分
な
量
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用 

体
力
や
生
活
機
能
が
低
下
し
た
と
き
に
、
リ
ハ

ビ
リ
専
門
職
等
に
よ
る
短
期
間
の
集
中
的
な

支
援
で
回
復
（改
善
）を
め
ざ
す
サ
ー
ビ
ス 

24
時
間
、
必
要
な
と
き
に
利
用

で
き
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス 

必
要
な
と
き
に
宿
泊
で
き
る
施

設
サ
ー
ビ
ス 

緊
急
や
一
時
的
で
も
介
護
や
家

事
を
し
て
も
ら
え
る
サ
ー
ビ
ス 

電
球
の
交
換
や
ゴ
ミ
出
し
な
ど

の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
住
宅 

日
中
の
活
動
や
交
流
で
き
る
場

が
身
近
に
あ
る
こ
と 

気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
が
身

近
に
あ
る
こ
と 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 53.2 24.1 19.1 22.7 18.0 18.0 7.2 2.9 4.3 9.4 

少路 223 55.2 20.2 22.9 20.6 17.9 15.7 5.4 3.1 3.1 9.9 

千里 245 52.7 19.2 18.8 24.9 17.1 18.8 6.5 3.3 3.7 6.1 

中央 204 59.3 18.6 21.1 22.5 19.1 17.2 7.8 3.9 2.0 7.8 

緑地 188 59.6 18.1 16.5 23.4 13.8 12.2 6.9 5.3 4.8 6.4 

服部 194 49.5 22.2 16.0 20.1 14.9 7.7 8.8 5.2 2.6 13.4 

庄内 284 48.6 15.1 14.4 22.2 16.5 14.1 6.3 3.2 2.8 10.6 
 

 
   

合
計 

医
療
的
ケ
ア
の
対
応
が
可

能
な
介
護
サ
ー
ビ
ス 

往
診
し
て
く
れ
る
医
療
機

関
（
診
療
所
、
歯
科
医
院
、

調
剤
薬
局
） 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

や
高
齢
者
世
帯
に
対
す
る

給
食
サ
ー
ビ
ス 

隣
近
所
の
人
が
お
互
い
に

声
か
け
や
見
守
り
を
行
う

こ
と 

契
約
や
財
産
管
理
の
手
続

き
を
援
助
し
て
も
ら
え
る

こ
と 

住
宅
を
改
修
す
る
た
め
の

支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

医
療
と
介
護
の
連
携
に
よ

り
、
在
宅
で
の
看
取
り
が
で

き
る
よ
う
な
体
制 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 12.9 23.7 10.8 6.5 1.8 4.0 16.9 1.1 1.4 11.5 

少路 223 13.9 17.5 9.0 4.5 1.8 2.7 20.2 2.7 1.3 8.1 

千里 245 9.0 20.0 14.7 5.3 1.2 1.6 18.4 0.4 2.0 8.2 

中央 204 16.7 16.2 8.3 4.9 1.5 3.9 18.1 0.5 2.5 10.3 

緑地 188 11.7 17.6 4.3 5.9 1.1 4.8 18.6 1.6 2.1 10.6 

服部 194 11.3 13.9 10.3 4.6 2.1 1.5 13.9 0.5 1.0 11.9 

庄内 284 12.7 10.6 9.5 7.7 0.0 4.2 14.1 0.4 2.1 11.6 
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● 住まいの状況別でみると、サービス付高齢者向け住宅では「医療的ケアの対応が可能な介護サービ

ス」、それ以外の住まいでは「家族の協力」が最も多くなっています。 

  また、持ち家（一戸建て）では「家族の協力」と「住宅を改修するための支援が受けられること」、

持ち家（マンション）では「緊急や一時的でも介護や家事をしてもらえるサービス」と「電球の交換

やゴミ出しなどの生活援助サービス」、賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社）と賃貸住宅（アパー

ト・文化住宅）では「バリアフリーの住宅」、府営住宅・市営住宅では「電球の交換やゴミ出しなど

の生活援助サービス」、有料老人ホームでは「ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯に対する給食サー

ビス」、サービス付高齢者向け住宅では「医療的ケアの対応が可能な介護サービス」が、それぞれ他

の住まいと比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
族
の
協
力 

十
分
な
量
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

利
用 

体
力
や
生
活
機
能
が
低
下
し
た
と
き
に
、
リ
ハ

ビ
リ
専
門
職
等
に
よ
る
短
期
間
の
集
中
的
な

支
援
で
回
復
（改
善
）を
め
ざ
す
サ
ー
ビ
ス 

24
時
間
、
必
要
な
と
き
に
利
用

で
き
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス 

必
要
な
と
き
に
宿
泊
で
き
る
施

設
サ
ー
ビ
ス 

緊
急
や
一
時
的
で
も
介
護
や
家

事
を
し
て
も
ら
え
る
サ
ー
ビ
ス 

電
球
の
交
換
や
ゴ
ミ
出
し
な
ど

の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
住
宅 

日
中
の
活
動
や
交
流
で
き
る
場

が
身
近
に
あ
る
こ
と 

気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
が
身

近
に
あ
る
こ
と 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 826 58.8 19.2 16.6 20.8 17.8 13.6 4.2 2.8 3.5 8.6 

持ち家（マンション） 261 56.7 23.4 22.6 26.4 18.0 20.3 10.3 1.1 3.1 10.0 

賃貸住宅（一戸建て） 43 48.8 14.0 14.0 9.3 14.0 7.0 11.6 2.3 4.7 7.0 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 164 48.8 19.5 23.8 22.0 14.6 15.2 7.9 7.3 4.3 9.1 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 105 41.0 22.9 18.1 29.5 15.2 17.1 10.5 8.6 1.9 11.4 

府営住宅・市営住宅 107 52.3 20.6 15.9 25.2 15.9 17.8 13.1 5.6 1.9 8.4 

有料老人ホーム 18 38.9 22.2 11.1 33.3 5.6 0.0 0.0 5.6 0.0 11.1 

サービス付き高齢者向け住宅 7 0.0 28.6 14.3 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3 

その他 11 54.5 9.1 27.3 27.3 18.2 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
 

 
   

合
計 

医
療
的
ケ
ア
の
対
応
が
可
能

な
介
護
サ
ー
ビ
ス 

往
診
し
て
く
れ
る
医
療
機
関

（
診
療
所
、
歯
科
医
院
、
調
剤

薬
局
） 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や

高
齢
者
世
帯
に
対
す
る
給
食

サ
ー
ビ
ス 

隣
近
所
の
人
が
お
互
い
に
声

か
け
や
見
守
り
を
行
う
こ
と 

契
約
や
財
産
管
理
の
手
続
き

を
援
助
し
て
も
ら
え
る
こ
と 

住
宅
を
改
修
す
る
た
め
の
支

援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と 

医
療
と
介
護
の
連
携
に
よ

り
、
在
宅
で
の
看
取
り
が
で

き
る
よ
う
な
体
制 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・無
回
答 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 826 14.2 19.0 8.5 5.6 1.3 4.5 19.2 0.8 1.9 9.3 

持ち家（マンション） 261 10.0 18.8 8.4 3.4 1.5 1.1 15.7 1.1 1.1 8.4 

賃貸住宅（一戸建て） 43 4.7 4.7 7.0 9.3 0.0 2.3 2.3 2.3 4.7 16.3 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 164 14.0 12.8 14.0 6.7 1.2 1.8 18.9 0.6 1.8 9.1 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 105 8.6 11.4 10.5 7.6 0.0 2.9 16.2 0.0 1.9 11.4 

府営住宅・市営住宅 107 14.0 20.6 14.0 9.3 1.9 1.9 15.0 1.9 0.9 3.7 

有料老人ホーム 18 11.1 16.7 22.2 0.0 0.0 11.1 16.7 5.6 0.0 22.2 

サービス付き高齢者向け住宅 7 42.9 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 14.3 28.6 

その他 11 0.0 18.2 18.2 0.0 9.1 0.0 18.2 0.0 0.0 9.1 
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介介護護保保険険制制度度全全般般ににつついいてて  
 

問51 あなたは介護保険に関する情報をどこから入手していますか。（○はいくつでも） 

● 介護保険に関する情報の入手先については、「ケアマネジャー」が 48.9%で最も多く、「市の広報

誌」(38.6%)、「家族・友人」(20.0%)がつづいています。 

 

 

 ● 性別でみると、男女ともに「ケアマネジャー」が最も多くなっています。 

   また、男性は「市の広報誌」と「市のパンフレット」が女性と比べて多く、女性は「友人・知人」

が男性と比べて多くなっています。 
 

   

合
計 

市
の
広
報
誌 

市
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

チ
ラ
シ
・ポ
ス
タ
ー 

市
役
所 

テ
レ
ビ
・新
聞
・ 

ラ
ジ
オ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

地
域
包
括
支
援 

セ
ン
タ
ー 

友
人
・知
人 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

家
族
・友
人 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

性
別 

男性 586 42.5 11.9 2.7 2.7 10.4 14.3 2.0 14.8 11.6 49.0 20.6 2.9 9.7 

女性 1030 36.4 8.6 4.3 3.1 11.0 13.2 2.2 12.7 17.2 48.8 19.7 3.4 11.2 

 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

市の広報誌 (n=624)

市のパンフレット (n=159)

市のホームページ (n=60)

チラシ・ポスター (n=48)

市役所 (n=174)

テレビ・新聞・ラジオ (n=220)

インターネット (n=35)

地域包括支援センター (n=218)

友人・知人 (n=245)

ケアマネジャー (n=790)

家族・友人 (n=324)

その他 (n=52)

不明・無回答 (n=172)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

38.6

9.8

3.7

3.0

10.8

13.6

2.2

13.5

15.2

48.9

20.0

3.2

10.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 ● 要介護度別でみると、要支援１・２では「市の広報誌」、要介護１～５では「ケアマネジャー」が

最も多くなっています。 

   また、要支援１では「友人・知人」と「地域包括支援センター」、要支援２では「市の広報誌」や

「友人・知人」「テレビ・新聞・ラジオ」、要介護１～３では「ケアマネジャー」、要介護４では「ケ

アマネジャー」と「インターネット」、要介護５では「インターネット」が、それぞれ他の要介護度

と比べて多くなっています。 

 ● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「ケアマネジャー」が最も多くなっています。 

   また、少路では「地域包括支援センター」、緑地では「市のパンフレット」や「市のホームページ」

「インターネット」が、それぞれ他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

市
の
広
報
誌 

市
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

チ
ラ
シ
・ポ
ス
タ
ー 

市
役
所 

テ
レ
ビ
・新
聞
・ 

ラ
ジ
オ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

地
域
包
括
支
援 

セ
ン
タ
ー 

友
人
・知
人 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

家
族
・友
人 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 40.8 11.4 4.1 2.5 10.5 12.8 2.3 21.0 21.4 36.2 19.1 3.9 11.8 

要支援２ 342 44.4 9.4 3.5 4.4 9.9 17.8 1.5 15.2 19.0 40.6 16.1 2.3 11.7 

要介護１ 330 37.0 11.2 3.6 2.4 11.5 12.1 1.2 10.6 10.3 54.2 25.5 2.7 9.4 

要介護２ 286 34.3 8.0 3.8 3.1 14.0 11.9 2.4 9.4 10.1 61.9 22.4 3.1 8.4 

要介護３ 120 31.7 5.0 2.5 2.5 6.7 15.0 1.7 5.8 11.7 62.5 16.7 2.5 11.7 

要介護４ 53 35.8 11.3 7.5 1.9 9.4 9.4 7.5 7.5 7.5 64.2 20.8 5.7 13.2 

要介護５ 46 34.8 10.9 0.0 2.2 6.5 13.0 6.5 2.2 10.9 58.7 13.0 6.5 8.7 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 42.1 11.9 3.2 2.9 9.0 10.8 2.2 12.2 14.7 48.9 19.8 2.5 10.4 

少路 223 38.6 8.1 3.6 2.7 14.8 17.5 2.7 21.1 15.7 49.8 17.0 3.6 6.7 

千里 245 40.4 9.0 2.4 3.7 7.8 14.7 2.0 13.5 19.2 48.6 18.8 2.4 7.3 

中央 204 35.3 5.9 5.9 2.5 10.3 11.8 2.5 13.2 11.3 51.0 23.5 3.9 10.8 

緑地 188 38.3 14.4 6.4 4.8 11.7 13.8 4.3 15.4 13.3 48.4 18.1 3.7 14.4 

服部 194 37.6 8.8 3.1 2.6 8.2 14.9 1.0 9.3 16.0 54.6 19.6 3.6 10.3 

庄内 284 37.0 10.6 2.5 2.1 13.4 12.7 1.1 10.6 15.1 43.3 22.9 3.2 14.4 
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問52 これまでサービスに不満があった場合、どこに相談していましたか。（○はいくつでも） 

● サービスに不満があった際の相談先については、「ケアマネジャー」が 36.3%で最も多く、「特に

不満はない」(23.6%)、「どこにも相談していない」(15.4%)がつづいています。 

 

 

● 要介護度別でみると、要支援１では「特に不満はない」、要支援２や要介護１～５では「ケアマネ

ジャー」が最も多くなっています。 

   また、要介護２～４では「ケアマネジャー」が、他の要介護度と比べて多くなっています。 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「ケアマネジャー」が最も多くなっています。 

   また、少路では「事業者に直接」と「地域包括支援センター」、庄内では「市役所」が、それぞれ

他の圏域より多くなっています。 

 
   

合
計 

事
業
者
に
直
接 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

地
域
包
括
支
援 

セ
ン
タ
ー 

市
役
所 

大
阪
府 

介
護
相
談
員 

健
康
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

苦
情
調
整
委
員
会 

国
民
健
康
保
険
団
体 

連
合
会 

友
人
・知
人 

そ
の
他 

ど
こ
に
も
相
談
し
て 

い
な
い 

特
に
不
満
は
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 4.6 23.0 7.5 4.3 0.5 0.7 1.1 0.0 5.0 4.1 17.1 24.4 22.8 

要支援２ 342 6.4 33.0 7.6 5.0 0.3 2.0 0.6 0.3 5.3 1.2 17.3 25.1 18.1 

要介護１ 330 5.8 38.2 3.9 6.4 0.0 2.4 0.9 0.0 5.5 1.5 17.0 25.5 13.6 

要介護２ 286 8.0 46.9 4.9 5.9 0.0 1.4 0.7 0.3 3.5 4.2 14.3 21.3 9.4 

要介護３ 120 8.3 50.8 8.3 4.2 0.8 3.3 0.8 0.0 5.8 0.0 9.2 17.5 15.8 

要介護４ 53 11.3 56.6 3.8 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 26.4 11.3 

要介護５ 46 17.4 47.8 0.0 10.9 2.2 0.0 0.0 0.0 4.3 6.5 10.9 19.6 6.5 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 5.8 33.8 5.0 4.7 0.0 2.9 1.4 0.0 5.4 1.8 18.3 23.4 15.5 

少路 223 10.8 37.7 9.4 4.0 0.4 1.8 0.9 0.0 4.5 2.2 10.8 29.1 12.6 

千里 245 6.1 40.0 6.9 5.7 0.4 0.8 0.8 0.0 5.3 3.3 16.3 20.4 14.3 

中央 204 4.4 36.8 5.9 4.9 0.0 2.5 1.0 0.0 2.5 1.5 14.2 23.0 19.1 

緑地 188 5.9 34.0 4.8 4.8 1.1 1.6 0.5 0.0 2.7 2.1 19.1 23.4 19.1 

服部 194 7.7 38.7 3.1 4.1 0.0 1.5 0.5 0.0 5.2 4.1 16.5 24.7 12.4 

庄内 284 6.3 34.2 6.7 8.5 0.4 1.4 0.4 0.7 6.7 3.2 13.0 22.2 20.1 

(複数回答)

　　　　　　　区分

事業者に直接 (n=108)

ケアマネジャー (n=587)

地域包括支援センター (n=98)

市役所 (n=87)

大阪府 (n=5)

介護相談員 (n=29)

健康福祉サービス苦情調整委員会 (n=13)

国民健康保険団体連合会 (n=2)

友人・知人 (n=77)

その他 (n=42)

どこにも相談していない (n=249)

特に不満はない (n=382)

不明・無回答 (n=262)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

6.7

36.3

6.1

5.4

0.3

1.8

0.8

0.1

4.8

2.6

15.4

23.6

16.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問53 あなたは、『健康福祉サービス苦情調整委員会』を知っていますか。（〇は１つ） 

● 健康福祉サービス苦情調整委員会の認知状況については、「知らない」が 71.9%で最も多く、「聞

いたことはあるがよく知らない」(12.1%)、「知っている」(4.8%)がつづいています。 

 

 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「知らない」が最も多くなっています。 

 
   合計 知っている 

聞いたことは

あるが 

よく知らない 

知らない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 4.8 12.1 72.4 10.7 

要支援２ 342 6.1 12.0 68.4 13.5 

要介護１ 330 4.2 13.6 70.6 11.5 

要介護２ 286 3.8 13.3 73.8 9.1 

要介護３ 120 4.2 8.3 74.2 13.3 

要介護４ 53 7.5 9.4 73.6 9.4 

要介護５ 46 2.2 8.7 82.6 6.5 

   

  

　　　　　　　区分

知っている (n=77)

聞いたことはあるがよく知らない (n=196)

知らない (n=1,162)

不明・無回答 (n=181)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

4.8

12.1

71.9

11.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問54 介護保険や高齢者保健福祉施策について、今後どのような施策の充実を望まれますか。（○は

３つまで） 

● 充実を望む介護保険・高齢者保健福祉施策については、「在宅介護サービスの充実」が 38.4%で最

も多く、「介護者への支援」(22.7%)、「医療機関の充実」(20.7%)がつづいています。 

 
 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

在宅介護サービスの充実 (n=621)

施設サービスの充実 (n=253)

医療機関の充実 (n=334)

病気の予防や健康づくり支援 (n=163)

介護予防事業（運動教室など）の充実 (n=129)

高齢者が働く場の確保や就職のあっせん (n=31)

高齢者が社会参加しやすい働きかけ (n=41)

高齢者の学習や文化・スポーツ活動への支援 (n=73)

高齢者と若い世代の交流の場づくり (n=31)

介護者への支援 (n=367)

認知症や虐待など、専門的な相談窓口の充実 (n=78)

建設・道路など高齢者に配慮したまちづくり (n=108)

高齢者向け住宅の充実 (n=171)

情報提供の充実 (n=112)

気軽に利用できる相談窓口の充実 (n=330)

緊急時の相談窓口の充実 (n=207)

ひとり暮らしの高齢者や障害者などに対する安否確認 (n=260)

その他 (n=38)

不明・無回答 (n=254)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

38.4

15.7

20.7

10.1

8.0

1.9

2.5

4.5

1.9

22.7

4.8

6.7

10.6

6.9

20.4

12.8

16.1

2.4

15.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 世帯状況別でみると、その他世帯では「気軽に利用できる相談窓口の充実」、それ以外の世帯では

「在宅介護サービスの充実」が最も多くなっています。 

  また、単身世帯では「ひとり暮らしの高齢者や障害者などに対する安否確認」と「高齢者向け住

宅の充実」、子どもやその他家族との同居世帯では「介護者への支援」や「施設サービスの充実」

「高齢者が働く場の確保や就職のあっせん」、その他世帯では「気軽に利用できる相談窓口の充実」

が、それぞれ他の世帯と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の 

充
実 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

医
療
機
関
の
充
実 

病
気
の
予
防
や 

健
康
づ
く
り
支
援 

介
護
予
防
事
業 

（運
動
教
室
な
ど
）の
充
実 

高
齢
者
が
働
く
場
の 

確
保
や
就
職
の
あ
っ
せ
ん 

高
齢
者
が
社
会
参
加 

し
や
す
い
働
き
か
け 

高
齢
者
の
学
習
や
文
化
・ 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
支
援 

高
齢
者
と
若
い
世
代
の 

交
流
の
場
づ
く
り 

介
護
者
へ
の
支
援 

世
帯
状
況 

単身 471 37.8 13.2 18.5 11.5 7.6 1.9 2.3 4.7 2.3 14.9 

夫婦二人暮らし 550 39.6 15.8 22.9 10.2 9.6 1.1 2.9 4.0 2.4 25.6 

子どもやその他家族との同居 422 42.7 20.9 21.3 9.2 7.3 3.6 2.6 6.2 0.9 30.1 

その他 21 19.0 19.0 28.6 4.8 4.8 0.0 4.8 0.0 0.0 33.3 
 

 
   

合
計 

認
知
症
や
虐
待
な
ど
、
専
門

的
な
相
談
窓
口
の
充
実 

建
設
・
道
路
な
ど
高
齢
者
に

配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り 

高
齢
者
向
け
住
宅
の
充
実 

情
報
提
供
の
充
実 

気
軽
に
利
用
で
き
る 

相
談
窓
口
の
充
実 

緊
急
時
の
相
談
窓
口
の 

充
実 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や 

障
害
者
な
ど
に
対
す
る
安
否
確
認 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答  

世
帯
状
況 

単身 471 3.4 7.9 14.2 6.6 20.6 13.4 36.9 3.6 11.9  

夫婦二人暮らし 550 5.1 6.5 8.9 7.1 21.1 14.0 6.4 1.3 15.3  

子どもやその他家族との同居 422 7.1 6.4 7.8 7.3 19.2 12.6 6.2 2.1 13.7  

その他 21 4.8 14.3 19.0 9.5 66.7 14.3 14.3 4.8 4.8  
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● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「在宅介護サービスの充実」が最も多くなっています。 

  また、要支援１では「ひとり暮らしの高齢者や障害者などに対する安否確認」や「介護予防事業

（運動教室など）の充実」、要支援２では「気軽に利用できる相談窓口の充実」、要介護３では

「施設サービスの充実」と「認知症や虐待など、専門的な相談窓口の充実」、要介護４では「施設

サービスの充実」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の 

充
実 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

医
療
機
関
の
充
実 

病
気
の
予
防
や 

健
康
づ
く
り
支
援 

介
護
予
防
事
業 

（運
動
教
室
な
ど
）の
充
実 

高
齢
者
が
働
く
場
の 

確
保
や
就
職
の
あ
っ
せ
ん 

高
齢
者
が
社
会
参
加 

し
や
す
い
働
き
か
け 

高
齢
者
の
学
習
や
文
化
・ 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
支
援 

高
齢
者
と
若
い
世
代
の 

交
流
の
場
づ
く
り 

介
護
者
へ
の
支
援 

要
介
護
度 

要支援１ 439 35.1 10.3 18.2 11.4 9.8 1.8 2.7 5.9 2.1 16.9 

要支援２ 342 37.4 14.3 19.0 11.4 10.8 0.9 2.0 3.8 2.3 18.1 

要介護１ 330 42.4 18.8 22.1 8.2 7.3 2.4 3.9 5.8 1.8 25.2 

要介護２ 286 38.8 17.1 23.1 9.8 6.6 2.1 1.7 4.2 1.7 27.3 

要介護３ 120 38.3 20.8 20.8 10.0 2.5 1.7 1.7 1.7 0.0 30.0 

要介護４ 53 39.6 26.4 24.5 9.4 3.8 5.7 3.8 1.9 1.9 34.0 

要介護５ 46 45.7 19.6 26.1 4.3 2.2 2.2 0.0 0.0 4.3 34.8 
 

 
   

合
計 

認
知
症
や
虐
待
な
ど
、
専
門

的
な
相
談
窓
口
の
充
実 

建
設
・
道
路
な
ど
高
齢
者
に

配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り 

高
齢
者
向
け
住
宅
の
充
実 

情
報
提
供
の
充
実 

気
軽
に
利
用
で
き
る 

相
談
窓
口
の
充
実 

緊
急
時
の
相
談
窓
口
の 

充
実 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や 

障
害
者
な
ど
に
対
す
る 

安
否
確
認 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答  

要
介
護
度 

要支援１ 439 3.4 8.4 11.6 6.4 21.9 13.4 20.3 2.5 14.1  

要支援２ 342 3.5 7.3 9.1 7.0 23.7 14.3 17.5 1.8 18.4  

要介護１ 330 5.2 5.2 9.4 7.0 18.5 12.4 14.5 2.7 14.5  

要介護２ 286 5.9 5.9 10.5 6.6 23.1 11.5 13.3 3.5 14.3 

 要介護３ 120 8.3 5.0 11.7 10.0 11.7 12.5 10.0 0.0 23.3 

要介護４ 53 7.5 9.4 15.1 7.5 11.3 7.5 17.0 1.9 11.3 

要介護５ 46 6.5 2.2 13.0 4.3 13.0 13.0 8.7 2.2 13.0 
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● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「在宅介護サービスの充実」が最も多くなっています。 

  また、柴原では「医療機関の充実」、少路と千里では「在宅介護サービスの充実」と「施設サー

ビスの充実」、緑地では「情報提供の充実」が、それぞれ他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の 

充
実 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

医
療
機
関
の
充
実 

病
気
の
予
防
や 

健
康
づ
く
り
支
援 

介
護
予
防
事
業 

（運
動
教
室
な
ど
）の
充
実 

高
齢
者
が
働
く
場
の 

確
保
や
就
職
の
あ
っ
せ
ん 

高
齢
者
が
社
会
参
加 

し
や
す
い
働
き
か
け 

高
齢
者
の
学
習
や
文
化
・ 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
支
援 

高
齢
者
と
若
い
世
代
の 

交
流
の
場
づ
く
り 

介
護
者
へ
の
支
援 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 39.9 12.9 25.9 11.9 11.5 2.2 2.5 4.0 1.8 25.9 

少路 223 45.7 19.7 18.4 11.2 8.1 1.8 3.1 4.9 3.1 22.9 

千里 245 44.1 21.2 21.6 9.8 8.6 1.6 2.4 4.5 2.9 24.1 

中央 204 35.3 17.6 22.1 6.4 7.8 1.5 3.9 5.9 2.0 26.0 

緑地 188 33.5 12.8 18.6 8.5 8.0 2.1 3.2 4.8 1.6 19.1 

服部 194 35.6 14.4 21.1 11.9 5.2 2.1 1.5 4.1 1.0 21.6 

庄内 284 33.8 11.6 16.5 10.2 6.0 2.1 1.4 3.9 1.1 19.0 
 

 
   

合
計 

認
知
症
や
虐
待
な
ど
、
専
門

的
な
相
談
窓
口
の
充
実 

建
設
・
道
路
な
ど
高
齢
者
に

配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り 

高
齢
者
向
け
住
宅
の
充
実 

情
報
提
供
の
充
実 

気
軽
に
利
用
で
き
る 

相
談
窓
口
の
充
実 

緊
急
時
の
相
談
窓
口
の 

充
実 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や 

障
害
者
な
ど
に
対
す
る 

安
否
確
認 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答  

日
常
生
活
圏
域 

柴原 278 4.3 6.5 9.0 7.9 21.9 13.3 15.1 3.6 14.0  

少路 223 4.5 8.5 12.6 6.3 17.9 14.8 13.5 2.7 13.9  

千里 245 4.1 5.7 9.4 6.9 21.2 13.5 18.0 2.4 10.2  

中央 204 6.9 9.8 9.8 5.9 19.6 10.3 16.7 2.0 14.2 

 緑地 188 5.9 4.8 11.7 11.7 18.1 13.8 13.8 1.1 19.1 

服部 194 3.1 6.2 12.4 6.2 22.7 10.3 17.5 2.1 16.5 

庄内 284 5.3 5.6 10.2 4.6 20.8 13.0 17.6 2.1 21.8 
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ごご家家族族・・ごご親親族族やや主主なな介介護護者者のの方方のの状状況況ににつついいてて  
 

問55 ご家族やご親族のなかで、あなた（宛名のご本人）の介護を主な理由として、過去１年の間

に仕事をやめた方はいますか（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません）。

（○はいくつでも） 

● 介護を主な理由として過去１年間に仕事をやめた家族・親族がいるかについては、「介護のため

に仕事を辞めた家族・親族はいない」が 50.1%で最も多く、「わからない」(14.1%)、「主な介護者

が仕事を辞めた（転職除く）」(4.1%)がつづいています。 

 
 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が最も

多くなっています。 

   また、要介護３では「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」や「主な介護者以外の家族・親

族が仕事を辞めた（転職除く）」「主な介護者以外の家族・親族が転職した」、要介護５では「主

な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

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 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 2.3 0.2 0.7 0.5 48.7 16.2 32.1 

要支援２ 342 1.5 0.6 0.9 0.0 48.8 14.9 34.8 

要介護１ 330 3.3 0.3 0.6 0.3 51.5 15.5 30.0 

要介護２ 286 5.2 0.3 0.3 0.7 52.8 11.9 29.4 

要介護３ 120 10.8 4.2 1.7 2.5 48.3 7.5 26.7 

要介護４ 53 9.4 1.9 3.8 1.9 49.1 11.3 24.5 

要介護５ 46 15.2 2.2 0.0 0.0 52.2 13.0 17.4 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く） (n=66)

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転
職除く）

(n=12)

主な介護者が転職した (n=13)

主な介護者以外の家族・親族が転職した (n=9)

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない (n=810)

わからない (n=228)

不明・無回答 (n=496)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

4.1

0.7

0.8

0.6

50.1

14.1

30.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問56 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか。（同居していない子どもや親

族等からの介護を含む） （〇は１つ） 

● 家族・親族からの介護の状況については、「ない」が30.5%で最も多く、「ほぼ毎日ある」(24.6%)、

「週に１～２日ある」(7.3%)がつづいており、週１日以上ある（「週に１～２日ある」＋「週に３～

４日ある」＋「ほぼ毎日ある」）は34.5%となっています。 

 
 

● 要介護度別でみると、要支援１・２では「ない」、要介護１～５では「ほぼ毎日ある」が最も多く

なっています。 

   また、要支援１・２では「ない」、要介護２～５では「ほぼ毎日ある」が、それぞれ他の要介護度

と比べて多くなっています。 

 
   合計 ない 

家族・親族の
介護はある
が、週に１日
よりも少ない 

週に 
１～２日ある 

週に 
３～４日ある 

ほぼ毎日 
ある 

不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 439 48.5 4.3 6.8 0.9 7.5 31.9 

要支援２ 342 36.3 5.0 7.3 2.0 12.6 36.8 

要介護１ 330 22.7 8.5 10.0 3.3 27.9 27.6 

要介護２ 286 17.1 9.8 5.2 3.8 40.9 23.1 

要介護３ 120 14.2 7.5 4.2 5.0 51.7 17.5 

要介護４ 53 13.2 1.9 13.2 1.9 56.6 13.2 

要介護５ 46 17.4 10.9 6.5 4.3 43.5 17.4 

 

  

　　　　　　　区分

ない (n=493)

家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない (n=107)

週に１～２日ある (n=118)

週に３～４日ある (n=42)

ほぼ毎日ある (n=397)

不明・無回答 (n=459)

　　　　　　　全体 (n=1,616)

30.5

6.6

7.3

2.6

24.6

28.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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※問57～問81は、現在、介護サービス事業者以外に、主に介護をしているご家族・ご親族におたず

ねします。 

問57 介護を受けている方（宛名のご本人）から見て、介護を行っている人（介護者）の続柄は、

次のどれですか。（〇は１つ） 

● 主な介護者の続柄については、「子ども」が 51.4%で最も多く、「配偶者」(31.6%)、「子の配偶

者」(4.7%)がつづいています。 

 

 

問58 主な介護者の方の性別・年齢についておたずねします。（それぞれ〇は１つ） 

◇性別 

  ● 主な介護者の性別については、「女性」が 55.4%、「男性」が 29.8%となっています。 

 

◇年齢階層 

  ● 主な介護者の年齢階層については、「50 歳代」が 27.1%で最も多く、「70 歳代」(23.2%)、「60

歳代」(20.9%)がつづいており、60歳以上は 61.4%、70 歳以上は 40.5%となっています。 

 

　　　　　　　区分

配偶者 (n=210)

子ども (n=341)

子の配偶者 (n=31)

孫 (n=3)

兄弟・姉妹 (n=15)

その他 (n=16)

不明・無回答 (n=48)

　　　　　　　全体 (n=664)

31.6

51.4

4.7

0.5

2.3

2.4

7.2

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

　　　　　　　区分

男性 (n=198)

女性 (n=368)

不明・無回答 (n=98)

　　　　　　　全体 (n=664)

29.8

55.4

14.8

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

　　　　　　　区分

20歳未満 (n=0)

20歳代 (n=0)

30歳代 (n=6)

40歳代 (n=36)

50歳代 (n=180)

60歳代 (n=139)

70歳代 (n=154)

80歳以上 (n=115)

わからない (n=2)

不明・無回答 (n=32)

