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第
だい

３ 章
しょう

 高齢者
こうれいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

１．目
もく

  標
ひょう

 

 高齢者
こうれいしゃ

が毎日
まいにち

をいきいきと暮
く

らし、健康
けんこう

であると感
かん

じられるよう、高齢期
こ う れ い き

に

わたる健康
けんこう

づくりの施策
し さ く

を推進
すいしん

します。また、高齢者
こうれいしゃ

の人
ひと

としての尊厳
そんげん

を踏
ふ

ま

え、住
す

みなれた地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るための支援
し え ん

や、安心
あんしん

して暮
く

らせるた

めの地域
ち い き

の支
ささ

え合
あ

いの仕組
し く

みづくりを推進
すいしん

します。 

２．現状
げんじょう

と課題
か だ い

 

２１世紀
せ い き

を迎
むか

え、社会
しゃかい

の高齢
こうれい

化
か

は急速
きゅうそく

に進行
しんこう

しており、「寝
ね

たきり」、｢認知症
にんちしょう

｣、

｢低栄養
ていえいよう

｣の増加
ぞ う か

等
など

が大
おお

きな課題
か だ い

となっています。また、運動
うんどう

不足
ぶ そ く

が原因
げんいん

の一つ

とも 考
かんが

えられる生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

の増加
ぞ う か

が社会
しゃかい

問題
もんだい

となっています。 

高齢期
こ う れ い き

を迎
むか

えても、一人
ひ と り

ひとりが健康
けんこう

で、生涯
しょうがい

を通
つう

じ、いきいきと暮
く

らして

いくためには、病気
びょうき

や寝
ね

たきりなどにならないよう、日頃
ひ ご ろ

から健康
けんこう

に対
たい

する意識
い し き

を持
も

ち、生
せい

活
かつ

の質
しつ

を高
たか

めることが大切
たいせつ

です。健康
けんこう

づくりを進
すす

めるために、市民
し み ん

と

協働
きょうどう

し、保健
ほ け ん

･医療
いりょう

･福祉
ふ く し

･環境
かんきょう

･教育
きょういく

等
など

の各種
かくしゅ

関係
かんけい

機関
き か ん

と 協 力
きょうりょく

･連携
れんけい

をし、健康
けんこう

で元気
げ ん き

なまちづくりを推進
すいしん

していきます。 

 一方
いっぽう

、高齢者
こうれいしゃ

の現状
げんじょう

についてみると、2006年
ねん

（平成
へいせい

18年
ねん

）１月
がつ

現在
げんざい

、国立市
く に た ち し

の人
じん

口
こう

７３，６２６人
にん

に対
たい

し 65歳
さい

以上
いじょう

の高齢者
こうれいしゃ

は１２，３２６人
にん

で、高齢化率
こうれいかりつ

は

１６.７％となり、そのおよそ８割
わり

は、介護
か い ご

を必要
ひつよう

としない高齢者
こうれいしゃ

です。今後
こ ん ご

、

高齢化
こ う れ い か

はさらに進
すす

み、2015年
ねん

（平
へい

成
せい

27年
ねん

）には、65歳
さい

以上
いじょう

の高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

は１６，

１８７人、高齢化率
こうれいかりつ

は２１.６％になると推計
すいけい

されています。 

団塊
だんかい

の世代
せ だ い

が高齢期
こ う れ い き

を迎
むか

える 2015年
ねん

（平成
へいせい

27年
ねん

）を控
ひか

え、認知症
にんちしょう

や一人暮
ひ と り ぐ

ら

しの高齢
こうれい

者
しゃ

の増加
ぞ う か

が見込
み こ

まれます。誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた町
まち

でその人
ひと

らしい生活
せいかつ

を

送
おく

るために、地
ち

域
いき

で支
ささ

える仕組
し く

みが必要
ひつよう

とされています。 

このため、要介護
よ う か い ご

状態
じょうたい

にならないように、日常的
にちじょうてき

な健康
けんこう

管理
か ん り

や予防
よ ぼ う

対策
たいさく

、介護
か い ご

状
じょう

態
たい

になったときは適切
てきせつ

なサービスが提供
ていきょう

され、身体
しんたい

状 況
じょうきょう

の悪化
あ っ か

を 極 力
きょくりょく

防
ふせ

ぐシステムづくりへの対応
たいおう

が求
もと

められます。 

さらに、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

や生
い

きがいづくり、健康
けんこう

づくりや地域
ち い き

支援
し え ん

を推進
すいしん

するため
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に、老人
ろうじん

クラブ、ボランティア、ＮＰＯ、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

協
きょう

議会
ぎ か い

をはじめ地域
ち い き

団体
だんたい

な

どとの協働
きょうどう

も必要
ひつよう

と 考
かんが

えます。 

３．施策
し さ く

の方向
ほうこう

 