　　　　　　　全体 (n=664)

0.0

0.0

0.9

5.4

27.1

20.9

23.2

17.3

0.3

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問59 主な介護者の方と介護を受けている方（宛名のご本人）との同居・別居について、おたずね

します。（〇は１つ） 

● 主な介護者と介護を受けている方との同居・別居の状態については、「同居（「２世帯住宅」にお

住まいの場合を含む）」が61.0%で最も多く、「市内に別居」(19.1%)、「市外に別居」(16.0%)がつづ

いています。 

 

 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「同居（「２世帯住宅」にお住まいの場合を含む）」が最

も多くなっています。 

   また、要支援１では「市内に別居」と「市外に別居」、要支援２では「市外に別居」、要介護

２・３では「同居（「２世帯住宅」にお住まいの場合を含む）」が、それぞれ他の要介護度と比べて

多くなっています。 

 
 

 
 

合計 

同居 
（「２世帯住宅」に
お住まいの場合

を含む） 

市内に別居 市外に別居 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 44.2 27.9 25.6 2.3 

要支援２ 92 52.2 20.7 22.8 4.3 

要介護１ 164 59.8 20.7 15.9 3.7 

要介護２ 171 69.6 17.5 10.5 2.3 

要介護３ 82 75.6 9.8 8.5 6.1 

要介護４ 39 59.0 15.4 20.5 5.1 

要介護５ 30 56.7 20.0 13.3 10.0 

 

  

　　　　　　　区分

同居（「２世帯住宅」にお住まいの場合を含む） (n=405)

市内に別居 (n=127)

市外に別居 (n=106)

不明・無回答 (n=26)

　　　　　　　全体 (n=664)

61.0

19.1

16.0

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問60 主な介護者の方の現在の健康状態はどうですか。（〇は１つ） 

● 主な介護者の現在の健康状態については、「病気を抱えており、医師にかかっている」が 47.4%で

最も多く、「健康（特に悪いところはない）」(32.2%)、「医師にかかるほどではないが、体調はよ

くない」(12.2%)がつづいています。 

 

 

  

　　　　　　　区分

健康（特に悪いところはない） (n=214)

医師にかかるほどではないが、体調はよくない (n=81)

病気を抱えており、医師にかかっている (n=315)

病気を抱えているが、医師にかかる時間がない (n=10)

その他 (n=12)

不明・無回答 (n=32)

　　　　　　　全体 (n=664)

32.2

12.2

47.4

1.5

1.8

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問61 現在、主な介護者の方が行っている介護等は何ですか。（○はいくつでも） 

● 主な介護者が行っている介護等については、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が 71.1%

で最も多く、「食事の準備（調理等）」(59.6%)、「外出の付き添い、送迎等」(59.5%)がつづいて

います。 

 
 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

日中の排泄 (n=83)

夜間の排泄 (n=67)

食事の介助（食べる時） (n=105)

入浴・洗身 (n=121)

身だしなみ（洗顔・歯磨き等） (n=109)

衣服の着脱 (n=170)

屋内の移乗・移動 (n=96)

外出の付き添い、送迎等 (n=395)

服薬 (n=241)

認知症状への対応 (n=132)

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等） (n=68)

食事の準備（調理等） (n=396)

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等） (n=472)

金銭管理や生活面に必要な諸手続き (n=379)

その他 (n=34)

わからない (n=4)

不明・無回答 (n=39)

　　　　　　　全体 (n=664)

12.5

10.1

15.8

18.2

16.4

25.6

14.5

59.5

36.3

19.9

10.2

59.6

71.1

57.1

5.1

0.6

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、要支援１～要介護２では「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」、要介

護３・４では「食事の準備（調理等）」、要介護５では「服薬」が最も多くなっています。 

   また、要介護２では「食事の準備（調理等）」、要介護３では「食事の準備（調理等）」や「金

銭管理や生活面に必要な諸手続き」「服薬」「衣服の脱着」「認知症状への対応」「入浴・洗身」

「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「食事の介助（食べる時）」「日中の排泄」「夜間の排泄」、

要介護４では「食事の準備（調理等）」や「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」「衣服の脱着」

「日中の排泄」「食事の介助（食べる時）」「屋内の移乗・移動」「身だしなみ（洗顔・歯磨き

等）」「夜間の排泄」、要介護５では「服薬」や「日中の排泄」「食事の介助（食べる時）」「衣

服の脱着」「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「夜間の排泄」「屋内の移乗・移動」「医療面での

対応（経管栄養、ストーマ等）」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

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 

要
介
護
度 

要支援１ 86 2.3 3.5 7.0 3.5 3.5 7.0 4.7 51.2 11.6 

要支援２ 92 2.2 4.3 4.3 13.0 3.3 10.9 9.8 58.7 13.0 

要介護１ 164 3.7 4.3 7.9 16.5 13.4 15.9 7.3 57.9 37.8 

要介護２ 171 9.9 7.6 12.3 17.0 14.0 29.8 12.9 67.3 39.8 

要介護３ 82 23.2 18.3 31.7 39.0 34.1 45.1 24.4 63.4 63.4 

要介護４ 39 48.7 28.2 43.6 23.1 35.9 56.4 38.5 59.0 46.2 

要介護５ 30 60.0 46.7 60.0 30.0 50.0 60.0 46.7 40.0 63.3 

 

 
   

合
計 

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 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 5.8 4.7 32.6 67.4 39.5 3.5 1.2 10.5 

要支援２ 92 2.2 2.2 44.6 65.2 37.0 7.6 2.2 6.5 

要介護１ 164 25.0 6.7 59.1 71.3 61.0 4.3 0.6 4.9 

要介護２ 171 20.5 13.5 66.7 74.3 60.2 4.7 0.0 5.3 

要介護３ 82 41.5 18.3 82.9 79.3 74.4 4.9 0.0 2.4 

要介護４ 39 28.2 10.3 76.9 71.8 74.4 7.7 0.0 7.7 

要介護５ 30 13.3 30.0 60.0 56.7 60.0 6.7 0.0 6.7 
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問62 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等は何ですか。

（○はいくつでも） 

● 在宅生活を継続するにあたって主な介護者が不安に感じる介護等については、「外出の付き添い、

送迎等」が 34.3%で最も多く、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」(34.2%)、「食事の準備

（調理等）」(32.2%)がつづいています。 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

日中の排泄 (n=96)

夜間の排泄 (n=130)

食事の介助（食べる時） (n=74)

入浴・洗身 (n=144)

身だしなみ（洗顔・歯磨き等） (n=67)

衣服の着脱 (n=89)

屋内の移乗・移動 (n=93)

外出の付き添い、送迎等 (n=228)

服薬 (n=127)

認知症状への対応 (n=174)

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等） (n=58)

食事の準備（調理等） (n=214)

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等） (n=227)

金銭管理や生活面に必要な諸手続き (n=185)

その他 (n=30)

不安に感じていることは、特にない (n=68)

主な介護者に確認しないと、わからない (n=25)

不明・無回答 (n=68)

　　　　　　　全体 (n=664)

14.5

19.6

11.1

21.7

10.1

13.4

14.0

34.3

19.1

26.2

8.7

32.2

34.2

27.9

4.5

10.2

3.8

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、要支援１・２は「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」、要介護１・３

では「外出の付き添い、送迎等」、要介護２では「食事の準備（調理等）」と「その他の家事（掃

除、洗濯、買い物等）」、要介護４では「認知症状への対応」、要介護５では「夜間の排泄」が最も

多くなっています。 

   また、要支援１では「不安に感じていることは、特にない」、要介護１では「認知症状への対

応」、要介護３では「夜間の排泄」や「認知症状への対応」「服薬」「日中の排泄」「衣服の脱着」

「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「屋内の移乗・移動」、要介護５では「夜間の排泄」「日中の

排泄」「屋内の移乗・移動」「医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）」が、それぞれ他の要介

護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

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 

要
介
護
度 

要支援１ 86 7.0 15.1 11.6 19.8 8.1 8.1 10.5 29.1 14.0 

要支援２ 92 1.1 8.7 5.4 16.3 2.2 6.5 4.3 34.8 7.6 

要介護１ 164 13.4 15.9 12.8 21.3 11.6 9.8 12.2 36.6 24.4 

要介護２ 171 14.6 17.5 7.6 21.1 9.9 16.4 16.4 35.1 19.3 

要介護３ 82 28.0 39.0 18.3 29.3 22.0 24.4 22.0 43.9 30.5 

要介護４ 39 23.1 23.1 10.3 20.5 5.1 17.9 15.4 28.2 10.3 

要介護５ 30 33.3 40.0 20.0 30.0 6.7 16.7 26.7 13.3 20.0 

 

 
   

合
計 

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 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 14.0 3.5 27.9 33.7 22.1 2.3 22.1 3.5 10.5 

要支援２ 92 9.8 6.5 28.3 41.3 27.2 4.3 9.8 8.7 13.0 

要介護１ 164 32.3 6.1 33.5 35.4 34.1 6.1 6.7 6.1 9.1 

要介護２ 171 29.2 11.1 36.3 36.3 28.7 4.7 10.5 1.8 9.4 

要介護３ 82 39.0 14.6 36.6 32.9 24.4 1.2 6.1 0.0 7.3 

要介護４ 39 33.3 2.6 28.2 25.6 28.2 7.7 5.1 2.6 15.4 

要介護５ 30 16.7 23.3 20.0 10.0 16.7 6.7 13.3 0.0 13.3 
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問63 介護を受けている方（宛名のご本人）の介護保険料についてどう感じていますか。（〇は１つ） 

● 主な介護者から見た被介護者の介護保険料の負担感については、「やや重い」が 33.9%で最も多く、

「あまり負担に感じない」(20.8%)、「負担が重い」(20.0%)がつづいています。 

また、被保険者の介護保険料について、負担と感じる人（「負担が重い」＋「やや重い」）は 53.9%、

負担を感じない人（「あまり負担に感じない」＋「負担は感じない」）は25.6%となっています。 

 

 

 

問64 介護保険制度における今後のサービスと保険料のあり方について、あなたの考えに最も近い

ものはどれですか。（〇は１つ） 

● 主な介護者からみた介護保険制度におけるサービスと保険料のあり方については、「介護サービ

スの量や回数は現状の程度とし、保険料は利用者の増加に応じた最小限の増額にとどめるのがよい」

が40.5%で最も多く、「わからない」(22.3%)、「介護保険以外の有料サービスの利用を勧めるなど、

介護給付費の抑制を図り、保険料は現状程度にとどめるのがよい」(20.0%)がつづいています。 

 

  

　　　　　　　区分

負担が重い (n=133)

やや重い (n=225)

あまり負担に感じない (n=138)

負担は感じない (n=32)

わからない (n=95)

不明・無回答 (n=41)

　　　　　　　全体 (n=664)

20.0

33.9

20.8

4.8

14.3

6.2

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

　　　　　　　区分

介護サービスの内容が充実し、量や回数も十分に
確保されるなら、保険料はもっと高くしてもよい

(n=35)

介護サービスの量や回数は現状の程度とし、保険
料は利用者の増加に応じた最小限の増額にとど
めるのがよい

(n=269)

介護保険以外の有料サービスの利用を勧めるな
ど、介護給付費の抑制を図り、保険料は現状程度
にとどめるのがよい

(n=133)

その他 (n=17)

わからない (n=148)

不明・無回答 (n=62)

　　　　　　　全体 (n=664)

5.3

40.5

20.0

2.6

22.3

9.3

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

116



 117

問65 介護を受けている方（宛名のご本人）の介護保険サービスの利用料の負担感についてどう感

じていますか。（〇は１つ） 

● 主な介護者から見た被介護者の介護保険サービス利用料の負担感については、「やや重い」が 27.6%

で最も多く、「あまり負担に感じない」(25.5%)、「負担が重い」(15.7%)がつづいています。また、

被保険者の利用料の負担感について、負担を感じる人（「負担が重い」＋「やや重い」）は 43.3%、

負担を感じない人（「あまり負担に感じない」＋「負担は感じない」）は 30.9%となっています。 

  

 

 

  

　　　　　　　区分

負担が重い (n=104)

やや重い (n=183)

あまり負担に感じない (n=169)

負担は感じない (n=36)

わからない (n=84)

介護保険サービスを利用していない (n=46)

不明・無回答 (n=42)

　　　　　　　全体 (n=664)

15.7

27.6

25.5

5.4

12.7

6.9

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問66 主な介護者の方は、介護保険制度を利用して、どのように変わりましたか。（○はいくつでも） 

● 介護保険制度の利用による主な介護者の変化については、「利用したことで、精神的に楽になっ

た」が 47.1%で最も多く、「利用したことで、身体が楽になった」(32.1%)、「利用したことで、時

間にゆとりができた」(22.9%)がつづいています。 

  
  

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「利用したことで、精神的に楽になった」が最も多くなっ

ています。 

   また、要支援１では「介護保険サービスを利用していない」と「特に変わっていない」、要支援

２では「介護保険サービスを利用していない」、要介護３では「利用したことで、精神的に楽にな

った」、要介護４では「利用したことで、身体が楽になった」や「利用したことで、時間にゆとり

ができた」「ヘルパーなどに気をつかい、かえって精神的に負担が増えた」が、それぞれ他の要介

護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

利
用
し
た
こ
と
で
、 

身
体
が
楽
に
な
っ
た 

利
用
し
た
こ
と
で
、 

精
神
的
に
楽
に
な
っ
た 

利
用
し
た
こ
と
で
、 

時
間
に
ゆ
と
り
が 

で
き
た 

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
に
気
を 

つ
か
い
、
か
え
っ
て
精
神
的

に
負
担
が
増
え
た 

事
務
手
続
き
な
ど
の 

負
担
が
増
え
た 

利
用
料
が
１
割
～
３
割 

負
担
で
経
済
的
負
担
が 

増
え
た 

利
用
料
が
１
割
～
３
割 

負
担
で
済
み
、
経
済
的 

負
担
が
軽
く
な
っ
た 

そ
の
他 

特
に
変
わ
っ
て
い
な
い 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を 

利
用
し
て
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 17.4 31.4 7.0 2.3 4.7 2.3 1.2 3.5 16.3 29.1 12.8 

要支援２ 92 28.3 31.5 9.8 5.4 1.1 12.0 3.3 5.4 12.0 17.4 10.9 

要介護１ 164 31.1 53.0 26.8 4.9 10.4 15.2 4.3 1.2 7.9 9.1 6.7 

要介護２ 171 32.7 48.0 26.3 5.3 6.4 14.0 4.1 1.2 10.5 5.3 8.8 

要介護３ 82 40.2 59.8 26.8 4.9 12.2 15.9 6.1 0.0 9.8 4.9 9.8 

要介護４ 39 53.8 59.0 43.6 15.4 5.1 15.4 2.6 2.6 10.3 0.0 5.1 

要介護５ 30 36.7 53.3 30.0 10.0 10.0 16.7 3.3 3.3 10.0 0.0 3.3 

(複数回答)

　　　　　　　区分

利用したことで、身体が楽になった (n=213)

利用したことで、精神的に楽になった (n=313)

利用したことで、時間にゆとりができた (n=152)

ヘルパーなどに気をつかい、かえって精神的に負
担が増えた

(n=37)

事務手続きなどの負担が増えた (n=48)

利用料が１割～３割負担で経済的負担が増えた (n=86)

利用料が１割～３割負担で済み、経済的負担が
軽くなった

(n=25)

その他 (n=14)

特に変わっていない (n=71)

介護保険サービスを利用していない (n=69)

不明・無回答 (n=58)

　　　　　　　全体 (n=664)

32.1

47.1

22.9

5.6

7.2

13.0

3.8

2.1

10.7

10.4

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 経済的状況別でみると、全ての状況で「利用したことで、精神的に楽になった」が最も多くなって

います。 

   また、経済的に苦しい人では「利用料が１割～３割負担で経済的負担が増えた」と「ヘルパーな

どに気をつかい、かえって精神的に負担が増えた」が、他の経済的状況と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

利
用
し
た
こ
と
で
、 

身
体
が
楽
に
な
っ
た 

利
用
し
た
こ
と
で
、 

精
神
的
に
楽
に
な
っ
た 

利
用
し
た
こ
と
で
、 

時
間
に
ゆ
と
り
が
で
き
た 

ヘ
ル
パ
ー
な
ど
に
気
を
つ
か
い
、 

か
え
っ
て
精
神
的
に
負
担
が
増
え
た 

事
務
手
続
き
な
ど
の
負
担
が 

増
え
た 

利
用
料
が
１
割
～
３
割
負
担
で 

経
済
的
負
担
が
増
え
た 

利
用
料
が
１
割
～
３
割
負
担
で 

済
み
、
経
済
的
負
担
が
軽
く
な
っ
た 

そ
の
他 

特
に
変
わ
っ
て
い
な
い 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を 

利
用
し
て
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

経
済
的
状
況 

苦しい 52 34.6 46.2 23.1 15.4 7.7 38.5 0.0 1.9 7.7 7.7 7.7 

やや苦しい 80 25.0 50.0 17.5 10.0 8.8 20.0 7.5 2.5 12.5 11.3 7.5 

苦しくもないが、ゆとりもない 340 33.8 48.8 24.1 4.7 7.9 11.5 3.5 2.1 8.5 8.5 8.8 

ややゆとりがある 120 30.8 45.8 28.3 2.5 5.8 5.8 4.2 2.5 13.3 15.0 8.3 

ゆとりがある 51 35.3 41.2 11.8 3.9 5.9 5.9 2.0 0.0 19.6 13.7 9.8 
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問67 介護を行う上で困っていることは何ですか。（○はいくつでも） 

● 主な介護者が介護を行う上で困っていることについては、「心身の負担が大きい」が35.8%で最も

多く、「外出できない」(16.0%)、「本人がサービスの利用をいやがる」(15.8%)がつづいています。 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

家事に思うように手が回らない (n=101)

仕事に出られない (n=51)

子育てに思うように手が回らない (n=11)

留守をみてくれる人がいない (n=90)

家庭内がうまくいかない (n=33)

外出できない (n=106)

心身の負担が大きい (n=238)

家族や近隣などの理解が足りない (n=12)

経済的負担が大きい (n=97)

経管栄養や痰の吸引など医療的ケアが必要なた
め精神的な負担が大きい

(n=13)

介護の方法がわからない (n=30)

もっと訪問介護や通所介護などの介護サービスを
利用させたい

(n=69)

夜間に対応してくれるサービスがない (n=51)

緊急時に対応してくれるサービスがない (n=60)

認知症への対応などどこに相談していいかわから
ない

(n=36)

本人の気持ちがわからない (n=65)

ショートステイなど、緊急時に利用しにくい (n=55)

本人がサービスの利用をいやがる (n=105)

その他 (n=47)

不明・無回答 (n=188)

　　　　　　　全体 (n=664)

15.2

7.7

1.7

13.6

5.0

16.0

35.8

1.8

14.6

2.0

4.5

10.4

7.7

9.0

5.4

9.8

8.3

15.8

7.1

28.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「心身の負担が大きい」が最も多くなっています。 

   また、要介護３では「心身の負担が大きい」や「留守をみてくれる人がいない」「外出できない」

「経済的負担が大きい」「ショートステイなど、緊急時に利用しにくい」「家庭内がうまくいかな

い」、要介護５では「経管栄養や痰の吸引など医療的ケアが必要なため精神的な負担が大きい」と

「緊急時に対応してくれるサービスがない」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
事
に 

思
う
よ
う
に
手
が
回
ら
な
い 

仕
事
に
出
ら
れ
な
い 

子
育
て
に 

思
う
よ
う
に
手
が
回
ら
な
い 

留
守
を 

み
て
く
れ
る
人
が
い
な
い 

家
庭
内
が
う
ま
く
い
か
な
い 

外
出
で
き
な
い 

心
身
の
負
担
が
大
き
い 

家
族
や
近
隣
な
ど
の 

理
解
が
足
り
な
い 

経
済
的
負
担
が
大
き
い 

経
管
栄
養
や
痰
の
吸
引
な
ど 

医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
た
め 

精
神
的
な
負
担
が
大
き
い 

要
介
護
度 

要支援１ 86 15.1 9.3 0.0 5.8 2.3 9.3 22.1 2.3 9.3 0.0 

要支援２ 92 10.9 3.3 2.2 8.7 1.1 8.7 18.5 0.0 4.3 1.1 

要介護１ 164 15.9 4.9 1.8 12.2 7.3 12.2 40.2 3.0 14.6 2.4 

要介護２ 171 15.2 7.0 1.2 13.5 4.1 19.3 36.3 1.2 15.2 2.3 

要介護３ 82 19.5 11.0 3.7 29.3 11.0 28.0 54.9 2.4 25.6 1.2 

要介護４ 39 10.3 12.8 0.0 7.7 5.1 15.4 46.2 2.6 20.5 0.0 

要介護５ 30 20.0 20.0 3.3 23.3 0.0 26.7 36.7 0.0 20.0 10.0 

 

 
   

合
計 

介
護
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い 

も
っ
と
訪
問
介
護
や
通
所
介
護

な
ど
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

さ
せ
た
い 

夜
間
に
対
応
し
て
く
れ
る 

サ
ー
ビ
ス
が
な
い 

緊
急
時
に
対
応
し
て
く
れ
る 

サ
ー
ビ
ス
が
な
い 

認
知
症
へ
の
対
応
な
ど
ど
こ
に 

相
談
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い 

本
人
の
気
持
ち
が
わ
か
ら
な
い 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
、 

緊
急
時
に
利
用
し
に
く
い 

本
人
が
サ
ー
ビ
ス
の 

利
用
を
い
や
が
る 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 3.5 15.1 7.0 9.3 7.0 7.0 3.5 16.3 14.0 33.7 

要支援２ 92 2.2 6.5 7.6 8.7 2.2 2.2 3.3 13.0 13.0 35.9 

要介護１ 164 5.5 12.8 7.3 7.9 7.9 13.4 7.9 15.9 4.3 29.3 

要介護２ 171 4.1 8.8 7.6 8.2 4.7 8.2 7.6 14.0 6.4 29.8 

要介護３ 82 4.9 9.8 8.5 8.5 7.3 14.6 17.1 26.8 2.4 15.9 

要介護４ 39 12.8 15.4 7.7 10.3 2.6 12.8 10.3 10.3 5.1 15.4 

要介護５ 30 0.0 0.0 10.0 20.0 0.0 13.3 16.7 10.0 3.3 26.7 
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● 住まいの状況別でみると、有料老人ホームでは「家事に思うように手が回らない」、その他の住ま

いでは「留守をみてくれる人がいない」、それ以外のほとんどの住まいでは「心身の負担が大きい」

が最も多くなっています。 

   また、賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社）では「夜間に対応してくれるサービスがない」と

「介護の方法がわからない」、有料老人ホームでは「家事に思うように手が回らない」が、それぞれ

他の住まいと比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
事
に 

思
う
よ
う
に
手
が
回
ら
な
い 

仕
事
に
出
ら
れ
な
い 

子
育
て
に 

思
う
よ
う
に
手
が
回
ら
な
い 

留
守
を 

み
て
く
れ
る
人
が
い
な
い 

家
庭
内
が
う
ま
く
い
か
な
い 

外
出
で
き
な
い 

心
身
の
負
担
が
大
き
い 

家
族
や
近
隣
な
ど
の 

理
解
が
足
り
な
い 

経
済
的
負
担
が
大
き
い 

経
管
栄
養
や
痰
の
吸
引
な
ど
医
療
的
ケ
ア
が

必
要
な
た
め
精
神
的
な
負
担
が
大
き
い 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 360 15.6 8.6 1.7 15.6 4.2 18.9 36.9 1.1 14.7 1.7 

持ち家（マンション） 122 13.1 7.4 1.6 12.3 4.9 15.6 32.8 0.8 10.7 3.3 

賃貸住宅（一戸建て） 23 8.7 4.3 0.0 0.0 4.3 0.0 34.8 0.0 21.7 0.0 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 56 17.9 7.1 0.0 10.7 5.4 7.1 39.3 5.4 16.1 1.8 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 33 18.2 6.1 0.0 18.2 15.2 15.2 45.5 3.0 18.2 3.0 

府営住宅・市営住宅 40 12.5 7.5 5.0 5.0 2.5 15.0 30.0 5.0 12.5 0.0 

有料老人ホーム 10 40.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 30.0 0.0 20.0 0.0 

サービス付き高齢者向け住宅 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

その他 7 14.3 0.0 0.0 42.9 14.3 14.3 28.6 0.0 14.3 0.0 

 

 
   

合
計 

介
護
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い 

も
っ
と
訪
問
介
護
や
通
所
介
護
な
ど
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
せ
た
い 

夜
間
に
対
応
し
て
く
れ
る 

サ
ー
ビ
ス
が
な
い 

緊
急
時
に
対
応
し
て
く
れ
る 

サ
ー
ビ
ス
が
な
い 

認
知
症
へ
の
対
応
な
ど
ど
こ
に 

相
談
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い 

本
人
の
気
持
ち
が
わ
か
ら
な
い 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
、 

緊
急
時
に
利
用
し
に
く
い 

本
人
が
サ
ー
ビ
ス
の 

利
用
を
い
や
が
る 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 360 3.6 10.6 6.7 8.1 5.0 8.9 6.7 17.5 7.2 26.4 

持ち家（マンション） 122 3.3 10.7 6.6 9.8 6.6 13.9 10.7 13.9 10.7 28.7 

賃貸住宅（一戸建て） 23 4.3 8.7 0.0 8.7 0.0 17.4 8.7 17.4 8.7 34.8 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 56 10.7 12.5 14.3 10.7 3.6 5.4 8.9 10.7 1.8 35.7 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 33 3.0 12.1 15.2 12.1 12.1 15.2 15.2 24.2 9.1 15.2 

府営住宅・市営住宅 40 5.0 5.0 7.5 7.5 5.0 2.5 7.5 10.0 5.0 37.5 

有料老人ホーム 10 10.0 0.0 20.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 

サービス付き高齢者向け住宅 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

その他 7 0.0 14.3 0.0 14.3 0.0 14.3 14.3 14.3 0.0 28.6 
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問68 介護に困ったとき、誰に相談していますか。（○はいくつでも） 

● 主な介護者の介護で困ったときの相談先については、「ケアマネジャー」が 56.5%で最も多く、

「家族・親族」(53.0%)、「診療所や病院の医師など」(18.2%)がつづいています。 

 
 

● 要介護度別でみると、要支援１・２では「家族・親族」、要介護１～５では「ケアマネジャー」が

最も多くなっています。 

   また、要支援１では「地域包括支援センター」と「介護者家族の会など」、要支援２では「地域

包括支援センター」、要介護１では「友人」と「市町村の職員」、要介護３・４では「ケアマネジ

ャー」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
族
・親
族 

近
隣
の
人 

友
人 

民
生
委
員
、
校
区
福
祉
委
員
な

ど ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

社
会
福
祉
協
議
会 

介
護
者
家
族
の
会
な
ど 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
（
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
や
施
設
の
職
員
な
ど
） 

診
療
所
や
病
院
の
医
師
な
ど 

市
町
村
の
職
員 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ
る 

書
籍
で
調
べ
る 

そ
の
他 

相
談
す
る
相
手
が
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 51.2 3.5 12.8 0.0 30.2 2.3 2.3 18.6 7.0 22.1 1.2 10.5 3.5 4.7 4.7 23.3 

要支援２ 92 45.7 3.3 7.6 1.1 44.6 1.1 1.1 13.0 2.2 13.0 0.0 10.9 1.1 3.3 1.1 21.7 

要介護１ 164 57.9 1.8 22.0 1.8 59.8 1.8 0.0 5.5 9.1 21.3 3.0 10.4 1.2 0.0 1.2 15.9 

要介護２ 171 51.5 1.2 11.7 1.8 60.8 0.6 0.0 4.7 6.4 15.2 0.6 5.8 1.8 1.8 4.1 12.9 

要介護３ 82 58.5 3.7 15.9 1.2 72.0 3.7 0.0 4.9 7.3 22.0 0.0 11.0 3.7 1.2 0.0 8.5 

要介護４ 39 56.4 2.6 12.8 0.0 71.8 2.6 2.6 5.1 12.8 15.4 0.0 5.1 0.0 0.0 5.1 7.7 

要介護５ 30 43.3 3.3 10.0 0.0 63.3 0.0 0.0 6.7 3.3 16.7 3.3 16.7 6.7 3.3 0.0 20.0 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

家族・親族 (n=352)

近隣の人 (n=16)

友人 (n=95)

民生委員、校区福祉委員など (n=8)

ケアマネジャー (n=375)

社会福祉協議会 (n=11)

介護者家族の会など (n=4)

地域包括支援センター (n=53)

サービス提供事業者（施設の職員など） (n=46)

診療所や病院の医師など (n=121)

市町村の職員 (n=8)

インターネットなどで調べる (n=62)

書籍で調べる (n=14)

その他 (n=12)

相談する相手がいない (n=16)

不明・無回答 (n=104)

　　　　　　　全体 (n=664)

53.0

2.4

14.3

1.2

56.5

1.7

0.6

8.0

6.9

18.2

1.2

9.3

2.1

1.8

2.4

15.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 日常生活圏域別でみると、中央では「家族・親族」と「ケアマネジャー」、服部では「家族・親

族」、その他の圏域では「ケアマネジャー」が最も多くなっています。 

   また、緑地では「地域包括支援センター」、庄内では「近隣の人」と「民生委員、校区福祉委員

など」が、それぞれ他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

家
族
・親
族 

近
隣
の
人 

友
人 

民
生
委
員
、
校
区
福
祉
委
員
な

ど ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

社
会
福
祉
協
議
会 

介
護
者
家
族
の
会
な
ど 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
（
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
や
施
設
の
職
員
な
ど
） 

診
療
所
や
病
院
の
医
師
な
ど 

市
町
村
の
職
員 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ
る 

書
籍
で
調
べ
る 

そ
の
他 

相
談
す
る
相
手
が
い
な
い 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 114 55.3 1.8 14.0 0.9 61.4 0.9 0.0 7.0 6.1 13.2 1.8 7.0 1.8 0.9 4.4 14.0 

少路 101 53.5 0.0 16.8 0.0 54.5 2.0 1.0 11.9 5.0 13.9 1.0 9.9 3.0 5.0 0.0 16.8 

千里 94 55.3 5.3 11.7 0.0 59.6 1.1 0.0 9.6 10.6 17.0 1.1 9.6 2.1 1.1 1.1 20.2 

中央 91 49.5 1.1 15.4 2.2 49.5 2.2 2.2 4.4 8.8 13.2 0.0 7.7 2.2 1.1 2.2 20.9 

緑地 80 50.0 0.0 15.0 1.3 60.0 3.8 0.0 15.0 5.0 23.8 1.3 13.8 3.8 2.5 3.8 6.3 

服部 77 64.9 0.0 15.6 0.0 61.0 1.3 0.0 7.8 2.6 27.3 0.0 9.1 1.3 1.3 1.3 9.1 

庄内 107 44.9 7.5 12.1 3.7 50.5 0.9 0.9 1.9 9.3 22.4 2.8 9.3 0.9 0.9 3.7 19.6 
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問69 主な介護者の方は、今後どのように介護していきたいと思っていますか。（○はいくつでも） 

● 主な介護者が考える今後の介護については、「本人の希望どおりにしていきたい」が 52.6%で最も多

く、「自宅でホームヘルプやデイサービスなどを利用しながら介護を続けていきたい」(35.7%)、「定

期的に短期入所（ショートステイ）を利用し、自分の時間も大切にしたい」(23.6%)がつづいています。 

 
 

● 要介護度別でみると、要介護３では「定期的に短期入所（ショートステイ）を利用し、自分の時間も

大切にしたい」、その他の要介護度では「本人の希望どおりにしていきたい」が最も多くなっています。 

   また、要支援２では「本人の希望どおりにしていきたい」と「わからない」、要介護１では「自

宅でホームヘルプやデイサービスなどを利用しながら介護を続けていきたい」、要介護３では「定

期的に短期入所（ショートステイ）を利用し、自分の時間も大切にしたい」や「自宅での介護に限

界を感じているが、今後もできるだけ自宅で介護していきたい」「特別養護老人ホームへの入所を

考えている」、要介護４では「特別養護老人ホームへの入所を考えている」、要介護５では「自宅

での介護に限界を感じているが、今後もできるだけ自宅で介護していきたい」が、それぞれ他の要

介護度と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

本
人
の
希
望
ど
お
り
に 

し
て
い
き
た
い 

自
宅
で
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
や
デ
イ 

サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
し
な 

が
ら
介
護
を
続
け
て
い
き
た
い 

定
期
的
に
短
期
入
所
（シ
ョ
ー
ト 

ス
テ
イ
）を
利
用
し
、
自
分
の 

時
間
も
大
切
に
し
た
い 

家
族
な
ど
を
中
心
に
、
自
宅
で 

介
護
し
た
い 

自
宅
で
の
介
護
に
限
界
を 

感
じ
て
い
る
が
、
今
後
も
で
き
る 

だ
け
自
宅
で
介
護
し
て
い
き
た
い 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の 

入
所
を
考
え
て
い
る 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、 

有
料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
へ
の 

入
所
を
考
え
て
い
る 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 47.7 30.2 12.8 16.3 9.3 7.0 4.7 2.3 3.5 20.9 