（1）高齢者
こうれいしゃ

の健康
けんこう

づくりを推進
すいしん

します。 

 健康
けんこう

づくりは、個人
こ じ ん

の健康
けんこう

観
かん

により一人
ひ と り

ひとりが主体的
しゅたいてき

に取
と

り組
く

む課題
か だ い

であ

り、生
せい

活
かつ

習慣
しゅうかん

の見直
み な お

しなど、自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

の健康
けんこう

状態
じょうたい

を知
し

ることから始
はじ

まります。 

 心身
しんしん

にしょうがいや健康上
けんこうじょう

の問題
もんだい

を抱
かか

えていても、健康
けんこう

で自立
じ り つ

していること

と同様
どうよう

に、自
みずか

らが「 私
わたし

は健康
けんこう

である」と感
かん

じられ、毎日
まいにち

をいきいきと暮
く

らすこ

とが大切
たいせつ

です。 

 地域
ち い き

の皆
みな

さんと行政
ぎょうせい

が一緒
いっしょ

になり、そのための環境
かんきょう

づくりに取
と

り組
く

んでいく

ことが必要
ひつよう

となります。 

①「元気
げ ん き

なくにたち健康
けんこう

づくり計画
けいかく

」の取
とり

組
くみ

 

 国立市
く に た ち し

では、2004年
ねん

（平成
へいせい

16年
ねん

）9月
がつ

に、子
こ

どもから高齢者
こうれいしゃ

まで、すべての市民
し み ん

に対
たい

する健康
けんこう

づくり計画
けいかく

「元気
げ ん き

なくにたち健康
けんこう

づくり計画
けいかく

」を策定
さくてい

しているの

で、この計画
けいかく

の中
なか

で示
しめ

されている今後
こ ん ご

の取
とり

組
くみ

との整合
せいごう

性
せい

を図
はか

る必要
ひつよう

があります。 

ア．運動
うんどう

関連
かんれん

 

高齢者
こうれいしゃ

の約
やく

４人
にん

に１人
ひ と り

、７５歳
さい

以上
いじょう

では約
やく

３人
にん

に１人
ひ と り

が、過去
か こ

１年間
ねんかん

に転
ころ

ん

だ経験
けいけん

があるので、転
ころ

ばない 体
からだ

づくりへの取
とり

組
くみ

が必
ひつ

要
よう

となります。 

・ 転倒
てんとう

予防
よ ぼ う

教室
きょうしつ

の充実
じゅうじつ

 

・ くにたちオリジナル体操
たいそう

の普及
ふきゅう

 

イ．栄養
えいよう

関連
かんれん

 

高齢者
こうれいしゃ

が良好
りょうこう

な健康
けんこう

状態
じょうたい

を維持
い じ

するため、低栄養
ていえいよう

とならないような食事
しょくじ

を

摂取
せっしゅ

することが必要
ひつよう

です。 

・ 低栄養
ていえいよう

予防
よ ぼ う

の取組
とりくみ

 

・ 各種
かくしゅ

料理
りょうり

教室
きょうしつ

等
など

の実施
じ っ し

 

ウ．休養
きゅうよう

・こころの健康
けんこう

関連
かんれん

 

2003年
ねん

末
まつ

（平成
へいせい

15年末
ねんまつ

）時点
じ て ん

で、要介護
よ う か い ご

１以上
いじょう

に認定
にんてい

されている人
ひと

の中
なか

で、

認知症
にんちしょう

等
など

の人
ひと

が１５％以上
いじょう

いることから、その予防
よ ぼ う

に努
つと

めることが必要
ひつよう

です。 
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・ ふれあい活動
かつどう

の場
ば

づくり 

・ 講演会
こうえんかい

等
など

の実施
じ っ し

 

エ．健康診査
けんこうしんさ

関連
かんれん

 

高齢期
こ う れ い き

においては、生活
せいかつ

習 慣 病
しゅうかんびょう

予防
よ ぼ う

に加
くわ

えて生活
せいかつ

機能
き の う

の低下
て い か

による、いわゆ

る老
ろう

年
ねん

症候群
しょうこうぐん

を予防
よ ぼ う

することが重要
じゅうよう

であり、その早期
そ う き

発見
はっけん

に努
つと

めることが必要
ひつよう

です。 

・ 成人
せいじん

基本健康診査
き ほ ん け ん こ う し ん さ

の充実
じゅうじつ

（高齢者
こうれいしゃ

生活
せいかつ

機能
き の う

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

） 

② 老人
ろうじん

保健法
ほ け ん ほ う

に基
もと

づく事業
じぎょう

（医療
いりょう

等
とう

以外
い が い

）の実施
じ っ し

 

 介護
か い ご

保険法
ほ け ん ほ う

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

により、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

が予防
よ ぼ う

重視型
じゅうしがた

システムへ転換
てんかん

さ

れることに 伴
ともな

い、老人
ろうじん

保健法
ほ け ん ほ う

に基
もと

づくヘルス事業
じぎょう

については見直
み な お

されました。 

 今後
こ ん ご

は、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

における地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

と調整
ちょうせい

を図
はか

り、実施
じ っ し

していきま

す。 

・ 健康
けんこう

教育
きょういく

 ・健康
けんこう

相談
そうだん

 ・機能
き の う

訓練
くんれん

 ・訪問
ほうもん

指導
し ど う

 ・健康
けんこう

手帳
てちょう

 ・健康診査
けんこうしんさ

 

（2）高齢者
こうれいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

します。 

 少子
しょうし

高齢
こうれい

社会
しゃかい

が進
すす

む中
なか

で、中高
ちゅうこう

年齢者
ねんれいしゃ

などの健康
けんこう

づくりへの関心
かんしん

が高
たか

まり、

体力
たいりょく

の向上
こうじょう

にもつながっており、男女
だんじょ

の平均
へいきん

寿命
じゅみょう

は今後
こ ん ご

もさらに延
の

びる傾向
けいこう

にあるといえます。また、数年後
す う ね ん ご

には、いわゆる「団塊
だんかい

の世代
せ だ い

」の人
ひと

たちが定年
ていねん

を迎
むか

え、大勢
おおぜい

の方々
かたがた

が地域
ち い き

社会
しゃかい

に戻
もど

ってくることが予想
よ そ う

されます。このような

状 況
じょうきょう

のもとで、高齢者
こうれいしゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

を通
とお

して、元気
げ ん き

で生
い

きがいのある生活
せいかつ

が送
おく

れ

るように、ハード面
めん

、ソフト面
めん

とも環境
かんきょう

を 整
ととの

えていく必要
ひつよう

があります。そのた

め、高齢者
こうれいしゃ

の知識
ち し き

、経験
けいけん

、技能
ぎ の う

、趣味
し ゅ み

等
など

の活用
かつよう

による社会
しゃかい

参加
さ ん か

のあり方
かた

や、老人
ろうじん

クラブ、サークル活動
かつどう

やボランティア活動
かつどう

への参加
さ ん か

のあり方
かた

などを検討
けんとう

し、事業
じぎょう

の推進
すいしん

を図
はか

ります。 

・ シルバー人材
じんざい

センターと就労
しゅうろう

 

・ ボランティア活動
かつどう

への参加
さ ん か

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

・ サークル活動
かつどう

の推進
すいしん

  

・ たまり場
ば

の継続
けいぞく
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・高齢者
こうれいしゃ

実態
じったい

調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

〔2007年度
ね ん ど

（平成
へいせい

19年度
ね ん ど

）個別
こ べ つ

事業
じぎょう

〕 

（3）介護
か い ご

予防
よ ぼ う

の 新
あたら

しい展開
てんかい

を図
はか

ります。 

 2006年
ねん

（平成 18年
ねん

）４月
がつ

から施行
し こ う

された介護
か い ご

保険法
ほ け ん ほ う

に基
もと

づき、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

は、

予防
よ ぼ う

重視型
じゅうしがた

システムへ転換
てんかん

されることになりました。これまでも、予防
よ ぼ う

という

概念
がいねん

がありましたが、今回
こんかい

の改正
かいせい

は、そのことをより明確
めいかく

にしたものです。 

 介護
か い ご

予防
よ ぼ う

に取
と

り組
く

む趣旨
し ゅ し

は、「高齢者
こうれいしゃ

がどのような状 態
じょうたい

であっても自分
じ ぶ ん

らし

く自立
じ り つ

して、住
す

みなれた地域
ち い き

で生活
せいかつ

を継続
けいぞく

できる」ことを行 政
ぎょうせい

が支援
し え ん

すること

と 考
かんが

えます。なお、支援
し え ん

に当
あ

たっては、予防
よ ぼ う

を押
お

し付
つ

けるのではなく、十分
じゅうぶん

な

説明
せつめい

に基
もと

づく被
ひ

保険
ほ け ん

者
しゃ

の理解
り か い

のもとに、自主性
じ し ゅ せ い

や選択性
せんたくせい

を尊重
そんちょう

することが必要
ひつよう

です。また、支援
し え ん

は、介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

を中心
ちゅうしん

に地域
ち い き

（ＮＰＯ・住民
じゅうみん

・自治会
じ ち か い

・関係
かんけい

機関
き か ん

等
など

）全体
ぜんたい

で、支
ささ

える仕組
し く

みが必要
ひつよう

です。 

① 介護
か い ご

予防
よ ぼ う

に取
と

り組
く

む体制
たいせい

 