要支援２ 92 58.7 20.7 15.2 14.1 8.7 4.3 3.3 2.2 9.8 21.7 

要介護１ 164 50.6 43.9 24.4 17.7 13.4 10.4 4.9 3.0 3.0 14.6 

要介護２ 171 56.7 36.8 21.6 22.2 15.8 10.5 5.8 1.2 5.8 12.3 

要介護３ 82 43.9 39.0 47.6 13.4 24.4 24.4 7.3 2.4 3.7 9.8 

要介護４ 39 53.8 35.9 25.6 15.4 20.5 23.1 7.7 7.7 0.0 7.7 

要介護５ 30 56.7 36.7 20.0 16.7 33.3 10.0 0.0 3.3 6.7 16.7 

(複数回答)

　　　　　　　区分

本人の希望どおりにしていきたい (n=349)

自宅でホームヘルプやデイサービスなどを利用し
ながら介護を続けていきたい

(n=237)

定期的に短期入所（ショートステイ）を利用し、自分
の時間も大切にしたい

(n=157)

家族などを中心に、自宅で介護したい (n=116)

自宅での介護に限界を感じているが、今後もでき
るだけ自宅で介護していきたい

(n=103)

特別養護老人ホームへの入所を考えている (n=77)

グループホーム、有料老人ホームなどへの入所を
考えている

(n=34)

その他 (n=17)

わからない (n=32)

不明・無回答 (n=99)

　　　　　　　全体 (n=664)

52.6

35.7

23.6

17.5

15.5

11.6

5.1

2.6

4.8

14.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問70 主な介護者の方は、高齢期を健やかに過ごすために、市に対しどのような施策を望みますか。

（○は３つまで） 

● 主な介護者が市に対して望む施策については、「在宅介護サービスの充実」が 40.8%で最も多く、

「介護者への支援」(30.4%)、「施設サービスの充実」(23.5%)がつづいています。 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

在宅介護サービスの充実 (n=271)

施設サービスの充実 (n=156)

医療機関の充実 (n=143)

病気の予防や健康づくり支援 (n=45)

介護予防事業（運動教室など）の充実 (n=34)

高齢者が働く場の確保や就職のあっせん (n=17)

高齢者が社会参加しやすい働きかけ (n=20)

高齢者の学習や文化・スポーツ活動への支援 (n=22)

高齢者と若い世代の交流の場づくり (n=16)

介護者への支援 (n=202)

認知症や虐待など、専門的な相談窓口の充実 (n=34)

建設・道路など高齢者に配慮したまちづくり (n=43)

高齢者向け住宅の充実 (n=52)

情報提供の充実 (n=53)

気軽に利用できる相談窓口の充実 (n=79)

緊急時の相談窓口の充実 (n=88)

ひとり暮らしの高齢者や障害者などに対する安否
確認

(n=45)

夜間も含めた24時間必要な時に随時利用できる
訪問介護サービス

(n=103)

その他 (n=15)

不明・無回答 (n=127)

　　　　　　　全体 (n=664)

40.8

23.5

21.5

6.8

5.1

2.6

3.0

3.3

2.4

30.4

5.1

6.5

7.8

8.0

11.9

13.3

6.8

15.5

2.3

19.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 日常生活圏域別でみると、緑地では「介護者への支援」、その他の圏域では「在宅介護サービスの

充実」が最も多くなっています。 

   また、柴原では「医療機関の充実」が、他の圏域と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の 

充
実 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

医
療
機
関
の
充
実 

病
気
の
予
防
や 

健
康
づ
く
り
支
援 

介
護
予
防
事
業 

（運
動
教
室
な
ど
）の
充
実 

高
齢
者
が
働
く
場
の 

確
保
や
就
職
の
あ
っ
せ
ん 

高
齢
者
が
社
会
参
加 

し
や
す
い
働
き
か
け 

高
齢
者
の
学
習
や
文
化
・ 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
支
援 

高
齢
者
と
若
い
世
代
の 

交
流
の
場
づ
く
り 

介
護
者
へ
の
支
援 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 114 43.9 25.4 27.2 9.6 5.3 2.6 2.6 3.5 0.0 30.7 

少路 101 38.6 25.7 23.8 7.9 7.9 4.0 5.0 6.9 5.0 31.7 

千里 94 43.6 27.7 23.4 4.3 3.2 2.1 2.1 2.1 2.1 30.9 

中央 91 36.3 19.8 16.5 3.3 5.5 1.1 5.5 4.4 4.4 33.0 

緑地 80 38.8 21.3 18.8 5.0 5.0 2.5 1.3 1.3 3.8 40.0 

服部 77 48.1 26.0 20.8 6.5 5.2 3.9 2.6 3.9 2.6 24.7 

庄内 107 37.4 18.7 18.7 9.3 3.7 1.9 1.9 0.9 0.0 23.4 
 

 
   

合
計 

認
知
症
や
虐
待
な
ど
、 

専
門
的
な
相
談
窓
口
の
充
実 

建
設
・道
路
な
ど 
高
齢
者
に
配
慮
し
た 
ま
ち
づ
く
り 

高
齢
者
向
け
住
宅
の
充
実 

情
報
提
供
の
充
実 

気
軽
に
利
用
で
き
る 

相
談
窓
口
の
充
実 

緊
急
時
の
相
談
窓
口
の
充
実 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や 

障
害
者
な
ど
に
対
す
る 

安
否
確
認 

夜
間
も
含
め
た
24
時
間 

必
要
な
時
に
随
時
利
用 

で
き
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 114 6.1 5.3 9.6 8.8 11.4 7.9 3.5 13.2 0.9 22.8 

少路 101 7.9 7.9 6.9 11.9 13.9 11.9 6.9 8.9 2.0 18.8 

千里 94 2.1 3.2 5.3 9.6 12.8 18.1 9.6 21.3 4.3 19.1 

中央 91 6.6 8.8 5.5 7.7 11.0 15.4 4.4 12.1 2.2 24.2 

緑地 80 3.8 7.5 11.3 8.8 8.8 13.8 7.5 17.5 2.5 8.8 

服部 77 3.9 2.6 9.1 2.6 14.3 11.7 10.4 20.8 2.6 13.0 

庄内 107 4.7 9.3 7.5 5.6 11.2 15.0 6.5 16.8 1.9 23.4 
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● 要介護度別でみると、要支援１～要介護２や要介護４では「在宅介護サービスの充実」、要介護

３・５では「介護者への支援」が最も多くなっています。 

   また、要支援２では「ひとり暮らしの高齢者や障害者などに対する安否確認」と「高齢者と若い

世代の交流の場づくり」、要介護１では「認知症や虐待など、専門的な相談窓口の充実」、要介護４

では「施設サービスの充実」、要介護５では「介護者への支援」が、それぞれ他の要介護度と比べて

多くなっています。 

 
   

合
計 

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の 

充
実 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

医
療
機
関
の
充
実 

病
気
の
予
防
や 

健
康
づ
く
り
支
援 

介
護
予
防
事
業 

（運
動
教
室
な
ど
）の
充
実 

高
齢
者
が
働
く
場
の 

確
保
や
就
職
の
あ
っ
せ
ん 

高
齢
者
が
社
会
参
加 

し
や
す
い
働
き
か
け 

高
齢
者
の
学
習
や
文
化
・ 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
支
援 

高
齢
者
と
若
い
世
代
の 

交
流
の
場
づ
く
り 

介
護
者
へ
の
支
援 

要
介
護
度 

要支援１ 86 39.5 20.9 15.1 5.8 3.5 1.2 5.8 3.5 1.2 23.3 

要支援２ 92 30.4 18.5 19.6 4.3 3.3 2.2 3.3 2.2 5.4 17.4 

要介護１ 164 42.1 21.3 26.2 8.5 7.3 1.8 2.4 3.7 3.0 29.9 

要介護２ 171 44.4 25.1 19.3 7.0 7.0 2.9 2.3 4.7 1.2 33.9 

要介護３ 82 39.0 24.4 22.0 9.8 3.7 6.1 3.7 1.2 1.2 40.2 

要介護４ 39 53.8 43.6 28.2 5.1 0.0 2.6 2.6 2.6 2.6 25.6 

要介護５ 30 36.7 20.0 23.3 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3 3.3 53.3 
 

 
   

合
計 

認
知
症
や
虐
待
な
ど
、 

専
門
的
な
相
談
窓
口
の
充
実 

建
設
・道
路
な
ど 

高
齢
者
に
配
慮
し
た 

ま
ち
づ
く
り 

高
齢
者
向
け
住
宅
の
充
実 

情
報
提
供
の
充
実 

気
軽
に
利
用
で
き
る 

相
談
窓
口
の
充
実 

緊
急
時
の
相
談
窓
口
の
充
実 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や 

障
害
者
な
ど
に
対
す
る 

安
否
確
認 

夜
間
も
含
め
た
24
時
間 

必
要
な
時
に
随
時
利
用 

で
き
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 5.8 5.8 8.1 9.3 10.5 10.5 10.5 16.3 2.3 23.3 

要支援２ 92 1.1 6.5 7.6 5.4 15.2 13.0 15.2 16.3 2.2 25.0 

要介護１ 164 8.5 5.5 5.5 9.1 14.6 14.6 6.7 16.5 1.8 17.1 

要介護２ 171 5.3 6.4 7.6 8.8 11.7 14.6 4.1 12.3 2.3 18.1 

要介護３ 82 3.7 9.8 11.0 7.3 12.2 14.6 4.9 18.3 2.4 14.6 

要介護４ 39 0.0 5.1 12.8 5.1 5.1 7.7 0.0 10.3 0.0 17.9 

要介護５ 30 6.7 6.7 6.7 6.7 0.0 10.0 0.0 23.3 6.7 20.0 
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● 住まいの状況別でみると、有料老人ホームでは「施設サービスの充実」、その他の住まいでは「在

宅介護サービスの充実」と「施設サービスの充実」、それ以外のほとんどの住まいでは「在宅介護サ

ービスの充実」が最も多くなっています。 

   また、持ち家（一戸建て）では「認知症や虐待など、専門的な相談窓口の充実」、持ち家（マン

ション）では「緊急時の相談窓口の充実」、賃貸住宅（一戸建て）では「建設・道路など高齢者に

配慮したまちづくり」と「高齢者が働く場の確保や就職のあっせん」、賃貸住宅（マンション・Ｕ

Ｒ・公社）と賃貸住宅（アパート・文化住宅）では「高齢者向け住宅の充実」、府営住宅・市営住

宅では「医療機関の充実」、有料老人ホームでは「施設サービスの充実」が、それぞれ他の住まいと

比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の 

充
実 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

医
療
機
関
の
充
実 

病
気
の
予
防
や 

健
康
づ
く
り
支
援 

介
護
予
防
事
業 

（運
動
教
室
な
ど
）の
充
実 

高
齢
者
が
働
く
場
の 

確
保
や
就
職
の
あ
っ
せ
ん 

高
齢
者
が
社
会
参
加 

し
や
す
い
働
き
か
け 

高
齢
者
の
学
習
や
文
化
・ 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
支
援 

高
齢
者
と
若
い
世
代
の 

交
流
の
場
づ
く
り 

介
護
者
へ
の
支
援 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 360 42.8 21.1 21.4 7.2 5.6 3.6 3.3 3.6 2.2 31.7 

持ち家（マンション） 122 37.7 22.1 23.0 4.9 4.9 0.8 3.3 4.1 4.1 32.0 

賃貸住宅（一戸建て） 23 34.8 26.1 17.4 0.0 0.0 8.7 0.0 4.3 0.0 26.1 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 56 41.1 30.4 21.4 10.7 8.9 1.8 5.4 1.8 1.8 26.8 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 33 36.4 21.2 15.2 12.1 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 33.3 

府営住宅・市営住宅 40 45.0 22.5 32.5 0.0 2.5 0.0 0.0 5.0 0.0 20.0 

有料老人ホーム 10 20.0 80.0 10.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 

サービス付き高齢者向け住宅 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

その他 7 42.9 42.9 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 
 

 
   

合
計 

認
知
症
や
虐
待
な
ど
、 

専
門
的
な
相
談
窓
口
の
充
実 

建
設
・道
路
な
ど
高
齢
者
に 

配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り 

高
齢
者
向
け
住
宅
の
充
実 

情
報
提
供
の
充
実 

気
軽
に
利
用
で
き
る 

相
談
窓
口
の
充
実 

緊
急
時
の
相
談
窓
口
の
充
実 

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
障
害

者
な
ど
に
対
す
る
安
否
確
認 

夜
間
も
含
め
た

24
時
間
必
要
な
時
に
随
時

利
用
で
き
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

住
ま
い 

持ち家（一戸建て） 360 6.9 5.0 5.8 7.8 13.1 12.2 5.0 16.1 2.2 17.2 

持ち家（マンション） 122 1.6 7.4 1.6 9.0 8.2 20.5 8.2 13.9 1.6 21.3 

賃貸住宅（一戸建て） 23 0.0 17.4 13.0 0.0 13.0 4.3 0.0 8.7 4.3 26.1 

賃貸住宅（マンション・ＵＲ・公社） 56 3.6 10.7 14.3 14.3 10.7 10.7 12.5 10.7 0.0 19.6 

賃貸住宅（アパート・文化住宅） 33 6.1 15.2 33.3 6.1 18.2 12.1 18.2 21.2 0.0 15.2 

府営住宅・市営住宅 40 5.0 2.5 7.5 5.0 10.0 17.5 7.5 20.0 7.5 25.0 

有料老人ホーム 10 10.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 

サービス付き高齢者向け住宅 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

その他 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 28.6 0.0 28.6 

 

 

  

129



 130

問71 主な介護者の方の現在の勤務形態についておたずねします。（○は１つ） 

● 主な介護者の現在の勤務形態については、「働いていない」が 48.0%で最も多く、「フルタイムで

働いている」(17.9%)、「パートタイムで働いている」(14.0%)がつづいています。 

 
 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「働いていない」が最も多くなっています。 

   また、要支援１では「フルタイムで働いている」が、他の要介護度と比べて多くなっています。 

 
   合計 

フルタイムで 
働いている 

パートタイムで 
働いている 

働いていない 不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 22.1 11.6 33.7 32.6 

要支援２ 92 14.1 12.0 48.9 25.0 

要介護１ 164 17.1 15.9 48.8 18.3 

要介護２ 171 16.4 14.0 50.3 19.3 

要介護３ 82 14.6 19.5 53.7 12.2 

要介護４ 39 30.8 10.3 51.3 7.7 

要介護５ 30 23.3 6.7 50.0 20.0 

 

※問72～問74は、主な介護者の方のうち、現在、働いている方におたずねします。 

問72 主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方についての調整等をしていますか。

（○は１つ） 

● 働いている主な介護者について、どのような働き方の調整をしているかをみると、「特に行って

いない」が 40.1%で最も多く、「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」(25.9%)、「介護のために、（２）～（４）以外の調整

をしながら、働いている」(13.2%)がつづいています。 

 

　　　　　　　区分

フルタイムで働いている (n=119)

パートタイムで働いている (n=93)

働いていない (n=319)

不明・無回答 (n=133)

　　　　　　　全体 (n=664)

17.9

14.0

48.0

20.0

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

　　　　　　　区分

特に行っていない（１） (n=85)

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間

勤務、遅出・早帰等）」しながら、働いている（２）
(n=55)

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（３）

(n=18)

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働い
ている（４）

(n=2)

介護のために、（２）～（４）以外の調整をしながら、
働いている（５）

(n=28)

主な介護者に確認しないと、わからない（６） (n=7)

不明・無回答 (n=17)

　　　　　　　全体 (n=212)

40.1

25.9

8.5

0.9

13.2

3.3

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問73 主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると

思いますか。（○は３つまで） 

● 働いている主な介護者について、勤め先からどのような支援があれば仕事と介護の両立に効果が

あるかをみると、「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が 26.4%で最も多く、「制度を利用しやす

い職場づくり」(25.5%)、「労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」(24.1%)がつづい

ています。 

 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない (n=37)

介護休業・介護休暇等の制度の充実 (n=56)

制度を利用しやすい職場づくり (n=54)

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など） (n=51)

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど） (n=14)

仕事と介護の両立に関する情報の提供 (n=23)

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置 (n=19)

介護をしている従業員への経済的な支援 (n=42)

その他 (n=4)

特にない (n=34)

主な介護者に確認しないと、わからない (n=10)

不明・無回答 (n=14)

　　　　　　　全体 (n=212)

17.5

26.4

25.5

24.1

6.6

10.8

9.0

19.8

1.9

16.0

4.7

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問74 主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。（○は１つ） 

● 働いている主な介護者について、今後の仕事と介護の両立に関する意識をみると、「問題はある

が、何とか続けていける」が 58.5%で最も多く、「問題なく、続けていける」(17.0%)、「続けてい

くのは、やや難しい」(7.1%)がつづいています。 

 

 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「問題はあるが、何とか続けていける」が最も多くなって

います。 

   また、要介護４では「問題はあるが、何とか続けていける」が、他の要介護度と比べて多くなって

います。 

 
   合計 

問題なく、 

続けていける 

問題はあるが、

何とか 

続けていける 

続けていく 

のは、 

やや難しい 

続けていく 

のは、かなり 

難しい 

主な介護者に 

確認しないと、

わからない 

不明・無回答 

要
介
護
度 

要支援１ 29 20.7 65.5 6.9 3.4 0.0 3.4 

要支援２ 24 25.0 41.7 4.2 8.3 12.5 8.3 

要介護１ 54 16.7 59.3 7.4 5.6 7.4 3.7 

要介護２ 52 15.4 51.9 7.7 7.7 9.6 7.7 

要介護３ 28 17.9 53.6 14.3 7.1 0.0 7.1 

要介護４ 16 0.0 93.8 0.0 0.0 6.3 0.0 

要介護５ 9 22.2 66.7 0.0 11.1 0.0 0.0 

 

 

 

 

 

 

  

　　　　　　　区分

問題なく、続けていける (n=36)

問題はあるが、何とか続けていける (n=124)

続けていくのは、やや難しい (n=15)

続けていくのは、かなり難しい (n=13)

主な介護者に確認しないと、わからない (n=13)

不明・無回答 (n=11)

　　　　　　　全体 (n=212)

17.0

58.5

7.1

6.1

6.1

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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高高齢齢者者虐虐待待やや認認知知症症、、成成年年後後見見制制度度ににつついいてて  
 

問75 あなたは認知症の症状について理解していますか。（〇は１つ） 

● 認知症の症状への理解度については、「理解している」が 48.0%で最も多く、「あまり理解してい

ない」(25.0%)、「よく理解している」(13.9%)がつづいており、認知症の症状を理解しているとす

る人（「よく理解している」＋「理解している」）は 61.9%となっています。 

 

 

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「理解している」が最も多くなっています。 

 
   合計 よく理解している 理解している 

あまり 
理解していない 

知らない 不明・無回答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 114 12.3 56.1 22.8 1.8 7.0 

少路 101 16.8 52.5 21.8 5.0 4.0 

千里 94 13.8 47.9 24.5 4.3 9.6 

中央 91 12.1 46.2 22.0 9.9 9.9 

緑地 80 11.3 42.5 28.8 8.8 8.8 

服部 77 13.0 49.4 22.1 3.9 11.7 

庄内 107 16.8 40.2 32.7 3.7 6.5 

 

  

　　　　　　　区分

よく理解している (n=92)

理解している (n=319)

あまり理解していない (n=166)

知らない (n=34)

不明・無回答 (n=53)

　　　　　　　全体 (n=664)

13.9

48.0

25.0

5.1

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問76 あなたご自身やご家族が認知症になったらと考えたことはありますか。（〇は１ つ） 

● 自身や家族が認知症になったらと考えたことがあるかについては、「時々ある」が 41.4%で最も多

く、「よくある」(30.9%)、「深く考えたことはない」(19.1%)がつづいており、考えたことがある

人（「よくある」＋「時々ある」）は 72.3%となっています。 

 

 

 ● 日常生活圏域別でみると、中央と服部では「よくある」、その他の圏域では「時々ある」が最も多く

なっています。 

 
   合計 よくある 時々ある 

深く考えた 
ことはない 

その他 不明・無回答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 114 29.8 48.2 16.7 2.6 2.6 

少路 101 30.7 47.5 14.9 0.0 6.9 

千里 94 31.9 44.7 16.0 0.0 7.4 

中央 91 34.1 34.1 17.6 3.3 11.0 

緑地 80 28.8 37.5 26.3 1.3 6.3 

服部 77 36.4 35.1 19.5 2.6 6.5 

庄内 107 26.2 39.3 24.3 2.8 7.5 

 

  

　　　　　　　区分

よくある (n=205)

時々ある (n=275)

深く考えたことはない (n=127)

その他 (n=12)

不明・無回答 (n=45)

　　　　　　　全体 (n=664)

30.9

41.4

19.1

1.8

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問77 もし、あなたご自身やご家族に認知症かもしれないと感じたら、誰に相談しようと思ってい

ますか。（○はいくつでも） 

● 自身や家族が認知症かもしれないと感じた時の相談相手・相談先については、「かかりつけ医」が

63.7%で最も多く、「家族」(55.7%)、「ケアマネジャー」(49.1%)がつづいています。 

 
  

● 日常生活圏域別でみると、全ての圏域で「かかりつけ医」が最も多くなっています。 

 
   

合
計 

か
か
り
つ
け
医 

家
族 

友
人 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

地
域
包
括 

支
援
セ
ン
タ
ー 

市
役
所 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 114 64.0 57.9 7.9 51.8 10.5 7.9 0.0 3.5 

少路 101 69.3 64.4 7.9 42.6 10.9 4.0 2.0 5.0 

千里 94 71.3 46.8 10.6 52.1 18.1 6.4 0.0 8.5 

中央 91 53.8 51.6 7.7 49.5 6.6 5.5 4.4 11.0 

緑地 80 53.8 53.8 3.8 41.3 16.3 2.5 1.3 6.3 

服部 77 67.5 54.5 5.2 57.1 11.7 5.2 1.3 5.2 

庄内 107 64.5 58.9 5.6 49.5 14.0 10.3 0.9 6.5 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

かかりつけ医 (n=423)

家族 (n=370)

友人 (n=47)

ケアマネジャー (n=326)

地域包括支援センター (n=83)

市役所 (n=41)

その他 (n=9)

不明・無回答 (n=43)

　　　　　　　全体 (n=664)

63.7

55.7

7.1

49.1

12.5

6.2

1.4

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問78 認知症の人が地域で安心して暮らしていくためには、どのようなことが必要だと思いますか。

（○は２つまで） 

● 認知症の人が地域で安心して暮らしていくために必要なことについては、「認知症の症状に関す

る正しい知識や理解を広めること」が 39.3%で最も多く、「認知症の人を介護している家族を支援す

ること」(31.8%)、「認知症の人に対する介護や医療の質を向上させること」(22.9%)がつづいてい

ます。 

 

 

● 要介護度別でみると、要支援１〜要介護３では「認知症の症状に関する正しい知識や理解を広めるこ

と」、要介護４・５では「認知症の人を介護している家族を支援すること」が最も多くなっています。 

 
   

合
計 

認
知
症
の
症
状
に
関
す
る
正
し

い
知
識
や
理
解
を
広
め
る
こ
と 

認
知
症
に
つ
い
て
学
校
教
育
の
中

で
学
ぶ
機
会
が
あ
る
こ
と 

認
知
症
に
関
す
る
相
談
窓
口
を

充
実
さ
せ
る
こ
と 

認
知
症
の
人
に
対
す
る
介
護
や

医
療
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と 

認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る

家
族
を
支
援
す
る
こ
と 

認
知
症
の
診
療
を
行
っ
て
い
る
医

療
機
関
を
周
知
す
る
こ
と 

認
知
症
の
人
を
支
え
る
施
設
や

組
織
を
周
知
す
る
こ
と 

地
域
に
お
け
る
見
守
り
な
ど
認
知
症
の
人
を
支
え

る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と 

「
認
知
症
か
な
ぁ
」と
思
っ
た
時
に
、
医
師
な
ど
の
専
門

家
が
家
に
来
て
く
れ
、
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
こ
と 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 86 34.9 4.7 20.9 15.1 24.4 11.6 16.3 8.1 19.8 0.0 4.7 16.3 

要支援２ 92 33.7 1.1 16.3 17.4 27.2 22.8 13.0 7.6 16.3 1.1 7.6 10.9 

要介護１ 164 43.9 6.1 18.9 26.8 32.9 18.3 18.9 11.0 14.0 1.2 7.9 4.9 

要介護２ 171 40.9 4.7 19.9 22.8 33.3 16.4 11.7 12.3 19.3 0.0 6.4 5.3 

要介護３ 82 45.1 9.8 17.1 30.5 32.9 17.1 15.9 11.0 25.6 0.0 7.3 3.7 

要介護４ 39 35.9 10.3 17.9 28.2 38.5 5.1 7.7 10.3 5.1 2.6 7.7 10.3 

要介護５ 30 23.3 3.3 20.0 13.3 40.0 6.7 16.7 13.3 10.0 3.3 10.0 13.3 

 

(複数回答)

　　　　　　　区分

認知症の症状に関する正しい知識や理解を広める
こと

(n=261)

認知症について学校教育の中で学ぶ機会がある
こと

(n=36)

認知症に関する相談窓口を充実させること (n=125)

認知症の人に対する介護や医療の質を向上させ
ること

(n=152)

認知症の人を介護している家族を支援すること (n=211)

認知症の診療を行っている医療機関を周知するこ
と

(n=107)

認知症の人を支える施設や組織を周知すること (n=98)

地域における見守りなど認知症の人を支えるまち
づくりを進めること

(n=70)

「認知症かなぁ」と思った時に、医師などの専門家
が家に来てくれ、相談に乗ってくれること

(n=114)

その他 (n=5)

わからない (n=47)

不明・無回答 (n=52)

　　　　　　　全体 (n=664)

39.3

5.4

18.8

22.9

31.8

16.1

14.8

10.5

17.2

0.8

7.1

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 日常生活圏別でみると、千里では「認知症の人を介護している家族を支援すること」、他の圏域では

「認知症の症状に関する正しい知識や理解を広めること」が最も多くなっています。 

  また、柴原では「認知症について学校教育の中で学ぶ機会があること」が、他の圏域と比べて多

くなっています。 

 
   

合
計 

認
知
症
の
症
状
に
関
す
る
正
し

い
知
識
や
理
解
を
広
め
る
こ
と 

認
知
症
に
つ
い
て
学
校
教
育
の
中

で
学
ぶ
機
会
が
あ
る
こ
と 

認
知
症
に
関
す
る
相
談
窓
口
を

充
実
さ
せ
る
こ
と 

認
知
症
の
人
に
対
す
る
介
護
や

医
療
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と 

認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る

家
族
を
支
援
す
る
こ
と 

認
知
症
の
診
療
を
行
っ
て
い
る
医

療
機
関
を
周
知
す
る
こ
と 

認
知
症
の
人
を
支
え
る
施
設
や

組
織
を
周
知
す
る
こ
と 

地
域
に
お
け
る
見
守
り
な
ど
認
知
症
の
人

を
支
え
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と 

「
認
知
症
か
な
ぁ
」と
思
っ
た
時
に
、
医
師
な
ど
の
専
門

家
が
家
に
来
て
く
れ
、
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
こ
と 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 114 43.0 11.4 20.2 23.7 35.1 17.5 14.0 8.8 16.7 0.9 9.6 6.1 

少路 101 42.6 2.0 20.8 22.8 27.7 15.8 15.8 11.9 17.8 1.0 7.9 5.9 

千里 94 30.9 6.4 17.0 28.7 31.9 19.1 13.8 10.6 12.8 1.1 6.4 11.7 

中央 91 40.7 6.6 15.4 25.3 30.8 14.3 15.4 12.1 15.4 0.0 4.4 12.1 

緑地 80 36.3 3.8 21.3 16.3 26.3 17.5 15.0 3.8 16.3 1.3 7.5 8.8 

服部 77 42.9 2.6 20.8 27.3 32.5 10.4 15.6 10.4 19.5 0.0 5.2 5.2 

庄内 107 38.3 3.7 16.8 16.8 36.4 16.8 14.0 15.0 21.5 0.9 7.5 5.6 
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問79 高齢者に対する虐待問題の解決のためには、次のどれが重要な役割を果たすと思いますか。

（○は２つまで） 

● 高齢者虐待対策として重要な役割を果たすと思う取り組みについては、「家族の介護負担を軽減

するような支援体制づくり」が 47.1%で最も多く、「介護を受ける高齢者自身の不安や不満を取り除

く」(29.7%)、「ショートステイ（短期入所）などの緊急避難のための福祉施設を確保する」

(25.5%)がつづいています。 

 
 

● 日常生活圏別でみると、全ての圏域で「家族の介護負担を軽減するような支援体制づくり」が最も多

くなっています。 
 

   

合
計 

介
護
を
受
け
る
高
齢
者
自
身
の
不

安
や
不
満
を
取
り
除
く 

介
護
を
受
け
て
い
る
人
が
介
護
者

に
感
想
や
気
持
ち
を
伝
え
る 

家
族
の
介
護
負
担
を
軽
減
す
る
よ

う
な
支
援
体
制
づ
く
り 

家
族
の
精
神
的
な
孤
立
を
防
ぐ
支

援
（介
護
者
家
族
の
会
な
ど
） 

身
近
な
地
域
で
の
相
談
窓
口
の
紹

介
と
充
実 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（短
期
入
所
）な
ど
の
緊
急

避
難
の
た
め
の
福
祉
施
設
を
確
保
す
る 

虐
待
防
止
の
た
め
の
人
権
意
識
の

高
揚
を
図
る
（啓
発
活
動
） 

地
域
に
お
け
る
見
守
り
な
ど
、
近

隣
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り 

認
知
症
の
症
状
に
関
す
る
正
し
い

知
識
や
理
解 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

日
常
生
活
圏
域 

柴原 114 30.7 8.8 50.0 19.3 6.1 28.1 4.4 8.8 21.9 0.9 10.5 

少路 101 32.7 5.9 52.5 19.8 11.9 24.8 5.0 5.9 24.8 5.0 7.9 

千里 94 33.0 9.6 50.0 14.9 8.5 30.9 1.1 9.6 21.3 3.2 13.8 

中央 91 23.1 9.9 45.1 18.7 11.0 29.7 2.2 2.2 15.4 1.1 13.2 

緑地 80 26.3 13.8 33.8 12.5 13.8 17.5 2.5 8.8 25.0 2.5 12.5 

服部 77 33.8 6.5 50.6 19.5 7.8 26.0 5.2 5.2 14.3 2.6 9.1 

庄内 107 28.0 8.4 45.8 25.2 10.3 20.6 3.7 5.6 20.6 0.0 12.1 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

介護を受ける高齢者自身の不安や不満を取り除く (n=197)

介護を受けている人が介護者に感想や気持ちを伝
える

(n=59)

家族の介護負担を軽減するような支援体制づくり (n=313)

家族の精神的な孤立を防ぐ支援（介護者家族の
会など）

(n=125)

身近な地域での相談窓口の紹介と充実 (n=65)

ショートステイ（短期入所）などの緊急避難のため
の福祉施設を確保する

(n=169)

虐待防止のための人権意識の高揚を図る（啓発
活動）

(n=23)

地域における見守りなど、近隣とのネットワークづ
くり

(n=44)

認知症の症状に関する正しい知識や理解 (n=137)

その他 (n=14)

不明・無回答 (n=75)

　　　　　　　全体 (n=664)

29.7

8.9

47.1

18.8

9.8

25.5

3.5

6.6

20.6

2.1

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問80 市民の権利を守るための以下の仕組みについて知っていますか。（①～④のそれぞれについて、

あてはまるもに○） 

 

①成年後見制度 

  ● 成年後見制度については、「名前は聞いたことがあるが内容はよく知らない」が 41.1%で最も多

く、「知らない」(24.7%)、「内容を知っている」(24.4%)がつづいています。 

 

 

②法定後見制度 

  ● 法定後見制度については、「知らない」が 40.2%で最も多く、「名前は聞いたことがあるが内容

はよく知らない」(36.1%)、「内容を知っている」(14.9%)がつづいています。 

 

 

③任意後見制度 

  ● 任意後見制度については、「知らない」が 54.5%で最も多く、「名前は聞いたことがあるが内容

はよく知らない」(27.0%)、「内容を知っている」(9.6%)がつづいています。 

 

 

　　　　　　　区分

相談窓口などを利用したことがある (n=15)

内容を知っている (n=162)

名前は聞いたことがあるが内容はよく知らない (n=273)

知らない (n=164)

不明・無回答 (n=50)

　　　　　　　全体 (n=664)

2.3

24.4

41.1

24.7

7.5

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

　　　　　　　区分

相談窓口などを利用したことがある (n=5)

内容を知っている (n=99)

名前は聞いたことがあるが内容はよく知らない (n=240)

知らない (n=267)

不明・無回答 (n=53)

　　　　　　　全体 (n=664)

0.8

14.9

36.1

40.2

8.0

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

　　　　　　　区分

相談窓口などを利用したことがある (n=4)

内容を知っている (n=64)

名前は聞いたことがあるが内容はよく知らない (n=179)

知らない (n=362)

不明・無回答 (n=55)

　　　　　　　全体 (n=664)

0.6

9.6

27.0

54.5

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④日常生活自立支援事業 

  ● 日常生活自立支援事業については、「知らない」が 53.6%で最も多く、「名前は聞いたことがあ

るが内容はよく知らない」(29.4%)、「内容を知っている」(8.4%)がつづいています。 

 

  

  

問81 市民の権利を守るための成年後見制度などについて相談できる窓口をご存知ですか。（〇は１つ） 

● 市民の権利を守るための相談窓口については、「知らない」が 77.9%、「知っている」が 16.1%と

なっています。 

  
 

 

 

   

　　　　　　　区分

相談窓口などを利用したことがある (n=8)

内容を知っている (n=56)

名前は聞いたことがあるが内容はよく知らない (n=195)

知らない (n=356)

不明・無回答 (n=49)

　　　　　　　全体 (n=664)

1.2

8.4

29.4

53.6

7.4

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

　　　　　　　区分

知っている (n=107)

知らない (n=517)

不明・無回答 (n=40)

　　　　　　　全体 (n=664)

16.1

77.9

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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施施設設入入所所者者調調査査のの結結果果 
 

 

個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて  
 

あなた（宛名のご本人）は、表紙に記載の個人情報の取り扱いについて同意しますか。（〇は１つ） 

● 「同意する」が 80.7%、「同意しない」が 1.2%となっています。 

 

 

個人情報の取り扱いについて同意した方（集計対象の方）について、要介護認定情報から以下の属性

を整理します。 

 

（１）性別 

● 性別については、「男性」が 25.6%、「女性」が 74.4%となっています。 

 
 

（２）年齢階層 

● 年齢階層については、「90～94 歳」が 24.2%で最も多く、「85～89 歳」（24.1%）、「80～84 歳」

（23.2%）がつづいています。 

 

 

 

　　　　　　　区分

同意する (n=594)

同意しない (n=7)

　　　　　　　全体 (n=601)

98.81.2

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

　　　　　　　区分

男性 (n=152)

女性 (n=442)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=594)

25.6

74.4

0.0

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

　　　　　　　区分

65～69歳 (n=7)

70～74歳 (n=34)

75～79歳 (n=47)

80～84歳 (n=138)

85～89歳 (n=143)

90～94歳 (n=144)

95歳以上 (n=81)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=594)

1.2

5.7

7.9

23.2

24.1

24.2

13.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）要介護度 

● 要介護度については、「要介護４」が 31.1%で最も多く、「要介護５」（22.9%）、「要介護３」

（22.7%）がつづいています。 

 

 

 ● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームやグループホームなどは「要介護４」、介護老

人保健施設は「要介護３」、有料老人ホームは「要介護１」と「要介護４」、ケアハウスは「要介

護１が最も多くなっています。 

   また、特別養護老人ホームでは「要介護４」と「要介護５」、介護老人保健施設では「要介護

３」、有料老人ホームでは「要支援１」「要支援２」「要介護１」、ケアハウスでは「要介護１」

が、それぞれ他の入所施設と比べて多くなっています。 

 
 

  
合
計 

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 

不
明
・無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 0.0 0.0 4.5 2.7 22.8 37.5 32.6 0.0 

介護老人保健施設 108 0.0 0.0 3.7 17.6 29.6 28.7 20.4 0.0 

介護療養型医療施設 8 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 50.0 25.0 0.0 

介護医療院 5 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 

グループホーム 82 0.0 0.0 11.0 13.4 23.2 29.3 23.2 0.0 

有料老人ホーム 99 8.1 5.1 21.2 17.2 19.2 21.2 8.1 0.0 

ケアハウス 20 5.0 5.0 35.0 25.0 15.0 15.0 0.0 0.0 

その他 5 20.0 0.0 20.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0 

 

 

  

　　　　　　　区分

要支援１ (n=10)

要支援２ (n=7)

要介護１ (n=56)

要介護２ (n=65)

要介護３ (n=135)

要介護４ (n=185)

要介護５ (n=136)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=594)

1.7

1.2

9.4

10.9

22.7

31.1

22.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（４）居住地（入所している施設がある日常生活圏域） 

● 居住地（入所している施設がある日常生活圏域）については、「服部」が 18.4％で最も多く、

「柴原」「千里」（ともに 17.3％）がつづいています。 

 

 

 

 

ああななたた（（宛宛名名ののごご本本人人））ののここととににつついいてて  
 

問１ このアンケートを記入されている方は「宛名のご本人」から見て、どなたですか。宛名のご

本人の調査協力に対する同意があるものの、ご記入が困難なために代筆される場合は、ご本

人との続柄を選択してください。（〇は１つ） 

● アンケートの記入者については、「子ども」が 57.7%で最も多く、「配偶者」(17.0%)、「その他」

(7.9%)がつづいています。 

 

 

  

　　　　　　　区分

柴原 (n=103)

少路 (n=92)

千里 (n=103)

中央 (n=59)

緑地 (n=53)

服部 (n=109)

庄内 (n=75)

不明・無回答 (n=0)

　　　　　　　全体 (n=594)

17.3

15.5

17.3

9.9

8.9

18.4

12.6

0.0

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

　　　　　　　区分

宛名のご本人 (n=31)

配偶者 (n=101)

子ども (n=343)

親 (n=10)

兄弟姉妹 (n=25)

その他 (n=47)

不明・無回答 (n=37)

　　　　　　　全体 (n=594)

5.2

17.0

57.7

1.7

4.2

7.9

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２ 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。（○は１つ） 

● 暮らしの経済状況については、「苦しくもないが、ゆとりもない」が 47.5%で最も多く、「やや苦

しい」(18.7%)、「苦しい」(13.6%)がつづいています。 

  また、経済的に苦しい状況の人（「苦しい」＋「やや苦しい」）は 32.3％、経済的にゆとりがあ

る人（「ややゆとりがある」＋「ゆとりがある」）は 13.6％となっています。 

 

  

● 現在の入所施設別でみると、全ての施設で「苦しくもないが、ゆとりもない」が最も多くなって

いますが、介護医療院では「苦しい」も最も多くなっています。また、有料老人ホームでは経済的

にゆとりがある人は３割程度を占めています。 

さらに、介護老人保健施設は「やや苦しい」が、有料老人ホームでは「ややゆとりがある」と

「ゆとりがある」が、他の施設と比べて多くなっています。 

 
 

  合計 苦しい やや 

苦しい 

苦しくも 

ないが、 

ゆとりも 

ない 

やや 

ゆとりが 

ある 

ゆとりが 

ある 

不明・ 

無回答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 16.5 17.0 54.0 9.8 2.2 0.4 

介護老人保健施設 108 13.0 33.3 43.5 6.5 2.8 0.9 

介護療養型医療施設 8 12.5 25.0 62.5 0.0 0.0 0.0 

介護医療院 5 40.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 

グループホーム 82 14.6 14.6 56.1 11.0 2.4 1.2 

有料老人ホーム 99 6.1 15.2 47.5 20.2 9.1 2.0 

ケアハウス 20 20.0 20.0 55.0 5.0 0.0 0.0 

その他 5 0.0 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0 

 

  

　　　　　　　区分

苦しい (n=81)

やや苦しい (n=111)

苦しくもないが、ゆとりもない (n=282)

ややゆとりがある (n=62)

ゆとりがある (n=19)

不明・無回答 (n=39)

　　　　　　　全体 (n=594)

13.6

18.7

47.5

10.4

3.2

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問３ 施設等に入所する前に利用していた、介護保険の在宅サービスは次のうちどれですか。（○は

いくつでも） 

● 施設等に入所する前に利用していた在宅サービスについては、「通所介護（デイサービス）」が

51.3%で最も多く、「短期入所（ショートステイ）」(32.0%)、「訪問介護（ホームヘルプ）」

(29.5%)がつづいています。 

  
 

 ● 要介護度別でみると、要支援１では「利用したことがない」、要支援２では「福祉用具貸与」

「福祉用具購入」「住宅改修」、要介護１～５では「通所介護」が最も多くなっています。 

   また、「通所介護」と「短期入所」は要介護度が高くなるとともに多くなる傾向にあります。 

   さらに、要介護５では要介護４以下と比べて「訪問看護」が多くなっています。 

 
 

  
合
計 

訪
問
介
護
（ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
） 

訪
問
看
護 

訪
問
入
浴 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

通
所
介
護
（ 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
） 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

（デ
イ
ケ
ア
） 

短
期
入
所 

（シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
） 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

福
祉
用
具
貸
与 

福
祉
用
具
購
入 

住
宅
改
修 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護 

小
規
模
多
機
能
型 

居
宅
介
護 

定
期
巡
回
・随
時
対
応
型 

訪
問
介
護
看
護 

看
護
小
規
模
多
機
能
型 

居
宅
介
護 

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス 

利
用
し
た
こ
と
は
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 10 20.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 

要支援２ 7 28.6 0.0 0.0 0.0 28.6 28.6 14.3 0.0 42.9 42.9 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 

要介護１ 57 24.6 5.3 5.3 1.8 38.6 12.3 19.3 0.0 22.8 7.0 19.3 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 28.1 7.0 

要介護２ 65 40.0 7.7 9.2 12.3 53.8 7.7 26.2 4.6 33.8 23.1 13.8 1.5 7.7 0.0 1.5 3.1 13.8 6.2 

要介護３ 135 25.9 10.4 6.7 7.4 58.5 11.1 32.6 1.5 25.9 14.8 11.1 0.0 4.4 1.5 0.0 0.7 15.6 7.4 

要介護４ 185 29.2 13.5 6.5 8.6 49.2 14.1 36.8 2.2 28.6 25.4 17.8 0.0 3.2 1.6 1.1 1.6 15.1 7.0 

要介護５ 135 31.1 18.5 5.9 10.4 55.6 12.6 36.3 0.7 31.1 18.5 16.3 2.2 5.9 1.5 0.7 4.4 12.6 6.7 

(複数回答)

　　　　　　　区分

訪問介護（ホームヘルプ） (n=175)

訪問看護 (n=73)

訪問入浴 (n=38)

訪問リハビリテーション (n=49)

通所介護（デイサービス） (n=305)

通所リハビリテーション（デイケア） (n=72)

短期入所（ショートステイ） (n=190)

居宅療養管理指導 (n=10)

福祉用具貸与 (n=169)

福祉用具購入 (n=115)

住宅改修 (n=94)

夜間対応型訪問介護 (n=4)

小規模多機能型居宅介護 (n=26)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (n=7)

看護小規模多機能型居宅介護 (n=5)

その他のサービス (n=12)

利用したことはない (n=95)

不明・無回答 (n=41)

　　　　　　　全体 (n=594)

29.5

12.3

6.4

8.2

51.3

12.1

32.0

1.7

28.5

19.4

15.8

0.7

4.4

1.2

0.8

2.0

16.0

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 ● 現在の入所施設別でみると、ほとんどの施設で「通所介護」が最も多くなっています。 

   また、特別養護老人ホームでは「短期入所」、介護老人保健施設では「訪問リハビリテーション」

と「訪問入浴」、有料老人ホームでは「住宅改修」、ケアハウスでは「居宅療養管理指導」と「看

護小規模多機能型局介護」が、それぞれ他の施設と比べて多くなっています。 

 
 

  
合
計 

訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
） 

訪
問
看
護 

訪
問
入
浴 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
） 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

（デ
イ
ケ
ア
） 

短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
） 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

福
祉
用
具
貸
与 

福
祉
用
具
購
入 

住
宅
改
修 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型 

訪
問
介
護
看
護 

看
護
小
規
模
多
機
能
型 

居
宅
介
護 

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス 

利
用
し
た
こ
と
は
な
い 

不
明
・
無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 29.0 13.8 5.8 7.1 54.5 15.2 42.4 0.9 31.7 20.5 14.3 0.0 5.8 1.8 0.9 1.8 14.3 0.9 

介護老人保健施設 108 41.7 18.5 13.0 17.6 59.3 13.9 34.3 2.8 37.0 27.8 19.4 1.9 1.9 1.9 0.0 2.8 16.7 0.0 

介護療養型医療施設 8 0.0 12.5 0.0 12.5 37.5 0.0 25.0 12.5 37.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 12.5 

介護医療院 5 20.0 40.0 20.0 0.0 40.0 20.0 40.0 0.0 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 

グループホーム 82 30.5 9.8 2.4 4.9 65.9 7.3 34.1 1.2 17.1 9.8 11.0 0.0 7.3 0.0 1.2 1.2 17.1 1.2 

有料老人ホーム 99 34.3 8.1 7.1 9.1 46.5 12.1 23.2 1.0 30.3 23.2 27.3 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 20.2 1.0 

ケアハウス 20 15.0 5.0 5.0 0.0 45.0 5.0 5.0 10.0 15.0 15.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 5.0 30.0 0.0 

その他 5 20.0 20.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 
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施施設設のの入入所所状状況況ににつついいてて  
 

問４ 現在どこに入所していますか。（〇は１つ） 

● 現在の入所施設については、「特別養護老人ホーム（常時介護が必要で居宅での生活が困難な人

が、日常生活上の支援や介護を受ける施設）」が 37.7%で最も多く、「介護老人保健施設（状態が安

定している人が在宅復帰できるように、医学的な管理のもとでリハビリテーションを中心としたサ

ービスを行う施設）」(18.2%)、「有料老人ホーム（利用権や賃貸などの形態で入居し、食事の提供

などの生活サービスを受ける施設）」(16.7%)がつづいています。 

 

 

● 要介護度別でみると、要支援１～要介護１は「有料老人ホーム」、要介護２は「介護老人保健施

設」、要介護３～５は「特別養護老人ホーム」が最も多くなっています。 

また、要支援１～要介護１では「有料老人ホーム」、要介護２では「介護老人保健施設」、要介護

４～５では「特別養護老人ホーム」が、それぞれ他の要介護度と比べて多くなっています。 
 

 

  
合
計 

特
別
養
護
老
人 

ホ
ー
ム 

介
護
老
人 

保
健
施
設 

介
護
療
養
型 

医
療
施
設 

介
護
医
療
院 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

ケ
ア
ハ
ウ
ス 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 10.0 10.0 0.0 

要支援２ 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 14.3 0.0 14.3 

要介護１ 57 17.5 7.0 0.0 1.8 15.8 36.8 12.3 1.8 7.0 

要介護２ 65 9.2 29.2 1.5 0.0 16.9 26.2 7.7 0.0 9.2 

要介護３ 135 37.8 23.7 0.7 0.0 14.1 14.1 2.2 0.7 6.7 

要介護４ 185 45.4 16.8 2.2 1.1 13.0 11.4 1.6 1.1 7.6 

要介護５ 135 54.1 16.3 1.5 1.5 14.1 5.9 0.0 0.0 6.7 

 

 

  

　　　　　　　区分

特別養護老人ホーム (n=224)

介護老人保健施設 (n=108)

介護療養型医療施設 (n=8)

介護医療院 (n=5)

グループホーム (n=82)

有料老人ホーム (n=99)

ケアハウス (n=20)

その他 (n=5)

不明・無回答 (n=43)

　　　　　　　全体 (n=594)

37.7

18.2

1.3

0.8

13.8

16.7

3.4

0.8

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問５ 現在の施設に入所される前１か月間の主な生活場所はどこでしたか。（〇は１つ） 

● 現在の施設に入所される前１か月間の主な生活場所については、「自宅」が 37.9%で最も多く、

「病院」(21.9%)、「介護老人保健施設」(15.0%)がつづいています。 

 

 

● 要介護度別でみると、全ての要介護度で「自宅」が最も多くなっています。 

● 現在の入所施設別でみると、介護老人保健施設と介護療養型医療施設は「病院」、それ以外の施設

は「自宅」が最も多くなっています。 

  また、特別養護老人ホームでは「介護老人保健施設」と「特別養護老人ホーム」、介護老人保健施

設と介護療養型医療施設では「病院」、グループホームと有料老人ホームでは「自宅」、ケアハウス

では「有料老人ホーム」が、それぞれ他の施設と比べて多くなっています。 
 

 

合
計 

自
宅 

病
院 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

介
護
老
人
保
健
施
設 

介
護
療
養
型
医
療
施
設 

介
護
医
療
院 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

有
料
老
人
ホ
ー
ム
・ 

ケ
ア
ハ
ウ
ス
な
ど 

サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け 

住
宅
な
ど
の
高
齢
者
住
宅 

公
的
な
高
齢
者
向
け
住

宅 そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 10 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

要支援２ 7 42.9 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 

要介護１ 57 45.6 22.8 0.0 7.0 1.8 0.0 1.8 8.8 1.8 0.0 1.8 8.8 

要介護２ 65 44.6 21.5 3.1 10.8 1.5 1.5 1.5 6.2 1.5 0.0 1.5 6.2 

要介護３ 135 40.0 20.0 8.1 15.6 0.7 0.0 3.0 3.0 1.5 0.0 2.2 5.9 

要介護４ 185 33.0 24.3 6.5 15.1 2.2 0.5 1.1 4.9 2.2 0.0 2.2 8.1 

要介護５ 135 31.9 20.7 8.1 20.7 2.2 0.0 4.4 2.2 1.5 0.0 0.0 8.1 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 33.9 16.5 14.7 23.7 1.8 0.4 1.3 4.5 1.3 0.0 1.3 0.4 

介護老人保健施設 108 33.3 38.0 0.0 19.4 1.9 0.9 0.9 1.9 1.9 0.0 0.0 1.9 

介護療養型医療施設 8 0.0 62.5 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 

介護医療院 5 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 

グループホーム 82 56.1 18.3 0.0 3.7 1.2 0.0 8.5 2.4 3.7 0.0 3.7 2.4 

有料老人ホーム 99 53.5 26.3 1.0 8.1 0.0 0.0 2.0 6.1 1.0 0.0 1.0 1.0 

ケアハウス 20 50.0 10.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 25.0 5.0 0.0 0.0 0.0 

その他 5 40.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

　　　　　　　区分

自宅 (n=225)

病院 (n=130)

特別養護老人ホーム (n=36)

介護老人保健施設 (n=89)

介護療養型医療施設 (n=10)

介護医療院 (n=2)

グループホーム (n=14)

有料老人ホーム・ケアハウスなど (n=25)

サービス付高齢者向け住宅などの高齢者住宅 (n=10)

公的な高齢者向け住宅（シルバーハウジングなど） (n=0)

その他 (n=9)

不明・無回答 (n=44)

　　　　　　　全体 (n=594)

37.9

21.9

6.1

15.0

1.7

0.3

2.4

4.2

1.7

0.0

1.5

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問６ 現在の施設に入所してからどのくらい経ちますか。（〇は１つ） 

● 現在の施設の入所期間については、「１年以上２年未満」が 20.5%で最も多く、「３年以上５年未

満」(17.7%)、「２年以上３年未満」(16.0%)がつづいています。 

 

 

● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームでは「３年以上５年未満」と「１年以上２年未

満」、介護老人保健施設では「１年以上２年未満」、介護療養型医療施設では「１か月以上３か月未

満」、グループホームとケアハウスでは「３年以上５年未満」、有料老人ホームでは「５年以上」が

最も多くなっています。 

  また、特別養護老人ホームでは「３年以上５年未満」、介護老人保健施設では「１年以上２年未

満」、有料老人ホームでは「５年以上」が、それぞれ他の施設と比べて多くなっています。 

 
   

合
計 

１
か
月
未
満 

１
か
月
以
上 

３
か
月
未
満 

３
か
月
以
上 

６
か
月
未
満 

６
か
月
以
上 

１
年
未
満 

１
年
以
上 

２
年
未
満 

２
年
以
上 

３
年
未
満 

３
年
以
上 

５
年
未
満 

５
年
以
上 

不
明
・無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 0.9 1.8 5.4 8.0 21.9 20.5 21.9 18.8 0.9 

介護老人保健施設 108 4.6 5.6 20.4 17.6 25.9 12.0 9.3 0.9 3.7 

介護療養型医療施設 8 12.5 37.5 25.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0 

介護医療院 5 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 

グループホーム 82 0.0 2.4 4.9 15.9 17.1 17.1 19.5 17.1 6.1 

有料老人ホーム 99 3.0 1.0 13.1 13.1 19.2 11.1 16.2 22.2 1.0 

ケアハウス 20 0.0 5.0 10.0 10.0 20.0 5.0 35.0 15.0 0.0 

その他 5 40.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 

 

 

  

　　　　　　　区分

１か月未満 (n=13)

１か月以上３か月未満 (n=18)

３か月以上６か月未満 (n=61)

６か月以上１年未満 (n=73)

１年以上２年未満 (n=122)

２年以上３年未満 (n=95)

３年以上５年未満 (n=105)

５年以上 (n=93)

不明・無回答 (n=14)

　　　　　　　全体 (n=594)

2.2

3.0

10.3

12.3

20.5

16.0

17.7

15.7

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問７ 現在の施設に入所の申し込みを行ってから実際に入所されるまでに、どれくらいの期間がか

かりましたか。（〇は１つ） 

● 現在の入所施設に申し込みをして実際に入所するまでの期間については、「１か月未満」が35.4%

で最も多く、「１か月以上３か月未満」(24.1%)、「３か月以上６か月未満」(15.3%)がつづいていま

す。 

 

 

● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームでは「１か月以上３か月未満」、それ以外の施設

では「１か月未満」が最も多くなっています。 

  また、特別養護老人ホームでは他の施設と比べて、「３か月以上６か月未満」や「６か月以上１年

未満」「１年以上１年６か月未満」「１年６か月以上２年未満」「２年以上」が多くなっており、入

所に要する期間が長いことがわかります。 

 
 

  

合
計 

１
か
月
未
満 

１
か
月
以
上 

３
か
月
未
満 

３
か
月
以
上 

６
か
月
未
満 

６
か
月
以
上 

１
年
未
満 

１
年
以
上 

１
年
６
か
月
未
満 

１
年
６
か
月
以
上

２
年
未
満 

２
年
以
上 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 15.2 23.7 20.1 16.5 5.8 4.9 6.7 5.8 1.3 

介護老人保健施設 108 50.9 25.9 12.0 1.9 1.9 0.9 0.0 3.7 2.8 

介護療養型医療施設 8 62.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0 

介護医療院 5 60.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 

グループホーム 82 47.6 20.7 9.8 13.4 0.0 1.2 2.4 2.4 2.4 

有料老人ホーム 99 53.5 28.3 12.1 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 

ケアハウス 20 50.0 25.0 10.0 5.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 

その他 5 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 

 

 

  

　　　　　　　区分

１か月未満 (n=210)

１か月以上３か月未満 (n=143)

３か月以上６か月未満 (n=91)

６か月以上１年未満 (n=58)

１年以上１年６か月未満 (n=16)

１年６か月以上２年未満 (n=15)

２年以上 (n=23)

わからない (n=25)

不明・無回答 (n=13)

　　　　　　　全体 (n=594)

35.4

24.1

15.3

9.8

2.7

2.5

3.9

4.2

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問８ あなたが施設へ入所されたもっとも大きな理由は何ですか。（〇は１つ） 

● 施設に入所したもっとも大きな理由については、「家族等の介護負担を減らしたいから」が 28.5%

で最も多く、「施設のほうが安心だから」(22.1%)、「手厚い介護や専門的な介護が必要だから」

(16.5%)がつづいています。 

 

 

● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホームなどでは「家

族等の介護負担を減らしたいから」、介護療養医療施設では「手厚い介護や専門的な介護が必要だか

ら」、有料老人ホームとケアハウスでは「施設のほうが安心だから」が最も多くなっています。 

  また、有料老人ホームでは「施設のほうが安心だから」と「家族に気を使いたくないから」が、他

の施設と比べて多くなっています。 

 
 

  

合
計 

家
族
等
の
介
護
負
担
を 

減
ら
し
た
い
か
ら 

施
設
の
ほ
う
が
安
心
だ
か
ら 

介
護
し
て
く
れ
る 

家
族
等
が
い
な
い
か
ら 

手
厚
い
介
護
や
専
門
的
な 

介
護
が
必
要
だ
か
ら 

入
浴
し
に
く
い
な
ど
、 

介
護
の
た
め
に
は
住
宅
の
構
造
に

問
題
が
あ
る
か
ら 

在
宅
の
サ
ー
ビ
ス
で
は 

経
済
的
負
担
が
大
き
い
か
ら 

家
族
に
気
を
使
い
た
く
な
い
か
ら 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 32.6 15.6 12.9 16.5 8.5 0.4 1.8 4.5 7.1 

介護老人保健施設 108 26.9 19.4 13.9 17.6 10.2 0.0 0.0 9.3 2.8 

介護療養型医療施設 8 12.5 12.5 12.5 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

介護医療院 5 40.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

グループホーム 82 35.4 28.0 13.4 12.2 2.4 0.0 0.0 4.9 3.7 

有料老人ホーム 99 23.2 34.3 10.1 16.2 4.0 0.0 5.1 5.1 2.0 

ケアハウス 20 15.0 45.0 20.0 0.0 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0 

その他 5 40.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0 

 

　　　　　　　区分

家族等の介護負担を減らしたいから (n=169)

施設のほうが安心だから (n=131)

介護してくれる家族等がいないから (n=78)

手厚い介護や専門的な介護が必要だから (n=98)

入浴しにくいなど、介護のためには住宅の構造に
問題があるから

(n=43)

在宅のサービスでは経済的負担が大きいから (n=2)

家族に気を使いたくないから (n=9)

その他 (n=30)

不明・無回答 (n=34)

　　　　　　　全体 (n=594)

28.5

22.1

13.1

16.5

7.2

0.3

1.5

5.1

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問９ 現在入所されているお部屋はどのような形態ですか。（〇は１つ） 

● 現在入所している部屋の形態については、「個室」が 69.5%、「多床室」が 27.9%となっています。 

 

 

● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームやグループホーム、有料老人ホーム、ケアハウ

スでは「個室」、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などでは「多床室」が多くなっています。 

 
   合計 個室 多床室 不明・無回答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 73.7 25.4 0.9 

介護老人保健施設 108 18.5 79.6 1.9 

介護療養型医療施設 8 25.0 62.5 12.5 

介護医療院 5 40.0 60.0 0.0 

グループホーム 82 97.6 0.0 2.4 

有料老人ホーム 99 99.0 0.0 1.0 

ケアハウス 20 85.0 10.0 5.0 

その他 5 60.0 20.0 20.0 

 

 

  

　　　　　　　区分

個室 (n=413)

多床室 (n=166)

不明・無回答 (n=15)

　　　　　　　全体 (n=594)

69.5

27.9

2.5

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

152



 153

問10 入所するにあたり、どのような理由で現在のお部屋を選ばれましたか。（○はいくつでも） 

● 入所の際に現在の部屋を選んだ理由については、「プライバシーを考えて個室を選んだ」が 44.4%

で最も多く、「その他」(28.1%)、「部屋の形態は問わず、居室料の安さを優先した」(16.2%)がつ

づいています。 

 

 

● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームやグループホーム、有料老人ホーム、ケアハウ

スでは「プライバシーを考えて個室を選んだ」、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などでは

「部屋の形態は問わず、居室料の安さを優先した」が多くなっています。 

  また、介護老人保健施設では「部屋の形態は問わず、居室料の安さを優先した」や「一人では不

安なので、多床室を選んだ」「できれば個室が良かったが、居室料が高いので多床室を選んだ」、

有料老人ホームとケアハウスでは「プライバシーを考えて個室を選んだ」が、それぞれ他の施設と

比べて多くなっています。 

 
 

  

合
計 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
考
え
て 

個
室
を
選
ん
だ 

で
き
れ
ば
個
室
が
良
か
っ
た
が
、 

居
室
料
が
高
い
の
で 

多
床
室
を
選
ん
だ 

部
屋
の
形
態
は
問
わ
ず
、 

居
室
料
の
安
さ
を
優
先
し
た 

一
人
で
は
不
安
な
の
で
、 

多
床
室
を
選
ん
だ 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 44.6 6.3 15.6 5.4 30.8 3.1 

介護老人保健施設 108 9.3 11.1 33.3 26.9 24.1 2.8 

介護療養型医療施設 8 25.0 12.5 50.0 0.0 12.5 0.0 

介護医療院 5 20.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 

グループホーム 82 51.2 0.0 4.9 0.0 45.1 2.4 

有料老人ホーム 99 77.8 1.0 6.1 0.0 18.2 1.0 

ケアハウス 20 75.0 5.0 15.0 5.0 25.0 5.0 

その他 5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 80.0 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

プライバシーを考えて個室を選んだ (n=264)

できれば個室が良かったが、居室料が高いので
多床室を選んだ

(n=35)

部屋の形態は問わず、居室料の安さを優先した (n=96)

一人では不安なので、多床室を選んだ (n=46)

その他 (n=167)

不明・無回答 (n=22)

　　　　　　　全体 (n=594)

44.4

5.9

16.2

7.7

28.1

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問11 施設等の情報をどこから得ましたか。（○はいくつでも） 

● 施設等の情報をどこから得たかについては、「ケアマネジャー」が51.3%で最も多く、「病院や診療

所、薬局など」(17.0%)、「地域包括支援センター」(12.5%)がつづいています。 

 

 

● 現在の入所施設別でみると、介護療養型医療施設では「地域包括支援センター」と「病院や診療

所、薬局など」、それ以外の施設では「ケアマネジャー」が多くなっています。 

  また、特別養護老人ホームでは「ケアマネジャー」、介護老人保健施設では「病院や診療所、薬

局など」、介護療養型医療施設では「地域包括支援センター」と「病院や診療所、薬局など」、グ

ループホームと有料老人ホームでは「インターネット」、ケアハウスでは「友人・知人」が、それ

ぞれ他の施設と比べて多くなっています。 

 
 

  

合
計 

テ
レ
ビ
・新
聞
・ラ
ジ
オ 

市
役
所 

地
域
包
括 

支
援
セ
ン
タ
ー 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

民
生
・
児
童
委
員
な
ど

地
域
の
方 

市
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

病
院
や
診
療
所
、
薬
局

な
ど 

友
人
・知
人 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 0.0 5.4 13.4 60.7 0.9 4.5 2.2 7.1 16.1 11.2 7.1 0.9 

介護老人保健施設 108 0.0 5.6 15.7 54.6 0.0 0.9 0.0 1.9 33.3 7.4 9.3 0.9 

介護療養型医療施設 8 0.0 0.0 50.0 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

介護医療院 5 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 0.0 

グループホーム 82 0.0 7.3 7.3 47.6 0.0 3.7 2.4 17.1 7.3 8.5 13.4 3.7 

有料老人ホーム 99 9.1 2.0 10.1 38.4 1.0 2.0 1.0 21.2 9.1 7.1 24.2 1.0 

ケアハウス 20 0.0 5.0 20.0 40.0 5.0 0.0 0.0 15.0 10.0 40.0 10.0 0.0 

その他 5 0.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

テレビ・新聞・ラジオ (n=10)

市役所 (n=30)

地域包括支援センター (n=74)

ケアマネジャー (n=305)

民生・児童委員など地域の方 (n=4)

市のパンフレット (n=16)

市のホームページ (n=11)

インターネット (n=61)

病院や診療所、薬局など (n=101)

友人・知人 (n=63)

その他 (n=68)

不明・無回答 (n=11)

　　　　　　　全体 (n=594)

1.7

5.1

12.5

51.3

0.7

2.7

1.9

10.3

17.0

10.6

11.4

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問12 現在、あなたが楽しみにしていることはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

● 楽しみにしていることについては、「親族や友人との面会」が 50.5%で最も多く、「食事」

(33.0%)、「施設職員やボランティアとの会話」(28.5%)がつづいています。 

 

 

問13 現在の施設等に満足していますか。（〇は１つ） 

● 現在の施設等への満足度については、「満足」が38.7%で最も多く、「やや満足」(35.7%)、「やや不

満」(9.4%)がつづいています。また、現在の施設に満足している人（「満足」＋「やや満足」）は

74.4%、不満な人（「やや不満」＋「不満」）は12.3%となっています。 

 
 

● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームとグループホームでは「満足」、介護老人保健施

設や介護療養型医療施設、有料老人ホーム、ケアハウスでは「やや満足」が最も多くなっています。 

また、全ての施設で満足している人は６割以上となっており、特に、ケアハウスでは80.0%となっ

ています。さらに、グループホームでは「満足」、有料老人ホームでは「やや満足」が、それぞれ

他の施設より多くなっています。 

 
   合計 満足 やや満足 やや不満 不満 

どちらとも 

いえない 

不明・ 

無回答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 44.6 32.1 7.6 3.1 9.8 2.7 

介護老人保健施設 108 35.2 37.0 9.3 1.9 11.1 5.6 

介護療養型医療施設 8 25.0 37.5 0.0 12.5 12.5 12.5 

介護医療院 5 0.0 60.0 0.0 20.0 0.0 20.0 

グループホーム 82 48.8 25.6 9.8 0.0 12.2 3.7 

有料老人ホーム 99 26.3 48.5 13.1 5.1 4.0 3.0 

ケアハウス 20 35.0 45.0 20.0 0.0 0.0 0.0 

その他 5 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 

　 (複数回答)

　　　　　　　区分

親族や友人との面会 (n=300)

施設職員やボランティアとの会話 (n=169)

カラオケなどの施設内でのレクリエーション (n=92)

読書や音楽鑑賞などの趣味活動 (n=48)

食事 (n=196)

外出 (n=73)

入浴 (n=102)

今のところ楽しみはない (n=68)

その他 (n=55)

不明・無回答 (n=31)

　　　　　　　全体 (n=594)

50.5

28.5

15.5

8.1

33.0

12.3

17.2

11.4

9.3

5.2

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

　　　　　　　区分

満足 (n=230)

やや満足 (n=212)

やや不満 (n=56)

不満 (n=17)

どちらともいえない (n=52)

不明・無回答 (n=27)

　　　　　　　全体 (n=594)

38.7

35.7

9.4

2.9

8.8

4.5

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

155



 156

付問 不満に思われる理由は何ですか。（○は２つまで） 

● 現在の施設を不満に思っている理由については、「散歩など外出する機会が少ない」が 34.2%で最

も多く、「何もすることがない」(32.9%)、「職員がいつも忙しそうで、話を聞いてくれない」

(27.4%)がつづいています。 

 

 

問14 あなたは、『健康福祉サービス苦情調整委員会』を知っていますか。（〇は１つ） 

● 健康福祉サービス苦情調整委員会の認知状況については、「知らない」が 69.0%で最も多く、「聞

いたことはあるがよく知らない」(19.7%)、「知っている」(9.4%)がつづいています。 

 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

レクリエーションの時間が少ない (n=10)

散歩など外出する機会が少ない (n=25)

何もすることがない (n=24)

食事があわない (n=15)

職員がいつも忙しそうで、話を聞いてくれない (n=20)

職員の口調がきつい (n=11)

他の利用者とうまくいかない (n=6)

その他 (n=18)

不明・無回答 (n=1)

　　　　　　　全体 (n=73)

13.7

34.2

32.9

20.5

27.4

15.1

8.2

24.7

1.4

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

　　　　　　　区分

知っている (n=56)

聞いたことはあるがよく知らない (n=117)

知らない (n=410)

不明・無回答 (n=11)

　　　　　　　全体 (n=594)

9.4

19.7

69.0

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問15 これまでサービスに不満があった場合、どこに相談していましたか。（○はいくつでも） 

● サービスに不満があった場合の相談相手・相談先については、「ケアマネジャー」が 30.6%で最も

多く、「事業者（施設）に直接」(29.0%)、「特に不満はない」(20.5%)がつづいています。 

 
 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

事業者（施設）に直接 (n=172)

ケアマネジャー (n=182)

地域包括支援センター (n=17)

市役所 (n=13)

大阪府 (n=2)

介護相談員 (n=27)

健康福祉サービス苦情調整委員会 (n=2)

国民健康保険団体連合会 (n=0)

友人・知人 (n=38)

その他 (n=16)

どこにも相談していない (n=88)

特に不満はない (n=122)

不明・無回答 (n=58)

　　　　　　　全体 (n=594)

29.0

30.6

2.9

2.2

0.3

4.5

0.3

0.0

6.4

2.7

14.8

20.5

9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 16 現在の施設等に充実してほしいと思われることはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

● 施設等で充実してほしいことについては、「職員の体制（介護職員の増員）」が 25.4%で最も多く、

「リハビリテーションの体制」(21.9%)、「医療面の充実」(16.2%)がつづいています。 

 

 

● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームやグループホーム、有料老人ホーム、ケアハウ

スでは「職員の体制（介護職員の増員）」、介護老人保健施設などでは「リハビリテーションの体

制」が最も多くなっています。 

  また、グループホームでは「外出支援」や「季節の行事や趣味活動などの充実」「家族との連

絡」、有料老人ホームでは「食事の内容」が、それぞれ他の施設と比べて多くなっています。 

    

合
計 

個
室
に
入
る
こ
と
が
で
き
る 

な
ど
施
設
の
環
境 

家
族
と
の
連
絡 

地
域
住
民
の
方
と
の
交
流 

職
員
の
体
制 

（介
護
職
員
の
増
員
） 

季
節
の
行
事
や 

趣
味
活
動
な
ど
の
充
実 

外
出
支
援 

相
談
体
制
の
充
実 

食
事
の
内
容 

職
員
の
介
護
技
術
・応
対 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
体
制 

医
療
面
の
充
実 

そ
の
他 

不
明
・無
回
答 

入

所

施

設 

特別養護老人ホーム 224 4.0 3.1 1.8 27.2 11.6 9.4 6.7 10.7 14.7 1.3 20.5 17.0 15.2 21.4 

介護老人保健施設 108 6.5 4.6 1.9 25.0 14.8 9.3 7.4 11.1 17.6 1.9 30.6 22.2 10.2 17.6 

介護療養型医療施設 8 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 12.5 0.0 37.5 12.5 0.0 37.5 

介護医療院 5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 60.0 40.0 0.0 20.0 

グループホーム 82 2.4 11.0 2.4 26.8 22.0 23.2 3.7 12.2 11.0 2.4 18.3 9.8 15.9 12.2 

有料老人ホーム 99 2.0 3.0 0.0 27.3 11.1 18.2 6.1 27.3 19.2 5.1 16.2 14.1 11.1 15.2 

ケアハウス 20 0.0 0.0 0.0 50.0 10.0 20.0 10.0 25.0 35.0 5.0 25.0 20.0 10.0 10.0 

その他 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 40.0 0.0 20.0 40.0 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

個室に入ることができるなど施設の環境 (n=23)

家族との連絡 (n=28)

地域住民の方との交流 (n=9)

職員の体制（介護職員の増員） (n=151)

季節の行事や趣味活動などの充実 (n=80)

外出支援 (n=77)

相談体制の充実 (n=38)

食事の内容 (n=87)

職員の介護技術・応対 (n=94)

プライバシーの確保 (n=14)

リハビリテーションの体制 (n=130)

医療面の充実 (n=96)

その他 (n=73)

不明・無回答 (n=125)

　　　　　　　全体 (n=594)

3.9 

4.7 

1.5 

25.4 

13.5 

13.0 

6.4 

14.6 

15.8 

2.4 

21.9 

16.2 

12.3 

21.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問17 現在は施設に入所されていますが、今後はどこで生活したいと思いますか。（○はいくつでも） 

● 今後生活したい場所については、「特別養護老人ホーム」が 32.2%で最も多く、「自宅」(20.0%)、

「わからない」(19.5%)がつづいています。 

 
 

● 要介護度別でみると、要支援１～要介護１では「有料老人ホーム・ケアハウスなど」、要介護２

～５では「特別養護老人ホーム」が最も多くなっています。 

 
 

  
合
計 

自
宅 

自
宅
以
外
の
親
族
が
い
る
家 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

介
護
医
療
院 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

有
料
老
人
ホ
ー
ム
・ 

ケ
ア
ハ
ウ
ス
な
ど 

サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け 

住
宅
な
ど
の
高
齢
者
住
宅 

公
的
な
高
齢
者
向
け
住
宅

（シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
な
ど
） 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・無
回
答 

要
介
護
度 

要支援１ 10 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 10.0 30.0 10.0 

要支援２ 7 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 14.3 28.6 0.0 

要介護１ 57 17.5 0.0 12.3 5.3 12.3 28.1 3.5 3.5 5.3 12.3 14.0 

要介護２ 65 26.2 1.5 29.2 4.6 7.7 16.9 3.1 3.1 6.2 16.9 4.6 

要介護３ 135 19.3 0.7 36.3 3.0 5.2 5.9 1.5 1.5 5.2 24.4 9.6 

要介護４ 185 22.2 1.6 35.7 4.9 7.6 4.9 0.0 1.1 2.7 19.5 11.9 

要介護５ 135 17.0 3.0 36.3 3.0 6.7 3.0 1.5 0.0 1.5 17.8 19.3 

 

  

(複数回答)

　　　　　　　区分

自宅 (n=119)

自宅以外の親族がいる家 (n=9)

特別養護老人ホーム (n=191)

介護医療院 (n=23)

グループホーム (n=42)

有料老人ホーム・ケアハウスなど (n=54)

サービス付高齢者向け住宅などの高齢者住宅 (n=8)

公的な高齢者向け住宅（シルバーハウジングなど） (n=8)

その他 (n=23)

わからない (n=116)

不明・無回答 (n=73)

　　　　　　　全体 (n=594)

20.0

1.5

32.2

3.9

7.1

9.1

1.3

1.3

3.9

19.5

12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などでは「特別養護老人ホ

ーム」、グループホームでは「グループホーム」、有料老人ホームとケアハウスでは「有料老人ホ

ーム・ケアハウスなど」が最も多くなっています。 

また、特別養護老人ホームでは「特別養護老人ホーム」、グループホームでは「グループホー

ム」、有料老人ホームとケアハウスでは「有料老人ホーム・ケアハウスなど」が、それぞれ他の施

設と比べて多くなっています。 

このことから、特別養護老人ホームやグループホーム、有料老人ホーム、ケアハウスなどの入所

者は、今後も同様の施設での生活を希望し、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などの入所者

では特別養護老人ホームと自宅での生活を希望していることがうかがえます。 

 
 

  

合
計 

自
宅 

自
宅
以
外
の
親
族
が
い
る
家 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

介
護
医
療
院 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

有
料
老
人
ホ
ー
ム
・ 

ケ
ア
ハ
ウ
ス
な
ど 

サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け 

住
宅
な
ど
の
高
齢
者
住
宅 

公
的
な
高
齢
者
向
け
住
宅 

（シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
な
ど
） 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 20.1 1.3 54.5 2.7 0.4 0.9 0.4 0.0 2.7 13.8 12.1 

介護老人保健施設 108 26.9 2.8 32.4 5.6 3.7 1.9 2.8 2.8 4.6 25.0 9.3 

介護療養型医療施設 8 37.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 25.0 25.0 

介護医療院 5 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 

グループホーム 82 15.9 2.4 13.4 3.7 41.5 0.0 0.0 0.0 3.7 29.3 2.4 

有料老人ホーム 99 17.2 0.0 10.1 4.0 1.0 34.3 2.0 2.0 5.1 23.2 10.1 

ケアハウス 20 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 70.0 0.0 5.0 10.0 5.0 0.0 

その他 5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 20.0 
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問18 将来、病気が治る見込みがなく死期が迫っている（６か月あるいはそれより短い期間）と告

げられた場合、あなたはどこで療養生活を望みますか。（〇は１つ） 

● 希望する最期の療養生活については、「最期まで施設」が27.9%で最も多く、「施設で療養して、

最期は病院」(22.7%)、「わからない」(21.7%)がつづいています。 

  また、最期まで、もしくは、最期は自宅で過ごしたい人（「最期まで自宅」＋「病院で療養して、

最期は自宅」＋「施設で療養して、最期は自宅」）は、11.1%となっています。 

  
 

● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどでは「最期まで施設」、

介護老人保健施設や介護療養型医療施設、グループホームなどでは「わからない」、ケアハウスで

は「施設で療養して、最期は病院」が最も多くなっています。 

また、特別養護老人ホームでは「最期まで施設」、グループホームでは「わからない」が、それ

ぞれ他の施設と比べて多くなっています。 
 

 

  

合
計 

最
期
ま
で
自
宅 

自
宅
で
療
養
し
て
、 

最
期
は
病
院 

病
院
で
療
養
し
て
、 

最
期
は
自
宅 

施
設
で
療
養
し
て
、 

最
期
は
病
院 

施
設
で
療
養
し
て
、 

最
期
は
自
宅 

最
期
ま
で
施
設 

最
期
ま
で
病
院 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 2.7 1.3 4.5 22.3 3.6 33.9 2.7 0.9 17.0 11.2 

介護老人保健施設 108 3.7 2.8 5.6 25.9 5.6 13.0 4.6 2.8 30.6 5.6 

介護療養型医療施設 8 12.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 25.0 25.0 

介護医療院 5 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 20.0 

グループホーム 82 1.2 2.4 7.3 23.2 1.2 29.3 1.2 0.0 32.9 1.2 

有料老人ホーム 99 4.0 0.0 5.1 22.2 2.0 33.3 4.0 1.0 21.2 7.1 

ケアハウス 20 5.0 5.0 0.0 40.0 0.0 35.0 0.0 0.0 15.0 0.0 

その他 5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 

  

  

  

　　　　　　　区分

最期まで自宅 (n=19)

自宅で療養して、最期は病院 (n=11)

病院で療養して、最期は自宅 (n=29)

施設で療養して、最期は病院 (n=135)

施設で療養して、最期は自宅 (n=18)

最期まで施設 (n=166)

最期まで病院 (n=18)

その他 (n=6)

わからない (n=129)

不明・無回答 (n=63)

　　　　　　　全体 (n=594)

3.2

1.9

4.9

22.7

3.0

27.9

3.0

1.0

21.7

10.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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保保険険料料・・利利用用料料ににつついいてて  
 

問19 豊中市に支払っている介護保険料についてどう感じていますか。（○は１つ） 

● 介護保険料の負担感については、「やや重い」が 34.7%で最も多く、「あまり負担に感じない」

(18.0%)、「負担が重い」(17.8%)がつづいています。 

  また、介護保険料に負担を感じる人（「負担が重い」＋「やや重い」）は 52.5%となっており、負

担を感じない人（「あまり負担に感じない」＋「負担は感じない」）は 22.5%となっています。 

  
 

 

問20 介護保険制度における今後のサービスと保険料のあり方について、あなたの考えに最も近いもの

はどれですか。（○は１つ） 

● 介護保険サービスと保険料のあり方については、「介護サービスの量や回数は現状の程度とし、保

険料は利用者の増加に応じた最小限の増額にとどめるのがよい」が33.7%で最も多く、「わからない」

(27.3%)、「介護保険以外の有料サービスの利用を勧めるなど、介護給付費の抑制を図り、保険料は

現状程度にとどめるのがよい」(17.0%)がつづいています。 

 

 

　　　　　　　区分

負担が重い (n=106)

やや重い (n=206)

あまり負担に感じない (n=107)

負担は感じない (n=27)

わからない (n=87)

不明・無回答 (n=61)

　　　　　　　全体 (n=594)

17.8

34.7

18.0

4.5

14.6

10.3

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

　　　　　　　区分

介護サービスの内容が充実し、量や回数も十分に
確保されるのなら、保険料はもっと高くしてもよい

(n=37)

介護サービスの量や回数は現状の程度とし、保険
料は利用者の増加に応じた最小限の増額にとど
めるのがよい

(n=200)

介護保険以外の有料サービスの利用を勧めるな
ど、介護給付費の抑制を図り、保険料は現状程度
にとどめるのがよい

(n=101)

その他 (n=20)

わからない (n=162)

不明・無回答 (n=74)

　　　　　　　全体 (n=594)

6.2

33.7

17.0

3.4

27.3

12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問21 入所している施設に支払っている介護保険サービスの利用料や食費・居住費などは、１か月あ

たり総額でどのくらいですか。（○は１つ） 

● 施設での１か月の利用料等の額については、「160,000 円以上 200,000 円未満」が 19.4%で最も多

く、「200,000 円以上」(17.0%)、「100,000 円以上 130,000 円未満」(16.0%)がつづいています。 

 

 

● 現在の入所施設別でみると、特別養護老人ホームと介護老人保健施設では「70,000円以上100,000

円未満」、介護療養型医療施設とグループホームでは「160,000円以上200,000円未満」、有料老人

ホームとケアハウスでは「200,000円以上」が最も多くなっています。 

また、特別養護老人ホームでは「70,000円以上100,000円未満」と「100,000円以上130,000円未

満」、介護老人保健施設では「70,000円以上100,000円未満」、グループホームでは「160,000円以

上200,000円未満」、有料老人ホームとケアハウスでは「200,000円以上」が、それぞれ他の施設と

比べて多くなっています。 
 

 

  

合
計 

20,000
円
未
満 

20,000
円
以
上

30,000
円
未
満 

30,000
円
以
上

50,000
円
未
満 

50,000
円
以
上

70,000
円
未
満 

70,000
円
以
上

100,000
円
未
満 

100,000
円
以
上

130,000
円
未
満 

130,000
円
以
上

160,000
円
未
満 

160,000
円
以
上

200,000
円
未
満 

200,000
円
以
上 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・無
回
答 

入
所
施
設 

特別養護老人ホーム 224 2.2 1.3 2.7 10.3 23.2 21.4 6.3 15.2 7.1 2.2 8.0 

介護老人保健施設 108 1.9 0.0 3.7 13.9 33.3 20.4 8.3 7.4 6.5 1.9 2.8 

介護療養型医療施設 8 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 25.0 0.0 12.5 25.0 

介護医療院 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 20.0 0.0 20.0 

グループホーム 82 2.4 1.2 0.0 0.0 0.0 9.8 14.6 42.7 19.5 7.3 2.4 

有料老人ホーム 99 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 4.0 2.0 29.3 51.5 2.0 6.1 

ケアハウス 20 5.0 10.0 0.0 0.0 10.0 20.0 10.0 20.0 25.0 0.0 0.0 

その他 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 

 

  

　　　　　　　区分

20,000円未満 (n=11)

20,000円以上30,000円未満 (n=10)

30,000円以上50,000円未満 (n=12)

50,000円以上70,000円未満 (n=42)

70,000円以上100,000円未満 (n=94)

100,000円以上130,000円未満 (n=95)

130,000円以上160,000円未満 (n=44)

160,000円以上200,000円未満 (n=115)

200,000円以上 (n=101)

わからない (n=18)

不明・無回答 (n=52)

　　　　　　　全体 (n=594)

1.9

1.7

2.0

7.1

15.8

16.0

7.4

19.4

17.0

3.0

8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 22 問 21 でお答えいただいた、入所している施設に対する支払いの負担感についてどう感じてい

ますか。（○は１つ） 

● 入所している施設に対する支払いの負担感については、「やや重い」が 38.9%で最も多く、「負担

が重い」(23.6%)、「あまり負担に感じない」(16.3%)がつづいています。 

  また、施設に対する支払いに負担を感じる人（「負担が重い」＋「やや重い」）は 62.5%となって

おり、負担を感じない人（「あまり負担に感じない」＋「負担は感じない」）は 21.2%となっていま

す。 

 

 

　　　　　　　区分

負担が重い (n=140)

やや重い (n=231)

あまり負担に感じない (n=97)

負担は感じない (n=29)

わからない (n=42)

不明・無回答 (n=55)

　　　　　　　全体 (n=594)

23.6

38.9

16.3

4.9

7.1

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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資資料料編編（（アアンンケケーートト調調査査票票）） 
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1 

介
護
保
険

及
び
健

康
福
祉

に
関
す

る
ア
ン

ケ
ー
ト

調
査
 

～
 第

８
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に
向
け
て
 ～

 

ご
協
力
の
お
願
い

 

平
素
は
、
本
市
の
保
健
福
祉
行
政
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
 

現
在

、
市

で
は

、
高

齢
者
の

方
々

が
住
み

な
れ

た
地
域

で
健

康
で
安

心
し

て
暮
ら

す
こ

と
の
で

き
る

長
寿

社
会

の
実

現
に

向
け
て

、
令

和
３
年

(
20
21

年
)
４

月
か

ら
実
施

の
「

第
８
期

高
齢

者
保
健

福
祉

計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
 

今
回

、
こ

の
計

画
に

皆
さ
ま

の
ご

意
見
を

反
映

す
る
た

め
に

、
今
後

の
介

護
サ
ー

ビ
ス

の
利
用

意
向

や
介
護
保
険
制
度
、
保
健
福
祉
施
策
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
以

下
の
個

人
情

報
の
取

り
扱

い
に
つ

い
て

ご
確
認

の
上

、
こ
の

調
査

の
趣
旨

を
ご

理
解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

令
和
元
年
(2
0
1
9年

)
12
月
 
豊 豊

中中
市市
 

    

個個
人人
情情
報報
のの
取取
りり
扱扱
いい
にに
つつ
いい
てて

  
 

調調
査査

にに
ごご

回回
答答

いい
たた

だだ
いい

たた
場場

合合
はは

、、
調調

査査
票票

のの
回回

答答
内内

容容
とと

ああ
なな

たた
のの

医医
療療

保保
険険

情情
報報

（（
健健

診診
結結

果果
、、

医医
療療

レレ
セセ

ププ
トト

情情
報報

等等
））
、、

介介
護護

保保
険険

情情
報報

（（
年年

齢齢
、、

性性
別別

、、
要要

介介
護護

認認
定定

情情
報報

、、
所所

得得
情情

報報
、、

給給
付付

実実
績績

等等
））

とと
をを

照照
らら

しし
合合

わわ
せせ

てて
分分

析析
しし

まま
すす

のの
でで

、、
ここ

れれ
らら

のの
個個

人人
情情

報報
をを

以以
下下

のの
「「

調調
査査

のの

目目
的的

とと
使使

いい
方方

」」
にに

掲掲
げげ

るる
目目

的的
でで

利利
用用

すす
るる

ここ
とと

にに
ごご

同同
意意

いい
たた

だだ
けけ

るる
方方

のの
みみ

ごご
回回

答答
くく

だだ
ささ

いい
。。

な
お

、
お

名
前

を
調

査
票

に
記

入
い

た
だ

く
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
調

査
票

右
上

に
あ

ら
か

じ

め
印

字
し

て
い

る
調

査
票

番
号

で
回

答
者

を
特

定
い

た
し

ま
す

。
調

査
票

の
郵

送
、

回
答

内
容

の
分

析

作
業

等
は

、
豊

中
市

が
(株

)関
西

計
画

技
術

研
究

所
に

委
託

し
て

行
い

ま
す

が
、

氏
名

や
住

所
等

個
人

が
特

定
で

き
る

情
報

の
う

ち
、

委
託

先
に

提
供

さ
れ

る
の

は
郵

送
に

使
用

す
る

宛
名

シ
ー

ル
の

み
で

あ

り
、

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
豊

中
市

と
の

契
約

に
よ

り
保

護
さ

れ
て

い
ま

す
。

委
託

先
に

お
い

て
分

析

作
業

等
を

行
う

際
は

、
個

人
が

特
定

さ
れ

な
い

よ
う

匿
名

化
し

た
デ

ー
タ

を
使

用
し

ま
す

。
 

■■
  

調調
査査

のの
目目

的的
とと

使使
いい

方方
  

■■
  

●
 
豊
中
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
等
の
策
定
・
推
進
の
た
め
の
資
料
と
し
 

ま
す
。
 

●
 

ご
回

答
い

た
だ

い
た

内
容

の
一

部
は

、
あ

な
た

の
要

介
護

認
定

情
報

（
認

定
調

査
、

介
護

認
定

審

査
会

の
デ

ー
タ

）
と

と
も

に
、

厚
生

労
働

省
か

ら
配

布
さ

れ
た

自
動

集
計

分
析

ソ
フ

ト
を

用
い

て

集
計

分
析

し
ま

す
。

 

●
 

分
析

結
果

を
国

に
情

報
提

供
す

る
場

合
、

氏
名

や
住

所
等

の
個

人
を

特
定

で
き

な
い

よ
う

に
処

理

し
、

い
か

な
る

場
合

に
お

い
て

も
個

人
を

特
定

す
る

よ
う

な
情

報
が

公
表

さ
れ

る
こ

と
は

あ
り

ま

せ
ん

。
 

令令
和和

元元
年年

((
22
00
11
99
年年

))
１１

２２
月月

２２
５５

日日
((
水水

))
まま

でで
に

、
同

封
の

返
信

用
封

筒
で
、
無無
記記

名名
のの
まま

まま
、
ご
返
送
く
だ
さ
い
。
（
切
手
は
い
り
ま
せ
ん
）
 

豊
中
市

 福
祉
部

 長
寿
社
会
政

策
課
 

電
 
話
（
０
６
）
６
８
５
８
－
２
８
３
７
（
直
通
）
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
０
６
）
６
８
５
８
－
３
１
４
６
 

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
2

 

ご
記
入
に

際
し
て

の
お
願

い
 

◇
調
査
の
対
象
者
 
 
 
 

令
和

元
年

(
20
1
9
年

)
1
2
月

2
日

現
在

、
市

内
に

お
住

ま
い

の
6
5
歳

以
上

の
「

要
支

援
・

要
介

護
認

定
」

を
受

け
て

お
ら

れ
る

方
で

、
介

護
保

険
の

施
設

に
入

所
さ

れ
て

い
な

い
方

か
ら

無
作

為
に

3,
50
0
人

抽
出

い
た

し
ま
し

た
。
（

現
時

点
で

介
護
保

険
施

設
に
入

所
さ

れ
て
い

る
方

に
こ
の

調
査

票

が
届
い
た
場
合
は
、
回
答
不
要
で
す
。
）
 

◇
記
入
上
の
注
意
 
 
 
 

こ
の

調
査

票
は

、
調

査
対
象

者
ご

本
人
（

宛
名

の
方
）

に
ご

記
入
い

た
だ

き
た
い

部
分

と
、

ご
家

族
な

ど
介

護
を

行
っ

て
い
る

介
護

者
（
介

護
事

業
者
以

外
）

に
ご
記

入
い

た
だ
き

た
い

部
分
に

分
か

れ
て

い
ま

す
。

調
査

対
象
者

ご
本

人
（
宛

名
の

方
）
の

記
入

が
難
し

い
場

合
は
、

ご
家

族
な
ど

が
ご

本
人
の
意
思
を
確
認
の
上
で
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

 

 

あ
な

た
（

宛
名

の
ご

本
人

）
は

、
表

紙
に

記
載

の
個

人
情

報
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

同
意

し
ま

す
か

。

（
〇
は
１
つ
）
 

こ
こ
で
調
査
終
了
で
す
。
 

調
査

票
の

返
送

は
不

要
で

す
。
 

「
１
．
同
意
す
る
」
場
合
は
引
き
続
き
以
下
の
設
問
に
お
答
え
く
だ
さ
い
。
 

両
方

に
〇

が
な

い
場

合
は
調

査
票

の
返
送

を
も

っ
て
同

意
と

み
な
さ

せ
て

い
た
だ

き
ま

す
。
こ

の
同

意
は

後
日
ご
連
絡
い
た
だ
い
て
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 

 
  問

１
 

こ
の
ア

ン
ケ

ー
ト
を

記
入

さ
れ
て

い
る

方
は
「

宛
名

の
ご
本

人
」

か
ら
見

て
、

ど
な
た

で
す

か
。

宛
名

の
ご

本
人

の
調

査
協
力

に
対

す
る
同

意
が

あ
る
も

の
の

、
ご
記

入
が

困
難
な

た
め

に
代

筆
さ

れ
る
場
合
は
、
ご
本
人
と
の
続
柄
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
宛
名
の
ご
本
人
 

３
．
主
な
介
護
者
以
外
の
家
族
・
親
族
 

５
．
そ
の
他
（
 
 

２
．
主
な
介
護
者
と
な
っ
て
い
る
課
族
・
親
族
 

４
．
調
査
対
象
者
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
  

 
）
 

 問
２
 
あ
な
た
の
家
族
の
状
況
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
（
○
は
１
つ
）
 

１
．
単
身
（
ひ
と
り
暮
ら
し
）
 

２
．
配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、
一
人
が
65
歳
以
上
も
う
一
人
が
65
歳
未
満
 

３
．
配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、
と
も
に
65
歳
以
上
75
歳
未
満
 

４
．
配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、
一
人
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
も
う
一
人
が
75
歳
以
上
 

５
．
配
偶
者
と
二
人
暮
ら
し
で
、
と
も
に
75
歳
以
上
 

６
．
配
偶
者
が
あ
り
、
子
ど
も
や
そ
の
家
族
な
ど
と
同
居
 

７
．
配
偶
者
は
な
く
、
子
ど
も
や
そ
の
家
族
な
ど
と
同
居
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

１
．
同
意
す
る
 

２
．
同
意
し
な
い
 

ああ
なな
たた
（（
宛宛
名名
のの
ごご
本本
人人
））
のの
ここ
とと
にに
つつ
いい
てて

  

個個
人人
情情
報報
のの
取取
りり
扱扱
いい
にに
つつ
いい
てて
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
3

問
３
 
あ
な
た
は
、
昼
間
、
家
の
中
で
、
ひ
と
り
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。（

○
は
１
つ
）
 

１
．
ほ
と
ん
ど
な
い
 

２
．
時
々
あ
る
 

３
．
よ
く
あ
る
 

４
．
い
つ
も
ひ
と
り
で
あ
る
 

  付
問
 
昼
間
の
ど
の
時
間
帯
に
ひ
と
り
に
な
り
ま
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
６
時
～
９
時
 

２
．
９
時
～
12
時
 

３
．
1
2時

～
15
時
 

４
．
1
5時

～
18
時
 

 問
４
 
あ
な
た
は
、
夜
間
、
家
の
中
で
、
ひ
と
り
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。（

○
は
１
つ
）
 

１
．
ほ
と
ん
ど
な
い
 

２
．
時
々
あ
る
 

３
．
よ
く
あ
る
 

４
．
い
つ
も
ひ
と
り
で
あ
る
 

 問
５
 
１
日
の
う
ち
で
誰
と
も
話
を
し
な
い
日
が
あ
り
ま
す
か
。（

○
は
１
つ
）
 

１
．
よ
く
あ
る
 

２
．
時
々
あ
る
 

３
．
な
い
 

  付
問
 
週
に
何
日
く
ら
い
そ
の
よ
う
な
日
が
あ
り
ま
す
か
。（

○
は
１
つ
）
 

週
あ
た
り
平
均
 

日
く
ら
い
 

 問
６
 
あ
な
た
ご
自
身
で
移
動
・
外
出
で
き
る
範
囲
は
ど
の
く
ら
い
の
範
囲
で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
だ
れ
か
の
手
助
け
が
な
い
と
ま
っ
た
く
移
動
で
き
な
い
 

２
．
家
の
中
な
ら
一
人
で
移
動
で
き
る
 

３
．
自
宅
の
周
り
な
ら
一
人
で
外
出
で
き
る
 

４
．
歩
い
て
い
け
る
と
こ
ろ
な
ら
、
少
し
遠
く
ま
で
一
人
で
外
出
で
き
る
 

５
．
バ
ス
や
電
車
な
ど
を
利
用
し
て
一
人
で
外
出
で
き
る
 

６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
７
 
家
族
の
方
や
隣
近
所
の
人
、
友
人
な
ど
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
も
の
は
何
で
す
か
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
１
日
に
１
回
は
家
族
か
ら
安
否
確
認
の
電
話
連
絡
等
が
あ
る
 

２
．
不
定
期
に
家
族
か
ら
電
話
連
絡
等
が
あ
る
 

３
．
と
き
ど
き
友
人
か
ら
電
話
連
絡
等
や
訪
問
が
あ
る
 

４
．
隣
近
所
の
人
と
あ
い
さ
つ
程
度
の
つ
き
あ
い
が
あ
る
 

５
．
ほ
ぼ
毎
日
、
声
を
か
け
あ
っ
た
り
、
家
を
行
き
来
す
る
よ
う
な
人
が
い
る
 

６
．
自
治
会
に
加
入
し
て
い
る
 

７
．
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
行
事
や
活
動
な
ど
に
参
加
し
て
い
る
 

８
．
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
が
な
い
 

９
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
８
 
緊
急
時
に
3
0
分
程
度
で
か
け
つ
け
て
く
れ
る
人
は
い
ま
す
か
。（

○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
家
族
・
親
族
 
 
２
．
近
隣
住
民
（
自
治
会
等
も
含
む
）
 
 
３
．
友
人
・
知
人
 

４
．
民
生
委
員
 
 
 
５
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 
 
６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

７
．
誰
も
い
な
い
 

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
4

問
９
 
30
分
程
度
で
か
け
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
緊
急
時
に
連
絡
で
き
る
人
は
い
ま
す
か
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
家
族
・
親
族
 

２
．
近
隣
住
民
（
自
治
会
等
も
含
む
）
 

３
．
友
人
・
知
人
 

４
．
民
生
委
員
 

５
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

７
．
誰
も
い
な
い
 

 問
10
 
あ
な
た
の
お
住
ま
い
の
形
態
は
ど
れ
で
す
か
。
（
○
１
つ
）
 

１
．
持
ち
家
（
一
戸
建
て
）
 

２
．
持
ち
家
（
マ
ン
シ
ョ
ン
）
 

３
．
賃
貸
住
宅
（
一
戸
建
て
）
 

４
．
賃
貸
住
宅

（
マ
ン
シ
ョ
ン
・
Ｕ
Ｒ
・
公
社
）
 

５
．
賃
貸
住
宅
（
ア
パ
ー
ト
・
文
化
住
宅
）
 

６
．
府
営
住
宅
・
市
営
住
宅
 

７
．
有
料
老
人
ホ
ー
ム
 

（
利
用
権
や
賃
貸
な
ど
の
形
態
で
入
居
し
、
食
事

の
提
供
な
ど
の
生
活
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
施
設
）
 

８
．
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
 

（
安
否
確
認
、
生
活
相
談
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
登
録
住
宅
）
 

９
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
11
 
現
在
の
住
環
境
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
家
の
中
に
段
差
が
あ
る
た
め
、
つ
ま
ず
き
や
す
い
 

２
．
お
風
呂
が
使
い
に
く
い
（
浴
槽
が
ま
た
ぎ
に
く
い
、
手
す
り
が
な
く
あ
が
り
に
く
い
な
ど
）
 

３
．
廊
下
や
階
段
に
手
す
り
が
な
い
た
め
、
歩
き
に
く
い
 

４
．
ト
イ
レ
が
使
い
に
く
い
（
手
す
り
が
な
い
の
で
立
ち
上
が
り
に
く
い
、
和
式
な
の
で
使
い
に
く
い
な
ど
）
 

５
．
手
す
り
の
設
置
や
段
差
の
解
消
を
し
た
い
が
、
家
主
な
ど
か
ら
の
許
可
を
得
ら
れ
な
い
 

６
．

団
地
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
２
階
以
上
に
住
ん
で
い
る
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
 

７
．
１
戸
建
て
に
住
ん
で
い
る
が
、
足
腰
が
弱
く
な
り
２
階
に
あ
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
 

８
．
近
く
に
ス
ー
パ
ー
な
ど
、
買
い
物
で
き
る
場
所
が
な
い
 

９
．
近
く
に
病
院
が
な
い
 

10
．
交
通
の
便
が
悪
い
 

11
．
周
辺
に
坂
道
が
多
く
、
外
出
し
づ
ら
い
 

12
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

13
．
特
に
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
 

 問
12
 
現
時
点
で
の
、
施
設
等
へ
の
入
所
・
入
居
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
ま
す
。（

○
１
つ
）
 

１
．
入
所
・
入
居
は
検
討
し
て
い
な
い
 
 

 
 
 
 
２
．
入
所
・
入
居
を
検
討
し
て
い
る
 

３
．
す
で
に
入
所
・
入
居
申
し
込
み
を
し
て
い
る
 

※
「
施
設
等
」
と
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
介
護
医
療
院
、
特
定
施
設
（
有

料
老
人
ホ
ー
ム
等
）、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
、
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
さ
し
ま
す
。
 

 

付
問
１
 
現
在
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
申
し
込
み
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
（
ど
ち
ら
か
に
○
）
 

１
．
は
い
（
 
 
 
 
か
所
）
 

２
．
い
い
え
 

  次
ペ
ー
ジ
の
付
問
２
へ
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5

付
問
２
 
施
設
へ
の
入
所
の
緊
急
度
は
次
の
う
ち
ど
れ
で
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
在
宅
で
の
生
活
は
困
難
な
た
め
、
今
す
ぐ
に
で
も
入
所
し
た
い
 

２
．
在
宅
で
の
生
活
は
可
能
だ
が
、
で
き
れ
ば
今
す
ぐ
に
入
所
し
た
い
 

３
．
在
宅
で
の
生
活
は
可
能
だ
が
、
近
い
将
来
（
１
～
３
年
の
間
）
に
入
所
し
た
い
 

４
．
当
面
入
所
の
必
要
は
な
い
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
入
所
申
し
込
み
を
し
て
い
る
 

５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
1
3 

現
在
の
暮
ら
し
の
状
況
を
経
済
的
に
み
て
ど
う
感
じ
て
い
ま
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
苦
し
い
 

２
．
や
や
苦
し
い
 

３
．
苦
し
く
も
な
い
が
、
ゆ
と
り
も
な
い
 

４
．
や
や
ゆ
と
り
が
あ
る
 
５
．
ゆ
と
り
が
あ
る
 

 

  問
1
4
 

あ
な

た
の

災
害

に
対

す
る

備
え

な
ど

に
つ

い
て

お
た

ず
ね

し
ま

す
。
（

①
～

⑤
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
）
 

①
あ

な
た

の
家

で
は

水
や

食
料

を

何
日
分
備
蓄
し
て
い
ま
す
か
。

 
１
．
備
蓄
し
て
い
な
い
 
 
２
．
１
～
３
日
分

 
３
．
４
～
７
日
分
 
 
 
 
４
．
８
日
分
以
上

 
②
あ
な
た
の
家
で
は
大
き
い
家
具
や
冷

蔵
庫
を
地
震
で
倒
れ
な
い
よ
う
に
固

定
し
て
い
ま
す
か
。

 

１
．
し
て
い
な
い
 
 
 
 
２
．
し
て
い
る
が
半
分
以
下

 
３
．
半
分
以
上
し
て
い
る
 
４
．
す
べ
て
し
て
い
る

 

③
あ

な
た

は
地

域
の

避
難

場
所

や

そ
こ

ま
で

の
経

路
を

把
握

し
て

い
ま
す
か
。

 

１
．
避
難
場
所
・
経
路
共
に
把
握
し
て
い
る

 
２
．
避
難
場
所
の
み
把
握
し
て
い
る

 
３
．
把
握
し
て
い
な
い

 
④

あ
な

た
は

災
害

時
や

火
災

な
ど

の
緊

急
時

に
一

人
で

避
難

す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

 
１
．
で
き
る
 
 
 
 
 
 
２
．
で
き
な
い

 

⑤
災
害
に
よ
り
避
難
が
必
要
に
な
っ

た
時
に
頼
れ
る
人
は
い
ま
す
か
。

 
１
．
い
る
 
 
 
 
 
 
 
２
．
い
な
い

 

  

 
  問
1
5 

あ
な
た
は
、
日
々
、
充
実
感
を
も
っ
て
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
は
い
 

２
．
い
い
え
 

 問
1
6 

あ
な
た
が
、
現
在
、
生
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
仕
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
趣
味
の
活
動
 

３
．
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４
．
地
域
で
の
活
動

（
自
治
会
や
老
人
会
な
ど
）
 

５
．
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
健
康
づ
く
り
 
 
 
 
 
６
．
学
習
や
教
養
を
高
め
る
た
め
の
活
動
  

７
．
孫
や
子
ど
も
、
若
者
な
ど
と
の
交
流
 
 
 
８
．
友
人
・
知
人
と
の
交
流
 
 

９
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
10
．
特
に
な
い
 

生生
きき
がが
いい
やや
悩悩
みみ
にに
つつ
いい
てて
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問
17
 
今
後
ど
の
よ
う
な
仕
事
や
活
動
に
興
味
・
関
心
が
あ
り
ま
す
か
。
（
あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
）
 

仕
事
 

１
．
農
業
 
 
 
 
 
２
．
清
掃
 
 
 
 
３
．
警
備
 
 
 
 
４
．
飲
食
店
 
 

５
．
工
場
や
倉
庫
等
で
の
軽
作
業
 
 
 
 
６
．
拠
点
に
集
ま
っ
て
の
内
職
 

７
．
品
出
し
、
レ
ジ
打
ち
等
 
 
 
 
 
 
８
．
介
護
補
助
 
 
９
．
保
育
 
 

10
．
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
た
仕
事
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

活
動
 

11
．
子
ど
も
の
見
守
り
 
 
12
．
子
ど
も
の
学
習
支
援
 
 
13
．
高
齢
者
の
見
守
り
 
 

14
．
高
齢
者
の
生
活
支
援
 
15
．
趣
味
の
活
動
 
 
 
 
 
16
．
ス
ポ
ー
ツ
活
動
 
 

17
．
地
域
活
動
（
自
治
会
・
老
人
ク
ラ
ブ
等
）
 
18
．
学
習
や
教
養
を
高
め
る
活
動
 

19
．
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
た
活
動
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

そ
の

他
 
20
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
18
 
家
族
以
外
で
、
趣
味
や
運
動
な
ど
一
緒
に
す
る
友
人
や
仲
間
が
い
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
い
る
 

２
．
い
な
い
 

  問
19
 
現
在
、
日
常
生
活
で
ど
の
よ
う
な
不
安
や
悩
み
を
抱
え
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
人
間
関
係

（
家
族
、
近
隣
の
人
、
友
人
な
ど
）
の
こ
と
 

２
．
話
し
相
手
が
い
な
い
こ
と
 

３
．
自
分
の
健
康
状
態
や
病
気
の
こ
と
 

４
．
今
後
の
生
活
に
関
す
る
こ
と
 

５
．
家
族
の
健
康
状
態
や
病
気
の
こ
と
 

６
．
家
族
の
介
護
の
こ
と
 

７
．
生
活
に
必
要
な
情
報
が
得
に
く
い
こ
と
 

８
．
生
活
費
や
財
産
の
こ
と
 

９
．
家
事
の
こ
と
（
買
物
が
で
き
な
い
な
ど
）
 
1
0
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

11
．
特
に
な
い
 

  問
20
 
何
か
困
り
ご
と
が
あ
っ
た
と
き
に
相
談
で
き
る
人
や
窓
口
は
あ
り
ま
す
か
。（

○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
同
居
家
族
 

３
．
兄
弟
姉
妹
・
親
戚
・
親
・
孫
 

５
．
自
治
会
・
町
内
会
・
老
人
ク
ラ
ブ
 

７
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

９
．
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
市
役
所
 

11
．
そ
の
よ
う
な
人
は
い
な
い
 

２
．
別
居
の
子
ど
も
 

４
．
近
隣
・
友
人
 

６
．
社
会
福
祉
協
議
会
・
民
生
委
員
 

８
．
医
師
・
歯
科
医
師
・
看
護
師
 

1
0
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 

 

 
  問
21
 
あ
な
た
が
、
現
在
抱
え
て
い
る
傷
病
は
何
で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
脳
血
管
疾
患
（
脳
卒
中
）
 
２
．
心
疾
患
（
心
臓
病
）
 
３
．
悪
性
新
生
物
（
が
ん
）
 

４
．
呼
吸
器
疾
患
 
 
 
 
 
 
５
．
腎
疾
患
（
透
析
）
 
 
 

６
．

筋
骨
格
系
疾
患
（
骨
粗
し
ょ
う
症
、
脊
柱
管
狭
窄
症
等
）
  
  
  
  
７
．
膠
原
病
（
関
節
リ
ウ
マ
チ
含
む
）
  

８
．
変
形
性
関
節
疾
患
  
  
  
  
９
．
認
知
症
  

 
 1
0．

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
 

11
．
難
病
（
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
を
除
く
）
  
  
  
  
  
12
．
糖
尿
病
  
  
  

13
．

眼
科
・
耳
鼻
科
疾
患
（
視
覚
・
聴
覚
障
害
を
伴
う
も
の
）
  
 1
4．

そ
の
他
（
 
 
 
  

  
 
 
 
）

 

15
．
な
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6
．
わ
か
ら
な
い
 

健健
康康
・・
医医
療療
とと
のの
かか
かか
わわ
りり
にに
つつ
いい
てて
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問
22

 
普

段
か

ら
治

療
を
受

け
た

り
、
日

常
の

健
康
に

つ
い

て
の
相

談
が

で
き
る

、
か

か
り
つ

け
の

医
師

、

歯
科
医
師
、
薬
剤
師
が
い
ま
す
か
。
（
①
～
③
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
）
 

①
医
師

 
１
．
総
合
病
院
の
医
師

 
３
．
そ
の
他
の
医
師

 
２
．
診
療
所
（
総
合
病
院
以
外
）
の
医
師

 
 

４
．
か
か
り
つ
け
の
医
師
は
い
な
い

 
②
歯
科
医
師

 
１
．
い
る

 
２
．
い
な
い

 
③
薬
剤
師

 
１
．
い
る

 
２
．
い
な
い

 
  付
問
 
か
か
り
つ
け
の
医
師
に
通
院
し
て
い
る
期
間
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
１
年
未
満
 

２
．
１
年
以
上
５
年
未
満
 

３
．
５
年
以
上
10
年
未
満
 

４
．
1
0年

以
上
2
0年

未
満
 

５
．
20
年
以
上
 

 

 問
23

 
現

在
、

病
院

・
医
院

（
診

療
所
、

ク
リ

ニ
ッ
ク

）
に

ど
の
程

度
通

院
し
た

り
、

往
診
を

受
け

て
い

ま
す
か
。（

①
②
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
）
 

①
通
院
 

１
．
週
１
回
以
上
 

２
．
月
２
～
３
回
 

３
．
月
１
回
 

４
．
２
か
月
に
１
回
 

５
．
３
か
月
に
１
回
 

６
．
通
院
し
て
い
な
い
 

②
往
診
 

１
．
週
１
回
以
上
 

２
．
月
２
～
３
回
 

３
．
月
１
回
 

４
．
２
か
月
に
１
回
 

５
．
３
か
月
に
１
回
 

６
．
往
診
を
受
け
て
い
な
い
 

 問
2
4 

現
在
、
訪
問
診
療
を
利
用
し
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
）
 

１
．
利
用
し
て
い
る
 

２
．
利
用
し
て
い
な
い
 

※
訪

問
歯

科
診

療
や

居
宅

療
養

管
理

指
導

等
は

含
み

ま
せ

ん
。

 

 問
2
5
 

現
在

、
歯

科
医

院
に

ど
の

程
度

通
院

し
た

り
、

往
診

を
受

け
て

い
ま

す
か

。
（

①
②

そ
れ

ぞ
れ

に

つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
）
 

①
通
院
 

１
．
週
１
回
以
上
 

４
．
２
か
月
に
１
回
 

２
．
月
２
～
３
回
 

５
．
３
か
月
に
１
回
 

３
．
月
１
回
 

６
．
通
院
し
て
い
な
い
 

②
往
診
 

１
．
週
１
回
以
上
 

４
．
２
か
月
に
１
回
 

２
．
月
２
～
３
回
 

５
．
３
か
月
に
１
回
 

３
．
月
１
回
 

６
．
往
診
を
受
け
て
い
な
い
 

 問
2
6 

現
在
、
薬
剤
師
の
訪
問
を
受
け
て
い
ま
す
か
。（

○
は
１
つ
）
 

１
．
週
１
回
以
上
 

４
．
２
か
月
に
１
回
 

２
．
月
２
～
３
回
 

５
．
３
か
月
に
１
回
 

３
．
月
１
回
 

６
．
訪
問
を
受
け
て
い
な
い
 

問
2
7 

食
べ
物
や
飲
み
物
、
胃
液
な
ど
が
誤
っ
て
気
管
や
気
管
支
内
に
入
っ
て
し
ま
う
「
誤
嚥

ご
え
ん

」（
む
せ

 

た
り
、
咳
き
込
ん
だ
り
す
る
）
の
経
験
が
あ
り
ま
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
は
い
 

２
．
い
い
え
 

問
2
8 

「
誤
嚥

ご
え
ん

」
に
よ
り
細
菌
が
唾
液
や
胃
液
と
と
も
に
肺
に
流
れ
込
ん
で
肺
炎
の
原
因
と
な
る
こ
と
を
 

知
っ
て
い
ま
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
は
い
 

２
．
い
い
え
 

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
8

問
29
 
健
康
に
不
安
を
感
じ
た
と
き
、
誰
に
相
談
し
ま
す
か
。
主
な
相
談
者
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
家
族
・
友
人

 
３
．
保
健
師
・
看
護
師
・
栄
養
士

 
５
．
自
分
で
調
べ
る

 
７
．
相
談
す
る
人
は
い
な
い

 

２
．
か
か
り
つ
け
の
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師

 
４
．
ヘ
ル
パ
ー
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど

 
６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 

 

 
  問
30
 
最
初
に
要
介
護
認
定
を
受
け
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。
（
○
は
１
つ
）
 

１
．
人
か
ら
要
介
護
認
定
を
受
け
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
 

２
．
前
か
ら
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
ら
認
定
を
受
け
る
と
決
め
て
い
た
 

３
．
覚
え
て
い
な
い
、
わ
か
ら
な
い
 

  付
問
 
要
介
護
認
定
を
受
け
る
よ
う
勧
め
て
く
れ
た
人
（
施
設
）
は
誰
で
す
か
。
(○

は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
家
族
・
親
族
 

３
．
民
生
委
員
や
校
区
福
祉
委
員
 

５
．
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

７
．

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
福
祉
施
設
の
職
員
 

９
．
か
か
り
つ
け
の
歯
科
医
師
や
薬
剤
師
 

11
．
そ
の
他
（
 
 

２
．
知
人
・
友
人
や
近
所
の
人
 

４
．
市
役
所
 

６
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

８
．
か
か
り
つ
け
の
医
師
や
看
護
師
 

10
．
保
健
師
や
栄
養
士
等
の
専
門
職
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
31

 
あ

な
た

は
、

現
在

、
（

住
宅

改
修

、
福

祉
用

具
貸

与
・

購
入

以以
外外

のの
）

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
）
 

１
．
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
 
→
問
32
へ
お
進
み
く
だ
さ
い
 

２
．
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
 

  付
問
 
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
理
由
は
何
で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
現
状
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
ほ
ど
の
状
態
で
は
な
い
  
 

２
．
本
人
に
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
希
望
が
な
い
 

３
．
家
族
が
介
護
を
す
る
た
め
必
要
な
い
  

４
．
以
前
、
利
用
し
て
い
た
サ
ー
ビ
ス
に
不
満
が
あ
っ
た
 

５
．
利
用
料
を
支
払
う
の
が
難
し
い
  
 

６
．
利
用
し
た
い
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な
い
、
身
近
に
な
い
 

７
．
住
宅
改
修
、
福
祉
用
具
貸
与
・
購
入
の
み
を
利
用
す
る
た
め
 

８
．
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
い
が
手
続
き
や
利
用
方
法
が
分
か
ら
な
い
  
 

９
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
）
 

  
※※

99
ペペ

ーー
ジジ

のの
問問

33
44
へへ
  

介介
護護
保保
険険
ササ
ーー
ビビ
スス
にに
つつ
いい
てて
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
9

問
3
2 

担
当
し
て
い
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
対
応
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
。（

○
は
１
つ
）
 

１
．
満
足
 

２
．
ほ
ぼ
満
足
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
や
や
不
満
 

５
．
不
満
 

  付
問
 
不
満
に
思
わ
れ
る
理
由
は
何
で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
定
期
的
な
連
絡
の
回
数
が
少
な
い
 

２
．

困
っ
た
と
き
に
す
ぐ
に
対
応
し
て
く
れ
な
い
 

３
．
親
身
に
な
っ
て
話
を
聞
い
て
く
れ
な
い
 

４
．
希
望
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
な
っ
て
い
な
い
 

５
．

わ
か
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
説
明
し
て
く
れ
な
い
 
６
．
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
す
る
情
報
が
少
な
い
 

７
．
緊
急
時
の
連
絡
が
取
り
に
く
い
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
33

 
介

護
保

険
サ

ー
ビ
ス

を
利

用
す
る

こ
と

に
よ
り

、
精

神
的
・

体
力

的
に
ど

の
よ

う
な
変

化
が

あ
り

ま
し
た
か
。
（
①
～
⑤
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
）
 

 
そ
う
思
う
 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

そ
う
思
わ
な
い
 

①
精
神
的
に
楽
に
な
っ
た
 

１
 

２
 

３
 

②
家
族
へ
の
気
兼
ね
が
減
っ
た
 

１
 

２
 

３
 

③
体
調
が
よ
く
な
っ
た
 

１
 

２
 

３
 

④
外
出
す
る
こ
と
が
増
え
た
 

１
 

２
 

３
 

⑤
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
出
て
き
た
 

１
 

２
 

３
 

 問
34

 
地

域
密

着
型

サ
ー
ビ

ス
の

認
知
・

利
用

状
況
と

満
足

度
、
今

後
の

利
用
意

向
に

つ
い
て

お
た

ず
ね

し
ま
す
。（

①
～
④
の
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
）
 

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
 

認
知
・
利
用
状
況
 

満
足
度
 

今
後
の
利
用
意
向
 

①
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

 

（
夜

間
の

み
の

定
期

的
な

巡
回

訪
問

や
通

報
に

よ
る

訪
問

介
護

を
行

い
ま

す
。
）
 

１
．
知
っ
て
お
り
、
 

 
 
利
用
し
て
い
る
 

２
．
知
っ
て
い
る
が
 

 
 
利
用
し
て
い
な
い
 

３
．
知
ら
な
い
 

１
．
満
足
 

２
．
ほ
ぼ
満
足
 

３
．
や
や
不
満
 

４
．
不
満
 

１
．
利
用
し
た
い
  

２
．
利
用
し
た
く
な
い
 

３
．
わ
か
ら
な
い
 

②
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

 

（
利

用
登

録
し

た
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

所
へ

の
｢
通

い
｣
を

主
と

し
て

、
そ

の
事

業
所

の
職

員
に

よ
る

｢
訪

問
｣
や

事
業

所
で

の
｢
泊

ま
り

｣
な

ど
を

組
み

合
わ

せ
た

サ
ー

ビ
ス

を
行

い
ま

す
。
）
 

１
．
知
っ
て
お
り
、
 

 
 
利
用
し
て
い
る
 

２
．
知
っ
て
い
る
が
 

 
 
利
用
し
て
い
な
い
 

３
．
知
ら
な
い

 

１
．
満
足
 

２
．
ほ
ぼ
満
足
 

３
．
や
や
不
満
 

４
．
不
満

 

１
．
利
用
し
た
い
  

２
．
利
用
し
た
く
な
い
 

３
．
わ
か
ら
な
い

 

③
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

 

（
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

と
訪

問
看

護
を

利
用

し
て

｢
通

い
｣
｢
訪

問
｣
｢
泊

ま
り

｣
を

組
み

合
わ

せ
た

介
護

や
医

療
・

看
護

の
サ

ー
ビ

ス
を

行
い

ま
す

。
）
 

１
．
知
っ
て
お
り
、
 

 
 
利
用
し
て
い
る
 

２
．
知
っ
て
い
る
が
 

 
 
利
用
し
て
い
な
い
 

３
．
知
ら
な
い
 

１
．
満
足
 

２
．
ほ
ぼ
満
足
 

３
．
や
や
不
満
 

４
．
不
満

 

１
．
利
用
し
た
い
  

２
．
利
用
し
た
く
な
い
 

３
．
わ
か
ら
な
い

 

④
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
 

介
護

看
護

 
（

日
中

・
夜

間
を

通
じ

て
１

日
複

数
回

の
定

期
巡

回
と

随
時

の
対

応
に

よ
る

訪
問

介
護

と
訪

問
看

護
を

2
4
時

間
い

つ
で

も
受

け
ら

れ
る

サ
ー

ビ
ス

を
行

い
ま

す
。
）
 

１
．
知
っ
て
お
り
、
 

 
 
利
用
し
て
い
る
 

２
．
知
っ
て
い
る
が
 

 
 
利
用
し
て
い
な
い
 

３
．
知
ら
な
い

 

１
．
満
足
 

２
．
ほ
ぼ
満
足
 

３
．
や
や
不
満
 

４
．
不
満

 

１
．
利
用
し
た
い
  

２
．
利
用
し
た
く
な
い
 

３
．
わ
か
ら
な
い

 

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

0
 

問
35

 
あ

な
た

は
、

介
護
保

険
サ

ー
ビ
ス

を
利

用
し
な

が
ら

も
、
で

き
る

だ
け
『

自
分

で
で
き

る
こ

と
』

を
増
や
し
て
（
維
持
し
て
）
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
そ
う
思
う
 

２
．
そ
う
は
思
わ
な
い
 

３
．
そ
う
思
う
が
で
き
な
い
 

４
．
わ
か
ら
な
い
 

５
．
そ
の
他
 

 

 問
36

 
豊

中
市

に
は

、
リ

ハ
ビ

リ
専

門
職

等
に

よ
る

運
動

や
栄

養
改

善
に

向
け

た
支

援
を

3
か

月
間

集
中

的
に

行
い

、
生

活
機

能
の
回

復
（

改
善
）

等
を

め
ざ
す

サ
ー

ビ
ス
が

あ
り

ま
す
。

あ
な

た
が

体
力

や
生
活
機
能
が
低
下
し
た
と
き
に
利
用
し
た
い
で
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
利
用
し
た
い
 

２
．
利
用
し
た
く
な
い
 

３
．
わ
か
ら
な
い
 

    

 
 問

37
 

現
在
、

利
用

し
て
い

る
、
「

介
護

保
険

サ
ー
ビ

ス
以 以

外外
」
の

支
援

・
サ
ー

ビ
ス

は
何
で

す
か

。
（
○

は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
配
食
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
調
理
 
 
 
 
 
 
 
 
３
．
掃
除
・
洗
濯
 
 

４
．
ゴ
ミ
出
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５
．
買
い
物
（
宅
配
は
含
ま
な
い
）
 

６
．
外
出
同
行
（
通
院
、
買
い
物
な
ど
）
 
 
７
．
移
送
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
・
福
祉
ﾀｸ
ｼｰ
等
）
 
 

８
．
見
守
り
、
声
か
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９
．
サ
ロ
ン
な
ど
の
定
期
的
な
通
い
の
場
 

1
0
．

そ
の

他
 
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 
 
1
1
．

利
用

し
て

い
な

い
 

※
総

合
事

業
に

基
づ

く
支

援
・

サ
ー

ビ
ス

は
「

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

」
に

含
め

ま
す

。
 

 

問
38

 
今

後
の

在
宅

生
活
の

継
続

に
必
要

と
感

じ
る
支

援
・

サ
ー
ビ

ス
（

現
在
利

用
し

て
い
る

が
、

さ
ら

な
る
充
実
が
必
要
と
感
じ
る
支
援
・
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
）
は
何
で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
配
食
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
．
調
理
 
 
 
 
 
 
 
 
３
．
掃
除
・
洗
濯
 
 

４
．
ゴ
ミ
出
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５
．
買
い
物
（
宅
配
は
含
ま
な
い
）
 

６
．
外
出
同
行
（
通
院
、
買
い
物
な
ど
）
 
 
７
．
移
送
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
・
福
祉
ﾀｸ
ｼｰ
等
）
 
 

８
．
見
守
り
、
声
か
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９
．
サ
ロ
ン
な
ど
の
定
期
的
な
通
い
の
場
 

1
0
．

そ
の

他
 
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 
 
1
1
．

利
用

し
て

い
な

い
 

※
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
、

介
護

保
険

以
外

の
支

援
・

サ
ー

ビ
ス

と
も

に
含

み
ま

す
。

 

 

生生
活活
支支
援援
・・
ササ
ーー
ビビ
スス
にに
つつ
いい
てて
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

1
 

問
39

 
豊

中
市

の
高

齢
者
福

祉
サ

ー
ビ
ス

に
つ

い
て
、

現
在

の
利
用

状
況

と
今
後

の
利

用
意
向

を
お

た
ず

ね
し
ま
す
。（

①
～
⑧
の
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
も
に
○
）
 

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
 

現
在
の
利
用
状
況
 

今
後
の
利
用
意
向
 

①
在
宅
給
食
サ
ー
ビ
ス
 

１
．

利
用

し
て

い
る

 

２
．

利
用

し
て

い
な

い
 

１
．

利
用

し
た

い
 

２
．

利
用

し
た

い
と

は
思

わ
な

い
 

②
一
定
時
間
、
人
の
動
き
が
な
い
場
合
、
 

自
動
的
に
通
報
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス

※
１
 

１
．

利
用

し
て

い
る

 

２
．

利
用

し
て

い
な

い
 

１
．

利
用

し
た

い
 

２
．

利
用

し
た

い
と

は
思

わ
な

い
 

③
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業

※
２
 

１
．

利
用

し
て

い
る

 

２
．

利
用

し
て

い
な

い
 

１
．

利
用

し
た

い
 

２
．

利
用

し
た

い
と

は
思

わ
な

い
 

④
電

磁
調

理
器

や
火

災
警

報
器

等
の

給
付

 

１
．

利
用

し
て

い
る

 

２
．

利
用

し
て

い
な

い
 

１
．

利
用

し
た

い
 

２
．

利
用

し
た

い
と

は
思

わ
な

い
 

⑤
一

人
暮

ら
し

高
齢

者
等

の
生

活
援

助
サ
ー
ビ
ス

※
３
 

１
．

利
用

し
て

い
る

 

２
．

利
用

し
て

い
な

い
 

１
．

利
用

し
た

い
 

２
．

利
用

し
た

い
と

は
思

わ
な

い
 

⑥
紙
お
む
つ
の
支
給

 
１
．

利
用

し
て

い
る

 

２
．

利
用

し
て

い
な

い
 

１
．

利
用

し
た

い
 

２
．

利
用

し
た

い
と

は
思

わ
な

い
 

⑦
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス

 
１
．

利
用

し
て

い
る

 

２
．

利
用

し
て

い
な

い
 

１
．

利
用

し
た

い
 

２
．

利
用

し
た

い
と

は
思

わ
な

い
 

⑧
通
院
等
の
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
 

１
．

利
用

し
て

い
る

 

２
．

利
用

し
て

い
な

い
 

１
．

利
用

し
た

い
 

２
．

利
用

し
た

い
と

は
思

わ
な

い
 

 

※
1
：

一
定

時
間

、
人

の
動

き
が

な
い

場
合

、

自
動

的
に

通
報

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
 

ト
イ

レ
の

ド
ア

、
居

室
な

ど
に

セ
ン

サ
ー

を
設

置
し

、
一

定
時

間
、

人
の

動
き

が

な
い

場
合

、
自

動
的

に
通

報
す

る
、

安
否

確
認

を
目

的
と

し
た

サ
ー

ビ
ス

 

※
2：

緊
急

通
報

シ
ス

テ
ム

事
業

 
緊

急
時

に
ペ

ン
ダ

ン
ト

の
ボ

タ
ン

を
押

す
と

、
自

動
的

に
通

報
し

助
け

が
求

め
ら

れ
る

サ
ー

ビ
ス

 

※
3：

一
人

暮
ら

し
高

齢
者

等
の

生
活

援
助

 

サ
ー

ビ
ス

 

『
協

力
会

員
（

援
助

で
き

る
人

）
』

が
『

利
用

会
員

（
援

助
を

必
要

と
す

る
人

）
』

の
依

頼
に

よ
り

、
調

理
・

洗
濯

・
掃

除
な

ど
の

家
事

援
助

や
外

出
時

の
付

き
添

い

な
ど

を
行

う
サ

ー
ビ

ス
（

身
体

介
護

サ
ー

ビ
ス

は
対

象
外

）
 

 問
4
0 

今
ま
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
買
い
物
の
援
助
 

２
．
掃
除
・
洗
濯
・
調
理
な
ど
の
家
事
援
助
 

３
．
通
院
や
散
歩
な
ど
の
外
出
援
助
 

４
．
給
食
サ
ー
ビ
ス
 

５
．
見
守
り
や
声
か
け
の
安
否
確
認
 

６
．
地
域
の
交
流
の
場
に
参
加
 

７
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

８
．
利
用
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
今
後
利
用
し
た
い
 

９
．
利
用
し
た
こ
と
は
な
く
、
今
後
も
利
用
し
た
く
な
い
 

  付
問

 
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
な

ど
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
さ

れ
た

満
足

度
に

つ
い

て
お

た
ず

ね
し

ま
す

。

（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
満
足
 

２
．
ほ
ぼ
満
足
 

３
．
や
や
不
満
（

理
由
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
４
．
不
満
（

理
由
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

2
 

 
  

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は
、
社
会
福
祉
士
や
保
健
師
な
ど
の
専
門
職
を
配
置
し
、
介
護
予
防
を

は
じ
め
、
介
護
・
福
祉
・
権
利
擁
護
な
ど
の
様
々
な
相
談
を
受
け
て
総
合
的
に
支
援
す
る
窓
口
で

す
。
市
内
に
は
、
あ
わ
せ
て
14
か
所
の
支
援
セ
ン
タ
ー
と
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
圏

域
 

セ
ン
タ
ー
名
称
 

担
当
小
学
校
区
 

北
西

部
 

①
柴
原
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

刀
根
山
・
大
池
・
桜
井
谷
・
桜
井
谷
東
 

②
柴
原
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
螢
池
分
室
）
 

螢
池
・
箕
輪
 

北
中

部
 

③
少
路
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

上
野
・
東
豊
台
・
東
豊
中
 

④
少
路
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
北
緑
丘
分
室
）
 

北
緑
丘
・
野
畑
・
少
路
 

北
東

部
 

⑤
千
里
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

北
丘
・
東
丘
・
西
丘
 

⑥
千
里
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
南
丘
分
室
）
 

南
丘
・
新
田
・
新
田
南
・
東
泉
丘
 

中
 
部

 
⑦
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

桜
塚
・
克
明
・
南
桜
塚
 

⑧
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
熊
野
田
分
室
）
 

熊
野
田
・
泉
丘
 

中
東

部
 

⑨
緑
地
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

寺
内
・
緑
地
・
北
条
 

⑩
緑
地
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
高
川
分
室
）
 

小
曽
根
・
高
川
・
豊
南
 

中
西

部
 

⑪
服
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

豊
島
・
豊
島
北
・
中
豊
島
 

⑫
服
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
原
田
分
室
）
 

原
田
・
豊
島
西
 

南
 
部

 
⑬
庄
内
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

庄
内
西
・
庄
内
南
・
千
成
 

⑭
庄
内
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
幸
町
分
室
）
 

野
田
・
島
田
・
庄
内
 

 問
41
 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
ご
存
知
で
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
知
っ
て
お
り
、
セ
ン
タ
ー
の
役
割
や
内
容
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
 

２
．
知
っ
て
い
る
が
、
セ
ン
タ
ー
の
役
割
や
内
容
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
 

３
．
知
ら
な
い
 

  付
問
 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
ま
し
た
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
市
の
広
報
誌
 

２
．
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
 

３
．
市
役
所
 

４
．
チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
 

５
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

６
．
民
生
委
員
 

７
．
病
院
 

８
．
友
人
・
知
人
 

９
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
）

 

  問
42

 
地

域
包

括
支

援
セ
ン

タ
ー

を
利
用

（
相

談
）
し

た
こ

と
は
あ

り
ま

す
か
。

ま
た

、
今
後

に
つ

い
て

は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
利
用
し
た
こ
と
が
あ
り
、
今
後
も
利
用
し
た
い
 

２
．
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
後
は
利
用
し
た
く
な
い
 

３
．
利
用
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
今
後
は
利
用
し
た
い
 

４
．
利
用
し
た
こ
と
は
な
く
、
今
後
も
利
用
し
た
く
な
い
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

  

地地
域域
包包
括括
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー
にに
つつ
いい
てて
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

3
 

問
4
3 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
利
用
（
相
談
）
し
た
場
合
に
、
相
談
し
た
い
内
容
は
何
で
す
か
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
  

１
．
要
支
援
認
定
を
受
け
た
方
の
介
護
予
防
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成

（
※

）
 

２
．
運
動
、
お
口
の
機
能
向
上
な
ど
介
護
予
防
に
つ
い
て
の
相
談
 

３
．
認
知
症
に
関
す
る
相
談
 

４
．
虐
待
、
金
銭
管
理
な
ど
高
齢
者
の
権
利
擁
護
の
相
談
 

５
．
介
護
保
険
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
紹
介
や
利
用
・
申
請
方
法
の
相
談
 

６
．
在
宅
で
の
介
護
の
方
法
や
対
応
に
つ
い
て
の
相
談
 

７
．
地
域
の
自
主
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
福
祉
活
動
な
ど
の
地
域
情
報
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

９
．
特
に
な
い
 

※
ケ

ア
プ

ラ
ン
：

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
計

画
の

こ
と

で
、

要
介

護
・

要
支

援
の

認
定

を
受

け
た

利
用

者
の

抱
え

る
課

題
の

解
決
に

向
け

、
利

用
者

の
意

向
を

踏
ま

え
、

い
つ

、
ど

の
よ

う
な

サ
ー

ビ
ス

を
、

ど
の

事
業

所
か

ら
、

ど
の
く
ら
い
利
用
す
る
か
を
決
め
た
も
の
で
す
。
 

 問
4
4 

あ
な
た
が
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
期
待
す
る
も
の
、
求
め
る
も
の
は
何
で
す
か
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
も
っ
と
身
近
な
場
所
に
設
置
し
て
ほ
し
い
 

２
．
自
宅
な
ど
相
談
に
今
以
上
に
出
向
い
て
ほ
し
い
 

３
．
地
域
に
出
向
い
て
の
講
座
等
を
も
っ
と
し
て
ほ
し
い
 
 

４
．
専
門
職
を
増
や
し
、
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
ほ
し
い
 

５
．
地
域
の
課
題
に
応
じ
た
取
り
組
み
を
強
化
し
て
ほ
し
い
 

（
例
え
ば
、
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
の
多
い
地
域
で
の
見
守
り
強
化
な
ど
）
 

６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 

 
  問
4
5 

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
ど
う
感
じ
て
い
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
負
担
が
重
い
 

２
．
や
や
重
い
 

３
．
あ
ま
り
負
担
に
感
じ
な
い
 

４
．
負
担
は
感
じ
な
い
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

 

 問
46

 
介

護
保

険
制

度
に
お

け
る

今
後
の

サ
ー

ビ
ス
と

保
険

料
の
あ

り
方

に
つ
い

て
、

あ
な
た

の
考

え
に

最
も
近
い
も
の
は
ど
れ
で
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
充
実
し
、
量
や
回
数
も
十
分
に
確
保
さ
れ
る
の
な
ら
、
保
険
料
は

も
っ
と
高
く
し
て
も
よ
い
 

２
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
や
回
数
は
現
状
の
程
度
と
し
、
保
険
料
は
利
用
者
の
増
加
に
応
じ
た
最

小
限
の
増
額
に
と
ど
め
る
の
が
よ
い
 

３
．
介
護
保
険
以
外
の
有
料
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
勧
め
る
な
ど
、
介
護
給
付
費
の
抑
制
を
図
り
、

保
険
料
は
現
状
程
度
に
と
ど
め
る
の
が
よ
い
 

４
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

保保
険険
料料
・・
利利
用用
料料
にに
つつ
いい
てて

  

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

4
 

問
47
 
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
の
負
担
感
に
つ
い
て
ど
う
感
じ
て
い
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
負
担
が
重
い
 

３
．
あ
ま
り
負
担
に
感
じ
な
い
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

２
．
や
や
重
い
 

４
．
負
担
は
感
じ
な
い
 

６
．
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
 

  

 
  問
48
 
あ
な
た
は
、
将
来
ど
こ
で
介
護
を
受
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
  

１
．
自
宅
 

２
．
施
設
な
ど
に
入
所
 

３
．
わ
か
ら
な
い
 

   付
問
１
 
「
自
宅
」
以
外
の
ど
こ
で
介
護
を
受
け
た
い
と
思
い
ま
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（
常
時
介
護
が
必
要
で
居
宅
で
の
生
活
が
困
難
な
人
が
、
日
常
生
活
上
の
支
援
や

介
護
を
受
け
る
施
設
）
 

２
．
介
護
医
療
院

（
長
期
に
わ
た
り
療
養
が
必
要
な
要
介
護
者
が
、
医
学
的
管
理
下
に
お
け
る
介
護
や
医
療
、
日
常
生
活

上
の
支
援
を
受
け
る
施
設
）
 

３
．
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

（
認
知
症
の
高
齢
者
が
日
常
生
活
上
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
少
人
数
で
共
同
生
活
す
る
施
設
）
 

４
．
有
料
老
人
ホ
ー
ム

（
利
用
権
や
賃
貸
な
ど
の
形
態
で
入
居
し
、
食
事
の
提
供
な
ど
の
生
活
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
施
設
）
 

５
．
ケ
ア
ハ
ウ
ス

（
自
宅
で
の
生
活
に
不
安
が
あ
る
方
が
、
入
浴
・
食
事
な
ど
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
生
活
す
る
施
設
）
 

６
．
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅

（
安
否
確
認
、
生
活
相
談
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
登
録
住
宅
）
 

７
．
公
的
な
高
齢
者
向
け
住
宅
（
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
）
 

（
段
差
の
解
消
や
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
に
加
え
、
在
宅
生
活
を
支
援
す
る
生
活
援
助
員
を
配
置
し
た
公
営
住
宅
）
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

  付
問
２
 
「
自
宅
」
以
外
で
介
護
を
受
け
た
い
理
由
は
何
で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
あ
な
た
自
身
（
宛
名
の
ご
本
人
）
が
望
ん
で
い
る
か
ら
 

２
．
家
族
な
ど
介
護
を
行
っ
て
い
る
人
が
望
ん
で
い
る
か
ら
 

３
．
家
族
な
ど
の
介
護
負
担
を
減
ら
し
た
い
か
ら
 

４
．
家
族
に
気
を
つ
か
い
た
く
な
い
か
ら
 

５
．
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
専
門
職
や
施
設
に
お
願
い
す
る
ほ
う
が
安
心
だ
か
ら
 

６
．
介
護
し
て
く
れ
る
家
族
な
ど
が
い
な
い
か
ら
 

７
．
手
厚
い
介
護
や
専
門
的
な
介
護
が
必
要
に
な
る
と
思
う
か
ら
 

８
．
入
浴
し
に
く
い
な
ど
介
護
の
た
め
に
は
住
宅
の
構
造
に
問
題
が
あ
る
か
ら
 

９
．
在
宅
の
ま
ま
介
護
を
受
け
る
の
は
経
済
的
負
担
が
大
き
い
か
ら
 

10
．
保
険
料
を
払
っ
て
い
る
以
上
、
必
要
時
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
の
は
当
然
と
思
う
か
ら
 

11
．
豊
中
市
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
が
利
用
し
や
す
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら
 

12
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 

今今
後後
のの
介介
護護
にに
対対
すす
るる
ごご
希希
望望
なな
どど
にに
つつ
いい
てて
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

5
 

問
49

 
将

来
、

病
気

が
治
る

見
込

み
が
な

く
死

期
が
迫

っ
て

い
る
（

６
か

月
あ
る

い
は

そ
れ
よ

り
短

い
期

間
）
と
告
げ
ら
れ
た
場
合
、
あ
な
た
は
ど
こ
で
療
養
生
活
を
望
み
ま
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
最
期
ま
で
自
宅
 

３
．
病
院
で
療
養
し
て
、
最
期
は
自
宅
 

５
．
施
設
で
療
養
し
て
、
最
期
は
自
宅
 

７
．
最
期
ま
で
病
院
 

９
．
わ
か
ら
な
い
 

２
．
自
宅
で
療
養
し
て
、
最
期
は
病
院
 

４
．
施
設
で
療
養
し
て
、
最
期
は
病
院
 

６
．
最
期
ま
で
施
設
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

  問
5
0 

自
宅
で
の
生
活
を
続
け
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
か
。
 

（
○
は
３
つ
ま
で
）
 

１
．
家
族
の
協
力
 

２
．
十
分
な
量
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
 

３
．
体
力
や
生
活
機
能
が
低
下
し
た
と
き
に
、
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
等
に
よ
る
短
期
間
の
集
中
的
な

支
援
で
回
復
（
改
善
）
を
め
ざ
す
サ
ー
ビ
ス
 

４
．
24
時
間
、
必
要
な
と
き
に
利
用
で
き
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
 

５
．
必
要
な
と
き
に
宿
泊
で
き
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
 

６
．
緊
急
や
一
時
的
で
も
介
護
や
家
事
を
し
て
も
ら
え
る
サ
ー
ビ
ス
 

７
．
電
球
の
交
換
や
ゴ
ミ
出
し
な
ど
の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
 

８
．
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
住
宅
 

９
．
日
中
の
活
動
や
交
流
で
き
る
場
が
身
近
に
あ
る
こ
と
 

10
．
気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
が
身
近
に
あ
る
こ
と
 

11
．
医
療
的
ケ
ア
の
対
応
が
可
能
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
 

12
．
往
診
し
て
く
れ
る
医
療
機
関
（
診
療
所
、
歯
科
医
院
、
調
剤
薬
局
）
 

13
．
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
高
齢
者
世
帯
に
対
す
る
給
食
サ
ー
ビ
ス
 

14
．
隣
近
所
の
人
が
お
互
い
に
声
か
け
や
見
守
り
を
行
う
こ
と
 

15
．
契
約
や
財
産
管
理
の
手
続
き
を
援
助
し
て
も
ら
え
る
こ
と
 

16
．
住
宅
を
改
修
す
る
た
め
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
 

17
．
医
療
と
介
護
の
連
携
に
よ
り
、
在
宅
で
の
看
取

み
と

り
が
で
き
る
よ
う
な
体
制
 

18
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

19
．
特
に
な
い
 

 

 
  問
5
1 

あ
な
た
は
介
護
保
険
に
関
す
る
情
報
を
ど
こ
か
ら
入
手
し
て
い
ま
す
か
。（

○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
市
の
広
報
誌
 

３
．
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
 

５
．
市
役
所
 

７
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 

９
．
友
人
・
知
人
 

11
．
家
族
・
友
人
 

２
．
市
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
 

４
．
チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
 

６
．
テ
レ
ビ
・
新
聞
・
ラ
ジ
オ
 

８
．
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

10
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

12
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

介介
護護
保保
険険
制制
度度
全全
般般
にに
つつ
いい
てて

  

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

6
 

問
52
 
こ
れ
ま
で
サ
ー
ビ
ス
に
不
満
が
あ
っ
た
場
合
、
ど
こ
に
相
談
し
て
い
ま
し
た
か
。（

○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
事
業
者
に
直
接
 

３
．
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

５
．
大
阪
府
 

７
．
健
康
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整
委
員
会
 

９
．
友
人
・
知
人
 

11
．
ど
こ
に
も
相
談
し
て
い
な
い
 

２
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

４
．
市
役
所
 

６
．
介
護
相
談
員
 

８
．
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
  
 

1
0
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

12
．
特
に
不
満
は
な
い
 

 安
心

し
て

介
護

サ
ー

ビ
ス
を

利
用

し
て
い

た
だ

く
た
め

の
相

談
窓
口

と
し

て
、
市

役
所

、
地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
の
ほ
か
、
『
健
康
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整
委
員
会
』
が
あ
り
ま
す
。
 

問
53
 
あ
な
た
は
、
『
健
康
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整
委
員
会
』
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
知
っ
て
い
る
 

２
．
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
よ
く
知
ら
な
い
 

３
．
知
ら
な
い
 

 問
54

 
介

護
保

険
や

高
齢
者

保
健

福
祉
施

策
に

つ
い
て

、
今

後
ど
の

よ
う

な
施
策

の
充

実
を
望

ま
れ

ま
す

か
。（

○
は
３
つ
ま
で
）
 

１
．
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
 
 
 
 
 
 
２
．
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
 

３
．
医
療
機
関
の
充
実
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４
．
病
気
の
予
防
や
健
康
づ
く
り
支
援
 

５
．
介
護
予
防
事
業
（
運
動
教
室
な
ど
）
の
充
実
 

６
．
高
齢
者
が
働
く
場
の
確
保
や
就
職
の
あ
っ
せ
ん
 

７
．
高
齢
者
が
社
会
参
加
し
や
す
い
働
き
か
け
 

８
．
高
齢
者
の
学
習
や
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
支
援
 

９
．
高
齢
者
と
若
い
世
代
の
交
流
の
場
づ
く
り
 

10
．
介
護
者
へ
の
支
援
 

11
．
認
知
症
や
虐
待
な
ど
、
専
門
的
な
相
談
窓
口
の
充
実
 

12
．
建
設
・
道
路
な
ど
高
齢
者
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
 

13
．
高
齢
者
向
け
住
宅
の
充
実
 

14
．
情
報
提
供
の
充
実
 

15
．
気
軽
に
利
用
で
き
る
相
談
窓
口
の
充
実
 

16
．
緊
急
時
の
相
談
窓
口
の
充
実
 

17
．
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
に
対
す
る
安
否
確
認
 

18
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

7
 

 
 問

5
5
 

ご
家
族

や
ご

親
族
の

な
か

で
、
あ

な
た

（
宛
名

の
ご

本
人
）

の
介

護
を
主

な
理

由
と
し

て
、

過
去

１
年

の
間

に
仕

事
を

や
め
た

方
は

い
ま
す

か
（

現
在
働

い
て

い
る
か

ど
う

か
や
、

現
在

の
勤

務
形

態
は
問
い
ま
せ
ん
）。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
主
な
介
護
者
が
仕
事
を
辞
め
た
（
転
職
除
く
）
  

２
．
主
な
介
護
者
以
外
の
家
族
・
親
族
が
仕
事
を
辞
め
た
（
転
職
除
く
）
 

３
．
主
な
介
護
者
が
転
職
し
た
 

４
．
主
な
介
護
者
以
外
の
家
族
・
親
族
が
転
職
し
た
 

５
．
介
護
の
た
め
に
仕
事
を
辞
め
た
家
族
・
親
族
は
い
な
い
 

６
．
わ
か
ら
な
い
 

 問
5
6
 

ご
家

族
や

ご
親

族
の

方
か

ら
の

介
護

は
、

週
に

ど
の

く
ら

い
あ

り
ま

す
か

。
（

同
居

し
て

い
な

い

子
ど
も
や
親
族
等
か
ら
の
介
護
を
含
む
）
 
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
な
い
 
→
最
後
の
ペ
ー
ジ
の
問

82
へ
お
進
み
く
だ
さ
い
。
 

２
．
家
族
・
親
族
の
介
護
は
あ
る
が
、
 

週
に
１
日
よ
り
も
少
な
い
 

３
．
週
に
１
～
２
日
あ
る
  

４
．
週
に
３
～
４
日
あ
る
  

５
．
ほ
ぼ
毎
日
あ
る
 

 ※
問

57
～

問
81

は
、

現
在
、

介
護

サ
ー
ビ

ス
事

業
者
以

外
に

、
主
に

介
護

を
し
て

い
る

ご
家

族
・

ご
親

族

に
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
 

 問
57

 
介

護
を

受
け

て
い
る

方
（

宛
名
の

ご
本

人
）
か

ら
見

て
、
介

護
を

行
っ
て

い
る

人
（
介

護
者

）
の

続
柄
は
、
次
の
ど
れ
で
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
配
偶
者
 

２
．
子
ど
も
 

３
．
子
の
配
偶
者
 

４
．
孫
 

５
．
兄
弟
・
姉
妹
 

６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
5
8 

主
な
介
護
者
の
方
の
性
別
・
年
齢
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
（
そ
れ
ぞ
れ
〇
は
１
つ
）
 

性
 
別
 
１
．
男
性
 

２
．
女
性
 

年
 
齢
 

１
．
2
0歳

未
満
 

４
．
4
0歳

代
 

７
．
7
0歳

代
 

２
．
2
0
歳
代
 

５
．
5
0
歳
代
 

８
．
8
0
歳
以
上
 

３
．
30
歳
代
 

６
．
60
歳
代
 

９
．
わ
か
ら
な
い
 

 問
59

 
主

な
介

護
者

の
方
と

介
護

を
受
け

て
い

る
方
（

宛
名

の
ご
本

人
）

と
の
同

居
・

別
居
に

つ
い

て
、

お
た
ず
ね
し
ま
す
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
同
居

（「
２
世
帯
住
宅
」
に
お
住
ま
い
の
場
合
を
含
む
）
 

２
．
市
内
に
別
居
 

３
．
市
外
に
別
居
 

ごご
家家
族族
・・
ごご
親親
族族
やや
主主
なな
介介
護護
者者
のの
方方
のの
状状
況況
にに
つつ
いい
てて

  

→
問

5
7

へ
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

8
 

問
60
 
主
な
介
護
者
の
方
の
現
在
の
健
康
状
態
は
ど
う
で
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
健
康
（
特
に
悪
い
と
こ
ろ
は
な
い
）
 

２
．
医
師
に
か
か
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
体
調
は
よ
く
な
い
 

３
．
病
気
を
抱
え
て
お
り
、
医
師
に
か
か
っ
て
い
る
 

４
．
病
気
を
抱
え
て
い
る
が
、
医
師
に
か
か
る
時
間
が
な
い
 

５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
61
 
現
在
、
主
な
介
護
者
の
方
が
行
っ
て
い
る
介
護
等
は
何
で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

[
身
体
介
護
]
 

１
．

日
中

の
排

泄
 

 

３
．

食
事

の
介

助
（

食
べ

る
時

）
 

５
．

身
だ

し
な

み
（

洗
顔

・
歯

磨
き

等
）

 

７
．

屋
内

の
移

乗
・

移
動

 
 

９
．

服
薬

 

1
1
．

医
療

面
で

の
対

応
（

経
管

栄
養

、
ス

ト
ー

マ
 等

）
 

 ２
．

夜
間

の
排

泄
 

４
．

入
浴

・
洗

身
 

６
．

衣
服

の
着

脱
 

８
．

外
出

の
付

き
添

い
、

送
迎

等
 

1
0
．

認
知

症
状

へ
の

対
応

 

 

[
生
活
援
助
]
 

1
2
．

食
事

の
準

備
（

調
理

等
）

 

1
4
．

金
銭

管
理

や
生

活
面

に
必

要
な

諸
手

続
き

 

 1
3
．

そ
の

他
の

家
事

（
掃

除
、

洗
濯

、
 

買
い

物
 
等

）
 

[
そ
の
他
]
 

1
5
．

そ
の

他
 
 

 1
6
．

わ
か

ら
な

い
 

 問
62

 
現

在
の

生
活

を
継
続

し
て

い
く
に

あ
た

っ
て
、

主
な

介
護
者

の
方

が
不
安

に
感

じ
る
介

護
等

は
何

で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

[
身
体
介
護
]
 

１
．

日
中

の
排

泄
 

 

３
．

食
事

の
介

助
（

食
べ

る
時

）
 

５
．

身
だ

し
な

み
（

洗
顔

・
歯

磨
き

等
）

 

７
．

屋
内

の
移

乗
・

移
動

 
 

９
．

服
薬

 

1
1
．

医
療

面
で

の
対

応
（

経
管

栄
養

、
ス

ト
ー

マ
 等

）
 

 ２
．

夜
間

の
排

泄
 

４
．

入
浴

・
洗

身
 

６
．

衣
服

の
着

脱
 

８
．

外
出

の
付

き
添

い
、

送
迎

等
 

1
0
．

認
知

症
状

へ
の

対
応

 

 

[
生
活
援
助
]
 

1
2
．

食
事

の
準

備
（

調
理

等
）

 

1
4
．

金
銭

管
理

や
生

活
面

に
必

要
な

諸
手

続
き

 

 1
3
．

そ
の

他
の

家
事

（
掃

除
、

洗
濯

、
 

買
い

物
 
等

）
 

[
そ
の
他
]
 

1
5
．

そ
の

他
 
 

1
7
．

主
な

介
護

者
に

確
認

し
な

い
と

、
わ

か
ら

な
い

 

 1
6
．

不
安

に
感

じ
て

い
る

こ
と

は
、

 

特
に

な
い
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
1

9
 

問
6
3
 

介
護

を
受

け
て

い
る

方
（

宛
名

の
ご

本
人

）
の

介
護

保
険

料
に

つ
い

て
ど

う
感

じ
て

い
ま

す
か

。

（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
負
担
が
重
い
 

２
．
や
や
重
い
 

３
．
あ
ま
り
負
担
に
感
じ
な
い
 

４
．
負
担
は
感
じ
な
い
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

 

 問
64

 
介

護
保

険
制

度
に
お

け
る

今
後
の

サ
ー

ビ
ス
と

保
険

料
の
あ

り
方

に
つ
い

て
、

あ
な
た

の
考

え
に

最
も
近
い
も
の
は
ど
れ
で
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
充
実
し
、
量
や
回
数
も
十
分
に
確
保
さ
れ
る
な
ら
、
保
険
料
は
も

っ
と
高
く
し
て
も
よ
い
 

２
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
や
回
数
は
現
状
の
程
度
と
し
、
保
険
料
は
利
用
者
の
増
加
に
応
じ
た
最

小
限
の
増
額
に
と
ど
め
る
の
が
よ
い
 

３
．
介
護
保
険
以
外
の
有
料
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
勧
め
る
な
ど
、
介
護
給
付
費
の
抑
制
を
図
り
、

保
険
料
は
現
状
程
度
に
と
ど
め
る
の
が
よ
い
 

４
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

 問
65

 
介

護
を

受
け

て
い
る

方
（

宛
名
の

ご
本

人
）
の

介
護

保
険
サ

ー
ビ

ス
の
利

用
料

の
負
担

感
に

つ
い

て
ど
う
感
じ
て
い
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
負
担
が
重
い
 

２
．
や
や
重
い
 

３
．
あ
ま
り
負
担
に
感
じ
な
い
 

４
．
負
担
は
感
じ
な
い
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

６
．
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
 

  問
6
6
 

主
な

介
護

者
の

方
は

、
介

護
保

険
制

度
を

利
用

し
て

、
ど

の
よ

う
に

変
わ

り
ま

し
た

か
。
（

○
は

い
く
つ
で
も
）
 

１
．
利
用
し
た
こ
と
で
、
身
体
が
楽
に
な
っ
た
 

２
．
利
用
し
た
こ
と
で
、
精
神
的
に
楽
に
な
っ
た
 

３
．
利
用
し
た
こ
と
で
、
時
間
に
ゆ
と
り
が
で
き
た
 

４
．
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
に
気
を
つ
か
い
、
か
え
っ
て
精
神
的
に
負
担
が
増
え
た
 

５
．
事
務
手
続
き
な
ど
の
負
担
が
増
え
た
 

６
．
利
用
料
が
１
割
～
３
割
負
担
で
経
済
的
負
担
が
増
え
た
 

７
．
利
用
料
が
１
割
～
３
割
負
担
で
済
み
、
経
済
的
負
担
が
軽
く
な
っ
た
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

９
．
特
に
変
わ
っ
て
い
な
い
 

10
．
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
 

  

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
2

0
 

問
67
 
介
護
を
行
う
上
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
家
事
に
思
う
よ
う
に
手
が
回
ら
な
い
 
 
 
 
２
．
仕
事
に
出
ら
れ
な
い
 

３
．
子
育
て
に
思
う
よ
う
に
手
が
回
ら
な
い
 
 
 
４
．
留
守
を
み
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
 

５
．
家
庭
内
が
う
ま
く
い
か
な
い
 
 
 
 
 
 
 
６
．
外
出
で
き
な
い
 

７
．
心
身
の
負
担
が
大
き
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８
．
家
族
や
近
隣
な
ど
の
理
解
が
足
り
な
い

 

９
．
経
済
的
負
担
が
大
き
い
 

10
．
経
管
栄
養
や
痰
の
吸
引
な
ど
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
た
め
精
神
的
な
負
担
が
大
き
い
 

11
．
介
護
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い
 

12
．
も
っ
と
訪
問
介
護
や
通
所
介
護
な
ど
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
せ
た
い
 

13
．
夜
間
に
対
応
し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス
が
な
い
 

14
．
緊
急
時
に
対
応
し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス
が
な
い
 

15
．
認
知
症
へ
の
対
応
な
ど
ど
こ
に
相
談
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
 

16
．
本
人
の
気
持
ち
が
わ
か
ら
な
い
 

17
．
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
、
緊
急
時
に
利
用
し
に
く
い
 

18
．
本
人
が
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
い
や
が
る
 

19
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

  問
68
 
介
護
に
困
っ
た
と
き
、
誰
に
相
談
し
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
家
族
・
親
族
 

２
．
近
隣
の
人
 

３
．
友
人
 

４
．
民
生
委
員
、
校
区
福
祉
委
員
な
ど
 

５
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

６
．
社
会
福
祉
協
議
会
 

７
．
介
護
者
家
族
の
会
な
ど
 

８
．
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

９
．
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
施
設
の
職
員
な
ど
）
 

10
．
診
療
所
や
病
院
の
医
師
な
ど
 

11
．
市
町
村
の
職
員
 

12
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ
る
 

13
．
書
籍
で
調
べ
る
 

14
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

15
．
相
談
す
る
相
手
が
い
な
い
 

 問
69

 
主

な
介

護
者

の
方

は
、

今
後

ど
の

よ
う

に
介

護
し

て
い

き
た

い
と

思
っ

て
い

ま
す

か
。
（

○
は

い

く
つ
で
も
）
 

１
．
本
人
の
希
望
ど
お
り
に
し
て
い
き
た
い
 

２
．
自
宅
で
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
し
な
が
ら
介
護
を
続
け
て
い
き
た
い
 

３
．
定
期
的
に
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
を
利
用
し
、
自
分
の
時
間
も
大
切
に
し
た
い
 

４
．
家
族
な
ど
を
中
心
に
、
自
宅
で
介
護
し
た
い
 

５
．
自
宅
で
の
介
護
に
限
界
を
感
じ
て
い
る
が
、
今
後
も
で
き
る
だ
け
自
宅
で
介
護
し
て
い
き
た
い
 

６
．
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
を
考
え
て
い
る
 

７
．
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
へ
の
入
所
を
考
え
て
い
る
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

９
．
わ
か
ら
な
い
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
2

1
 

問
70

 
主

な
介

護
者

の
方
は

、
高

齢
期
を

健
や

か
に
過

ご
す

た
め
に

、
市

に
対
し

ど
の

よ
う
な

施
策

を
望

み
ま
す
か
。
（
○
は
３
つ
ま
で
）
 

１
．
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
 
 
 
 
 
 
 
２
．
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
 

３
．
医
療
機
関
の
充
実
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４
．
病
気
の
予
防
や
健
康
づ
く
り
支
援
 

５
．
介
護
予
防
事
業
（
運
動
教
室
な
ど
）
の
充
実
 

６
．
高
齢
者
が
働
く
場
の
確
保
や
就
職
の
あ
っ
せ
ん
 

７
．
高
齢
者
が
社
会
参
加
し
や
す
い
働
き
か
け
 

８
．
高
齢
者
の
学
習
や
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
支
援
 

９
．
高
齢
者
と
若
い
世
代
の
交
流
の
場
づ
く
り
 

10
．
介
護
者
へ
の
支
援
 

11
．
認
知
症
や
虐
待
な
ど
、
専
門
的
な
相
談
窓
口
の
充
実
 

12
．
建
設
・
道
路
な
ど
高
齢
者
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
 

13
．
高
齢
者
向
け
住
宅
の
充
実
 

14
．
情
報
提
供
の
充
実
 

15
．
気
軽
に
利
用
で
き
る
相
談
窓
口
の
充
実
 

16
．
緊
急
時
の
相
談
窓
口
の
充
実
 

17
．
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
に
対
す
る
安
否
確
認
 

18
．
夜
間
も
含
め
た
24
時
間
必
要
な
時
に
随
時
利
用
で
き
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
 

19
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
7
1 

主
な
介
護
者
の
方
の
現
在
の
勤
務
形
態
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
（
○
は
１
つ
）
 

１
．
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
 

２
．
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
 

３
．
働
い
て
い
な
い
 
→
次
の
ペ
ー
ジ
の
問

7
5
へ
お
進
み
く
だ
さ
い
。
 

※
「

パ
ー

ト
タ

イ
ム

」
と

は
、
「

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
、

同
一

の
事

業
所

に
雇

用
さ

れ
る

通
常

の
労

働
者

に
比

べ
て

短
い

方
」

が
該

当
し

ま
す

。
い

わ
ゆ

る
「

ア
ル

バ
イ

ト
」
、
「

嘱
託

」
、
「

契
約

社
員

」
等

の
方

を
含

み
ま

す
。

自
営

業
・

フ
リ

ー
ラ

ン
ス

等
の

場
合

も
、

就
労

時
間

・
日

数
等

か
ら

「
フ

ル
タ

イ
ム

」
・
「

パ
ー

ト

タ
イ

ム
」

の
い

ず
れ

か
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

→
次
の
ペ
ー
ジ
の
問

72
～
問

74
へ
進
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
2

2
 

 ※
問
72
～
問
74
は
、
主
な
介
護
者
の
方
の
う
ち
、
現
在
、
働
い
て
い
る
方
に
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
 

 問
72

 
主

な
介

護
者

の
方
は

、
介

護
を
す

る
に

あ
た
っ

て
、

何
か
働

き
方

に
つ
い

て
の

調
整
等

を
し

て
い

ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
）
 

１
．
特
に
行
っ
て
い
な
い
 

２
．

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
 

３
．
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
 

４
．
介
護
の
た
め
に
、
「
在
宅
勤
務
」
を
利
用
し
な
が
ら
、
働
い
て
い
る
 

５
．
介
護
の
た
め
に
、
２
～
４
以
外
の
調
整
を
し
な
が
ら
、
働
い
て
い
る
 

６
．
主
な
介
護
者
に
確
認
し
な
い
と
、
わ
か
ら
な
い
 

 問
73

 
主

な
介

護
者

の
方
は

、
勤

め
先
か

ら
ど

の
よ
う

な
支

援
が
あ

れ
ば

、
仕
事

と
介

護
の
両

立
に

効
果

が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
（
○
は
３
つ
ま
で
）
 

１
．

自
営

業
・

フ
リ

ー
ラ

ン
ス

等
の

た
め

、
勤

め
先

は
な

い
 
 

２
．

介
護

休
業

・
介

護
休

暇
等

の
制

度
の

充
実

 

３
．

制
度

を
利

用
し

や
す

い
職

場
づ

く
り

 
 

４
．

労
働

時
間

の
柔

軟
な

選
択

（
フ

レ
ッ

ク
ス

タ
イ

ム
制

な
ど

）
 

５
．

働
く

場
所

の
多

様
化

（
在

宅
勤

務
・

テ
レ

ワ
ー

ク
な

ど
）

 
 

６
．

仕
事

と
介

護
の

両
立

に
関

す
る

情
報

の
提

供
 

７
．

介
護

に
関

す
る

相
談

窓
口

・
相

談
担

当
者

の
設

置
 
 

８
．

介
護

を
し

て
い

る
従

業
員

へ
の

経
済

的
な

支
援

 

９
．

そ
の

他
 
 

1
0
．

特
に

な
い

 

1
1
．

主
な

介
護

者
に

確
認

し
な

い
と

、
わ

か
ら

な
い
 

 問
74
 
主
な
介
護
者
の
方
は
、
今
後
も
働
き
な
が
ら
介
護
を
続
け
て
い
け
そ
う
で
す
か
。
（
○
は
１
つ
）
 

１
．
問
題
な
く
、
続
け
て
い
け
る
 
 
 

３
．
続
け
て
い
く
の
は
、
や
や
難
し
い
 
 

 

５
．
主
な
介
護
者
に
確
認
し
な
い
と
、
わ
か
ら
な
い
 

２
．
問
題
は
あ
る
が
、
何
と
か
続
け
て
い
け
る
 

４
．
続
け
て
い
く
の
は
、
か
な
り
難
し
い
 

 

  

 
 問
75
 
あ
な
た
は
認
知
症
の
症
状
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
よ
く
理
解
し
て
い
る
 

３
．
あ
ま
り
理
解
し
て
い
な
い
 

２
．
理
解
し
て
い
る
 

４
．
知
ら
な
い
 

 

高高
齢齢
者者
虐虐
待待
やや
認認
知知
症症
、、
成成
年年
後後
見見
制制
度度
にに
つつ
いい
てて
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在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
2

3
 

問
7
6 

あ
な
た
ご
自
身
や
ご
家
族
が
認
知
症
に
な
っ
た
ら
と
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。（

〇
は

１
つ
）
 

１
．
よ
く
あ
る
 

２
．
時
々
あ
る
 

３
．
深
く
考
え
た
こ
と
は
な
い
 

４
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
77

 
も

し
、

あ
な

た
ご
自

身
や

ご
家
族

に
認

知
症
か

も
し

れ
な
い

と
感

じ
た
ら

、
誰

に
相
談

し
よ

う
と

思
っ
て
い
ま
す
か
。（

○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
か
か
り
つ
け
医
 

２
．
家
族
 

３
．
友
人
 

４
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

５
．

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
 

６
．
市
役
所
 

７
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
78

 
認

知
症

の
人

が
地
域

で
安

心
し
て

暮
ら

し
て
い

く
た

め
に
は

、
ど

の
よ
う

な
こ

と
が
必

要
だ

と
思

い
ま
す
か
。
（
○
は
２
つ
ま
で
）
 

１
．
認
知
症
の
症
状
に
関
す
る
正
し
い
知
識
や
理
解
を
広
め
る
こ
と
 

２
．
認
知
症
に
つ
い
て
学
校
教
育
の
中
で
学
ぶ
機
会
が
あ
る
こ
と
 

３
．
認
知
症
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
 

４
．
認
知
症
の
人
に
対
す
る
介
護
や
医
療
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
 

５
．
認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い
る
家
族
を
支
援
す
る
こ
と
 

６
．
認
知
症
の
診
療
を
行
っ
て
い
る
医
療
機
関
を
周
知
す
る
こ
と
 

７
．
認
知
症
の
人
を
支
え
る
施
設
や
組
織
を
周
知
す
る
こ
と
 

８
．
地
域
に
お
け
る
見
守
り
な
ど
認
知
症
の
人
を
支
え
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
 

９
．「

認
知
症
か
な
ぁ
」
と
思
っ
た
時
に
、
医
師
な
ど
の
専
門
家
が
家
に
来
て
く
れ
、
相
談
に
 

乗
っ
て
く
れ
る
こ
と
 

10
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

11
．
わ
か
ら
な
い
 

  問
79

 
高

齢
者

に
対

す
る
虐

待
問

題
の
解

決
の

た
め
に

は
、

次
の
ど

れ
が

重
要
な

役
割

を
果
た

す
と

思
い

ま
す
か
。（

○
は
２
つ
ま
で
）
 

１
．
介
護
を
受
け
る
高
齢
者
自
身
の
不
安
や
不
満
を
取
り
除
く
 

２
．
介
護
を
受
け
て
い
る
人
が
介
護
者
に
感
想
や
気
持
ち
を
伝
え
る
 

３
．
家
族
の
介
護
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
な
支
援
体
制
づ
く
り
 

４
．
家
族
の
精
神
的
な
孤
立
を
防
ぐ
支
援
（
介
護
者
家
族
の
会
な
ど
）
 

５
．
身
近
な
地
域
で
の
相
談
窓
口
の
紹
介
と
充
実
 

６
．
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（
短
期
入
所
）
な
ど
の
緊
急
避
難
の
た
め
の
福
祉
施
設
を
確
保
す
る
 

７
．
虐
待
防
止
の
た
め
の
人
権
意
識
の
高
揚
を
図
る
（
啓
発
活
動
）
 

８
．
地
域
に
お
け
る
見
守
り
な
ど
、
近
隣
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
 

９
．
認
知
症
の
症
状
に
関
す
る
正
し
い
知
識
や
理
解
 

10
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

在
宅
認
定
者
調
査
 
調
査
票

 

 
2

4
 

問
80

 
市

民
の

権
利

を
守

る
た

め
の

以
下

の
仕

組
み

に
つ

い
て

知
っ

て
い

ま
す

か
。
（

①
～

④
の

そ
れ

ぞ

れ
に
つ
い
て
、
あ
て
は
ま
る
も
に
○
）
 

①
成
年
後
見
制
度
 

１
．
相
談
窓
口
な
ど
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
 

２
．
内
容
を
知
っ
て
い
る
 

３
．
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
内
容
は
よ
く
知
ら
な
い
 

４
．
知
ら
な
い
 

②
法
定
後
見
制
度
 

１
．
相
談
窓
口
な
ど
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
 

２
．
内
容
を
知
っ
て
い
る
 

３
．
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
内
容
は
よ
く
知
ら
な
い
 

４
．
知
ら
な
い
 

③
任
意
後
見
制
度
 

１
．
相
談
窓
口
な
ど
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
 

２
．
内
容
を
知
っ
て
い
る
 

３
．
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
内
容
は
よ
く
知
ら
な
い
 

４
．
知
ら
な
い
 

④
日
常
生
活
自
立
支
援
 

事
業
 

１
．
相
談
窓
口
な
ど
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
 

２
．
内
容
を
知
っ
て
い
る
 

３
．
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
内
容
は
よ
く
知
ら
な
い
 

４
．
知
ら
な
い
 

  問
81

 
市

民
の

権
利

を
守
る

た
め

の
成
年

後
見

制
度
な

ど
に

つ
い
て

相
談

で
き
る

窓
口

を
ご
存

知
で

す
か

。

（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
知
っ
て
い
る
 

２
．
知
ら
な
い
 

    ※
こ
こ
か
ら
は
、
す
べ
て
の
方
に
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
 

問
82

 
豊

中
市

の
介

護
保
険

制
度

や
高
齢

者
保

健
福
祉

施
策

に
つ
い

て
、

ご
意
見

が
あ

り
ま
し

た
ら

ご
自

由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。
 

      

以
上
で
質
問

は
終
わ
り

で
す
。
ご

協
力
あ
り

が
と
う
ご

ざ
い
ま
し

た
。
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施
設
入
所
者

調
査
 
調

査
票

 

 

介
護
保
険

及
び
健

康
福
祉

に
関
す

る
ア
ン

ケ
ー
ト

調
査
 

～
 第

８
期
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に
向
け
て
 ～

 

ご
協
力
の
お
願
い

 

平
素
は
、
本
市
の
保
健
福
祉
行
政
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
 

現
在

、
市

で
は

、
高

齢
者
の

方
々

が
住
み

な
れ

た
地
域

で
健

康
で
安

心
し

て
暮
ら

す
こ

と
の
で

き
る

長
寿

社
会

の
実

現
に

向
け
て

、
令

和
３
年

(
20
21

年
)
４

月
か

ら
実
施

の
「

第
８
期

高
齢

者
保
健

福
祉

計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
 

今
回

、
こ

の
計

画
に

皆
さ
ま

の
ご

意
見
を

反
映

す
る
た

め
に

、
今
後

の
介

護
サ
ー

ビ
ス

の
利
用

意
向

や
介
護
保
険
制
度
、
保
健
福
祉
施
策
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
以

下
の
個

人
情

報
の
取

り
扱

い
に
つ

い
て

ご
確
認

の
上

、
こ
の

調
査

の
趣
旨

を
ご

理
解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 
 

令
和
元
年
(2
0
1
9年

)
12
月
 
豊 豊

中中
市市
   

 

 

 

個個
人人
情情
報報
のの
取取
りり
扱扱
いい
にに
つつ
いい
てて

  
 

調調
査査

にに
ごご

回回
答答

いい
たた

だだ
いい

たた
場場

合合
はは

、、
調調

査査
票票

のの
回回

答答
内内

容容
とと

ああ
なな

たた
のの

医医
療療

保保
険険

情情
報報

（（
健健

診診
結結

果果
、、

医医
療療

レレ
セセ

ププ
トト

情情
報報

等等
））
、、

介介
護護

保保
険険

情情
報報

（（
年年

齢齢
、、

性性
別別

、、
要要

介介
護護

認認
定定

情情
報報

、、
所所

得得
情情

報報
、、

給給
付付

実実
績績

等等
））

とと
をを

照照
らら

しし
合合

わわ
せせ

てて
分分

析析
しし

まま
すす

のの
でで

、、
ここ

れれ
らら

のの
個個

人人
情情

報報
をを

以以
下下

のの
「「

調調
査査

のの

目目
的的

とと
使使

いい
方方

」」
にに

掲掲
げげ

るる
目目

的的
でで

利利
用用

すす
るる

ここ
とと

にに
ごご

同同
意意

いい
たた

だだ
けけ

るる
方方

のの
みみ

ごご
回回

答答
くく

だだ
ささ

いい
。。

な
お

、
お

名
前

を
調

査
票

に
記

入
い

た
だ

く
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
調

査
票

右
上

に
あ

ら
か

じ

め
印

字
し

て
い

る
調

査
票

番
号

で
回

答
者

を
特

定
い

た
し

ま
す

。
調

査
票

の
郵

送
、

回
答

内
容

の
分

析

作
業

等
は

、
豊

中
市

が
(株

)関
西

計
画

技
術

研
究

所
に

委
託

し
て

行
い

ま
す

が
、

氏
名

や
住

所
等

個
人

が
特

定
で

き
る

情
報

の
う

ち
、

委
託

先
に

提
供

さ
れ

る
の

は
郵

送
に

使
用

す
る

宛
名

シ
ー

ル
の

み
で

あ

り
、

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
豊

中
市

と
の

契
約

に
よ

り
保

護
さ

れ
て

い
ま

す
。

委
託

先
に

お
い

て
分

析

作
業

等
を

行
う

際
は

、
個

人
が

特
定

さ
れ

な
い

よ
う

匿
名

化
し

た
デ

ー
タ

を
使

用
し

ま
す

。
 

■■
  

調調
査査

のの
目目

的的
とと

使使
いい

方方
  

■■
  

●
豊
中
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
等
の
策
定
・
推
進
の
た
め
の
資
料
と
し
ま
す
。
 

●
い

か
な

る
場

合
に

お
い

て
も

個
人

を
特

定
す

る
よ

う
な

情
報

が
公

表
さ

れ
る

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

令令
和和

元元
年年

((
22
00
11
99
年年

))
１１

２２
月月

２２
５５

日日
((
水水

))
まま

でで
に

、
同

封
の

返
信

用
封

筒
で
、
無無
記記

名名
のの
まま

まま
、
ご
返
送
く
だ
さ
い
。
（
切
手
は
い
り
ま
せ
ん
）
 

問
合
せ
先
：

豊
中
市

 
福

祉
部

 長
寿
社
会
政

策
課
 

電
 
話
（
０
６
）
６
８
５
８
－
２
８
３
７
（
直
通
）
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
０
６
）
６
８
５
８
－
３
１
４
６
 

施
設
入
所
者

調
査
 
調

査
票

 

 
1

 
  

 

あ
な

た
（

宛
名

の
ご

本
人

）
は

、
表

紙
に

記
載

の
個

人
情

報
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

同
意

し
ま

す
か

。

（
〇
は
１
つ
）
 

こ
こ

で
調

査
終

了
で

す
。

調

査
票
の
返
送
は
不
要
で
す
。
 

「
１
．
同
意
す
る
」
場
合
は
引
き
続
き
以
下
の
設
問
に
お
答
え
く
だ
さ
い
。
 

両
方

に
〇

が
な

い
場

合
は
調

査
票

の
返
送

を
も

っ
て
同

意
と

み
な
さ

せ
て

い
た
だ

き
ま

す
。
こ

の
同

意
は

後
日
ご
連
絡
い
た
だ
い
て
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 

 
  問

１
 

こ
の
ア

ン
ケ

ー
ト
を

記
入

さ
れ
て

い
る

方
は
「

宛
名

の
ご
本

人
」

か
ら
見

て
、

ど
な
た

で
す

か
。

宛
名

の
ご

本
人

の
調

査
協
力

に
対

す
る
同

意
が

あ
る
も

の
の

、
ご
記

入
が

困
難
な

た
め

に
代

筆
さ

れ
る
場
合
は
、
ご
本
人
と
の
続
柄
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
宛
名
の
ご
本
人
 

２
．
配
偶
者
 

３
．
子
ど
も
 

４
．
親
 

５
．
兄
弟
姉
妹
 

６
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
２
 
現
在
の
暮
ら
し
の
状
況
を
経
済
的
に
み
て
ど
う
感
じ
て
い
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
苦
し
い
 

２
．
や
や
苦
し
い
 

３
．
苦
し
く
も
な
い
が
、
ゆ
と
り
も
な
い
 

４
．
や
や
ゆ
と
り
が
あ
る
 
５
．
ゆ
と
り
が
あ
る
 

 

 

１
．
同
意
す
る
 

２
．
同
意
し
な
い
 

ああ
なな
たた
（（
宛宛
名名
のの
ごご
本本
人人
））
のの
ここ
とと
にに
つつ
いい
てて

  

個個
人人
情情
報報
のの
取取
りり
扱扱
いい
にに
つつ
いい
てて

  

ご
記
入
に
際
し
て
の
お

願
い
 

◇
 調

査
の
対
象
者
 
 
 
令
和
元
年
(2
01
9年

)1
2月

2日
現
在
、
65
歳
以
上
の
方
で
、
要
介
護
認
定

を
受
け
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

な
ど
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方
か
ら
無
作
為
に
1,
60
0人

抽
出
い
た
し
ま
し

た
。
（
現
在
、
施
設
を
退
所
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
き
ま
し
て
は
回
答
不
要

で
す
。
）
 

◇
 記

入
上
の
注
意
 
 
 
・
こ
の
調
査
票
は
、
調
査
対
象
者
ご
本
人
（
宛
名
の
方
）
が
お
答
え
く
だ

さ
い
。
本
人
の
記
入
が
難
し
い
場
合
は
、
ご
家
族
な
ど
が
ご
本
人
の
意

思
を
確
認
の
上
で
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

・
ご
回
答
は
、
令令

和和
元元

年年
((
22
00
11
99
年年
))
11
22月月

22
日日

現現
在在
で
お
願
い
し
ま
す
。
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施
設
入
所
者

調
査
 
調

査
票

 

 
2

問
３

 
施

設
等

に
入

所
す
る

前
に

利
用
し

て
い

た
、
介

護
保

険
の
在

宅
サ

ー
ビ
ス

は
次

の
う
ち

ど
れ

で
す

か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）
 

２
．
訪
問
看
護
 

３
．
訪
問
入
浴
 

４
．
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 

５
．
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
 

６
．
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
デ
イ
ケ
ア
）
 

７
．
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
 

８
．
居
宅
療
養
管
理
指
導
 

９
．
福
祉
用
具
貸
与
 

10
．
福
祉
用
具
購
入
 

11
．
住
宅
改
修
 

12
．
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 

13
．
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 

1
4
．
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
 

15
.
 
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 

16
．
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
（
 
 
 
 
 
 ）

 

17
．
利
用
し
た
こ
と
は
な
い
 

 

 

 
  問
４
 
現
在
ど
こ
に
入
所
し
て
い
ま
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
 

（
常
時
介
護
が
必
要
で
居
宅
で
の
生
活
が
困
難
な
人
が
、
日
常
生
活
上
の
支
援
や
介
護
を
受
け
る
施
設
）
 

２
．
介
護
老
人
保
健
施
設
 

（
状
態
が
安
定
し
て
い
る
人
が
在
宅
復
帰
で
き
る
よ
う
に
、
医
学
的
な
管
理
の
も
と
で
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
中
心
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
施
設
）
 

３
．
介
護
療
養
型
医
療
施
設
 

（
急
性
期
の
治
療
を
終
え
、
長
期
の
療
養
を
必
要
と
す
る
人
の
た
め
の
医
療
施
設
）
 

４
．
介
護
医
療
院
 

（
長
期
の
療
養
を
必
要
と
す
る
人
が
、
介
護
や
医
療
、
日
常
生
活
上
の
支
援
を
受
け
る
施
設
）
 

５
．
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
 

（
認
知
症
の
高
齢
者
が
日
常
生
活
上
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
少
人
数
で
共
同
生
活
す
る
施
設
）
 

６
．
有
料
老
人
ホ
ー
ム
 

（
利
用
権
や
賃
貸
な
ど
の
形
態
で
入
居
し
、
食
事
の
提
供
な
ど
の
生
活
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
施
設
）
 

７
．
ケ
ア
ハ
ウ
ス
 

（
自
宅
で
の
生
活
に
不
安
が
あ
る
方
が
、
入
浴
・
食
事
な
ど
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
生
活
す
る
施
設
）
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
５
 
現
在
の
施
設
に
入
所
さ
れ
る
前
１
か
月
間
の
主
な
生
活
場
所
は
ど
こ
で
し
た
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
自
宅
 

２
．
病
院
 

３
．
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
 

４
．
介
護
老
人
保
健
施
設
 

５
．
介
護
療
養
型
医
療
施
設
 

６
．
介
護
医
療
院
 

７
．
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
 

８
．
有
料
老
人
ホ
ー
ム
・
ケ
ア
ハ
ウ
ス
な
ど
 

９
．
サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け
住
宅
な
ど
の
高
齢
者
住
宅
 

（
安
否
確
認
、
生
活
相
談
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
登
録
住
宅
）
 

10
．
公
的
な
高
齢
者
向
け
住
宅
（
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
な
ど
）
 

（
段
差
の
解
消
や
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
に
加
え
、
在
宅
生
活
を
支
援
す
る
生
活
援
助
員
を
配
置
し
た
公
営
住
宅
）
 

11
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

施施
設設
のの
入入
所所
状状
況況
にに
つつ
いい
てて

  

施
設
入
所
者

調
査
 
調

査
票

 

 
3

 問
６
 
現
在
の
施
設
に
入
所
し
て
か
ら
ど
の
く
ら
い
経
ち
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
１
か
月
未
満
 

２
．
１
か
月
以
上
３
か
月
未
満
 

３
．
３
か
月
以
上
６
か
月
未
満
 

４
．
６
か
月
以
上
１
年
未
満
 

５
．
１
年
以
上
２
年
未
満
 

６
．
２
年
以
上
３
年
未
満
 

７
．
３
年
以
上
５
年
未
満
 

８
．
５
年
以
上
 

  問
７

 
現

在
の

施
設

に
入
所

の
申

し
込
み

を
行

っ
て
か

ら
実

際
に
入

所
さ

れ
る
ま

で
に

、
ど
れ

く
ら

い
の

期
間
が
か
か
り
ま
し
た
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
１
か
月
未
満
 

２
．
１
か
月
以
上
３
か
月
未
満
 

３
．
３
か
月
以
上
６
か
月
未
満
 

４
．
６
か
月
以
上
１
年
未
満
 

５
．
１
年
以
上
１
年
６
か
月
未
満
 

６
．
１
年
６
か
月
以
上
２
年
未
満
 

７
．
２
年
以
上
 

８
．
わ
か
ら
な
い
 

 問
８
 
あ
な
た
が
施
設
へ
入
所
さ
れ
た
も
っ
と
も
大
き
な
理
由
は
何
で
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
家
族
等
の
介
護
負
担
を
減
ら
し
た
い
か
ら
 

２
．
施
設
の
ほ
う
が
安
心
だ
か
ら
 

３
．
介
護
し
て
く
れ
る
家
族
等
が
い
な
い
か
ら
 

４
．
手
厚
い
介
護
や
専
門
的
な
介
護
が
必
要
だ
か
ら
 

５
．
入
浴
し
に
く
い
な
ど
、
介
護
の
た
め
に
は
住
宅
の
構
造
に
問
題
が
あ
る
か
ら
 

６
．
在
宅
の
サ
ー
ビ
ス
で
は
経
済
的
負
担
が
大
き
い
か
ら
 

７
．
家
族
に
気
を
使
い
た
く
な
い
か
ら
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
９
 
現
在
入
所
さ
れ
て
い
る
お
部
屋
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
個
室
 

２
．
多
床
室
 

 問
10
 
入
所
す
る
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
現
在
の
お
部
屋
を
選
ば
れ
ま
し
た
か
。（

○
は

い
く

つ

で
も
）
  

１
．
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
考
え
て
個
室
を
選
ん
だ
 

２
．
で
き
れ
ば
個
室
が
良
か
っ
た
が
、
居
室
料
が
高
い
の
で
多
床
室
を
選
ん
だ
 

３
．
部
屋
の
形
態
は
問
わ
ず
、
居
室
料
の
安
さ
を
優
先
し
た
 

４
．
一
人
で
は
不
安
な
の
で
、
多
床
室
を
選
ん
だ
 

５
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
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  問
1
1 

施
設
等
の
情
報
を
ど
こ
か
ら
得
ま
し
た
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
テ
レ
ビ
・
新
聞
・
ラ
ジ
オ
 

２
．
市
役
所
 

３
．
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

４
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

５
．
民
生
・
児
童
委
員
な
ど
地
域
の
方
 

６
．
市
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
 

７
．
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
 

８
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 

９
．
病
院
や
診
療
所
、
薬
局
な
ど
 

10
．
友
人
・
知
人
 

11
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
1
2 

現
在
、
あ
な
た
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
親
族
や
友
人
と
の
面
会
 

２
．
施
設
職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
会
話
 

３
．

カ
ラ
オ
ケ
な
ど
の
施
設
内
で
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
 

４
．
読
書
や
音
楽
鑑
賞
な
ど
の
趣
味
活
動
 

５
．
食
事
 

６
．
外
出
 

７
．
入
浴
 

８
．
今
の
と
こ
ろ
楽
し
み
は
な
い
 

９
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
1
3 

現
在
の
施
設
等
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
満
足
 

２
．
や
や
満
足
 

 

３
．
や
や
不
満
 

４
．
不
満
 

５
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

  付
問
 
不
満
に
思
わ
れ
る
理
由
は
何
で
す
か
。
（
○
は
２
つ
ま
で
）
 

１
．
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
が
少
な
い
 

２
．
散
歩
な
ど
外
出
す
る
機
会
が
少
な
い
 

３
．
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
 

４
．
食
事
が
あ
わ
な
い
 

５
．
職
員
が
い
つ
も
忙
し
そ
う
で
、
話
を
聞
い
て
く
れ
な
い
 

６
．
職
員
の
口
調
が
き
つ
い
 

７
．
他
の
利
用
者
と
う
ま
く
い
か
な
い
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

  安
心

し
て

介
護

サ
ー

ビ
ス
を

利
用

し
て
い

た
だ

く
た
め

の
相

談
窓
口

と
し

て
、
市

役
所

、
地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
の
ほ
か
、
『
健
康
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整
委
員
会
』
が
あ
り
ま
す
。
 

問
1
4 

あ
な
た
は
、『

健
康
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整
委
員
会
』
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。（

〇
は
１
つ
）
 

１
．
知
っ
て
い
る
 

２
．
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
よ
く
知
ら
な
い
 

３
．
知
ら
な
い
 

 

施
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者
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問
15
 
こ
れ
ま
で
サ
ー
ビ
ス
に
不
満
が
あ
っ
た
場
合
、
ど
こ
に
相
談
し
て
い
ま
し
た
か
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
事
業
者
（
施
設
）
に
直
接
 

２
．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

３
．
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

４
．
市
役
所
 

５
．
大
阪
府
 

６
．
介
護
相
談
員
 

７
．
健
康
福
祉
サ
ー
ビ
ス
苦
情
調
整
委
員
会
 

８
．
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
  
 

９
．
友
人
・
知
人
 

1
0
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

11
．
ど
こ
に
も
相
談
し
て
い
な
い
 

12
．
特
に
不
満
は
な
い
 

 問
16
 
現
在
の
施
設
等
に
充
実
し
て
ほ
し
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
個
室
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
施
設
の
環
境
 

２
．
家
族
と
の
連
絡
 

３
．
地
域
住
民
の
方
と
の
交
流
 

４
．
職
員
の
体
制

（
介
護
職
員
の
増
員
）
 

５
．
季
節
の
行
事
や
趣
味
活
動
な
ど
の
充
実
 

６
．
外
出
支
援
 

７
．
相
談
体
制
の
充
実
 

８
．
食
事
の
内
容
 

９
．
職
員
の
介
護
技
術
・
応
対
 

10
．
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
 

11
．
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
体
制
 

12
．
医
療
面
の
充
実
 

13
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 問
17
 
現
在
は
施
設
に
入
所
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
後
は
ど
こ
で
生
活
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
。
 

（
○
は
い
く
つ
で
も
）
 

１
．
自
宅
 

２
．
自
宅
以
外
の
親
族
が
い
る
家
 

３
．
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
 

４
．
介
護
医
療
院
 

５
．
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
 

６
．
有
料
老
人
ホ
ー
ム
・
ケ
ア
ハ
ウ
ス
な
ど
 

７
．
サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け
住
宅
な
ど
の
高
齢
者
住
宅
 

８
．
公
的
な
高
齢
者
向
け
住
宅
（
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
な
ど
）
 

９
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

10
．
わ
か
ら
な
い
 

 問
18

 
将

来
、

病
気

が
治
る

見
込

み
が
な

く
死

期
が
迫

っ
て

い
る
（

６
か

月
あ
る

い
は

そ
れ
よ

り
短

い
期

間
）
と
告
げ
ら
れ
た
場
合
、
あ
な
た
は
ど
こ
で
療
養
生
活
を
望
み
ま
す
か
。
（
〇
は
１
つ
）
 

１
．
最
期
ま
で
自
宅
 

２
．
自
宅
で
療
養
し
て
、
最
期
は
病
院
 

３
．
病
院
で
療
養
し
て
、
最
期
は
自
宅
 

４
．
施
設
で
療
養
し
て
、
最
期
は
病
院
 

５
．
施
設
で
療
養
し
て
、
最
期
は
自
宅
 

６
．
最
期
ま
で
施
設
 

７
．
最
期
ま
で
病
院
 

８
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

９
．
わ
か
ら
な
い
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  問
1
9 

豊
中
市
に
支
払
っ
て
い
る
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
ど
う
感
じ
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
）
 

１
．
負
担
が
重
い
 

２
．
や
や
重
い
 

３
．
あ
ま
り
負
担
に
感
じ
な
い
 

４
．
負
担
は
感
じ
な
い
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

 

 問
20

 
介

護
保

険
制

度
に
お

け
る

今
後
の

サ
ー

ビ
ス
と

保
険

料
の
あ

り
方

に
つ
い

て
、

あ
な
た

の
考

え
に

最
も
近
い
も
の
は
ど
れ
で
す
か
。
（
○
は
１
つ
）
 

１
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
充
実
し
、
量
や
回
数
も
十
分
に
確
保
さ
れ
る
の
な
ら
、
保
険
料
は

も
っ
と
高
く
し
て
も
よ
い
 

２
．
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
や
回
数
は
現
状
の
程
度
と
し
、
保
険
料
は
利
用
者
の
増
加
に
応
じ
た
最

小
限
の
増
額
に
と
ど
め
る
の
が
よ
い
 

３
．
介
護
保
険
以
外
の
有
料
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
勧
め
る
な
ど
、
介
護
給
付
費
の
抑
制
を
図
り
、

保
険
料
は
現
状
程
度
に
と
ど
め
る
の
が
よ
い
 

４
．
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

 問
21

 
入

所
し

て
い

る
施
設

に
支

払
っ
て

い
る

介
護
保

険
サ

ー
ビ
ス

の
利

用
料
や

食
費

・
居
住

費
な

ど
は
、

１
か
月
あ
た
り
総
額
で
ど
の
く
ら
い
で
す
か
。（

○
は
１
つ
）
 

１
．
 2
0,
00
0円

未
満
 

２
．
 2
0
,0
0
0
円
以
上
 
3
0,
0
0
0円

未
満
 

３
．
 
30
,0
00
円
以
上
 5
0
,
00
0
円
未
満
 

４
．
 
50
,
0
00
円
以
上
 7
0
,
00
0
円
未
満
 

５
．
 
70
,0
00
円
以
上
10
0
,
00
0
円
未
満
 

６
．
1
00
,
0
00
円
以
上
13
0
,
00
0
円
未
満
 

７
．
1
30
,0
00
円
以
上
16
0
,
00
0
円
未
満
 

８
．
1
60
,
0
00
円
以
上
20
0
,
00
0
円
未
満
 

９
．
2
00
,0
00
円
以
上
 

10
.
 
わ
か
ら
な
い
 

  問
22

 
問

2
1で

お
答

え
い
た

だ
い

た
、
入

所
し

て
い
る

施
設

に
対
す

る
支

払
い
の

負
担

感
に

つ
い

て
ど

う

感
じ
て
い
ま
す
か
。（

○
は
１
つ
）
 

１
．
負
担
が
重
い
 

２
．
や
や
重
い
 

３
．
あ
ま
り
負
担
に
感
じ
な
い
 

４
．
負
担
は
感
じ
な
い
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

 

 

保保
険険
料料
・・
利利
用用
料料
にに
つつ
いい
てて
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問
23

 
豊

中
市

の
介

護
保
険

制
度

や
高
齢

者
保

健
福
祉

施
策

に
つ
い

て
、

ご
意
見

が
あ

り
ま
し

た
ら

ご
自

由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。
 

        

  

以
上
で
質
問

は
終
わ
り

で
す
。
ご

協
力
あ
り

が
と
う
ご

ざ
い
ま
し

た
。
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