ア 地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

 

 介護
か い ご

保険
ほ け ん

を支
ささ

える拠点
きょてん

（機能
き の う

）は、在宅
ざいたく

介護
か い ご

支援
し え ん

センターから地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

セ

ンターに移
うつ

りました。介護
か い ご

予防
よ ぼ う

のマネジメントの拠点
きょてん

となる地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

セン

ターは、保健師
ほ け ん し

・社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

・主任
しゅにん

ケアマネジャーの３職種
しょくしゅ

を配置
は い ち

し、 低
さいてい

で

も市内
し な い

に１か所
しょ

設置
せ っ ち

する必要
ひつよう

があります。地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

主体
しゅたい

は、

市
し

町村
ちょうそん

又
また

は地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

のうち包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

事業
じぎょう

の委託
い た く

を受
う

けたものであり、

委託
い た く

を受
う

けることができるのは、在宅
ざいたく

介護
か い ご

支援
し え ん

センターの設置者
せ っ ち し ゃ

その他
た

厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

で定
さだ

めるものとなっています。 

 従来
じゅうらい

、国立市
く に た ち し

には、市役
し や く

所内
しょない

に直営
ちょくえい

の基幹型
き か ん か た

在宅
ざいたく

介護
か い ご

支援
し え ん

センターが１か所
しょ

、

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

委託
い た く

の地域型
ち い き が た

在宅
ざいたく

介護
か い ご

支援
し え ん

センターが３か所
しょ

ありました。2006年
ねん

（平成
へいせい

18年
ねん

）４月
がつ

からは、市役
し や く

所内
しょない

に直営
ちょくえい

の地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターを１か所
しょ

設置
せ っ ち

するとともに、市民
し み ん

の方
かた

の利便
り べ ん

も考慮
こうりょ

し、地域型
ち い き が た

の支援
し え ん

センターは、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターの地域
ち い き

窓口
まどぐち

（３か所
しょ

）として再編
さいへん

いたしました。 

・地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

と充実
じゅうじつ
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イ 健康
けんこう

づくり部門
ぶ も ん

等
など

との連携
れんけい

 

 これまでは、介護
か い ご

保険
ほ け ん

主管
しゅかん

部門
ぶ も ん

が介護
か い ご

予防
よ ぼ う

、健康
けんこう

づくり主管
しゅかん

部門
ぶ も ん

が疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

に

それぞれ取
と

り組
く

んできたところですが、福祉
ふ く し

・保健
ほ け ん

部門
ぶ も ん

の連携
れんけい

ということから、

部分的
ぶ ぶ ん て き

には両部門
りょうぶもん

が協働
きょうどう

して事業
じぎょう

展開
てんかい

をしているものもあります。今後
こ ん ご

は、な

お一層
いっそう

地域
ち い き

包括
ほうかつ

支
し

援
えん

センターが 行
おこな

う介護
か い ご

予防
よ ぼ う

と健康
けんこう

づくりを担
にな

う保健
ほ け ん

センタ

ーの疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

を統
とう

合
ごう

していくことが必要
ひつよう

です。 

また、社会
しゃかい

体育
たいいく

事業
じぎょう

や社会
しゃかい

教育
きょういく

事業
じぎょう

といったものも、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

という観点
かんてん

か

らみれば、有益
ゆうえき

なもので、情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

など組織内
そ し き な い

における横
よこ

の連携
れんけい

も重要
じゅうよう

で

あると 考
かんが

えられます。 

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

と疾病
しっぺい

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

の統合化
と う ご う か

 

・社会
しゃかい

体育
たいいく

、社会
しゃかい

教育
きょういく

部門
ぶ も ん

等
など

との連携
れんけい

強化
きょうか

 

② 介護
か い ご

予防
よ ぼ う

対象者
たいしょうしゃ

の選定
せんてい

手法
しゅほう

 

 要介護
よ う か い ご

・要支援
よ う し え ん

になるおそれのある高齢者
こうれいしゃ

（生活
せいかつ

機能
き の う

の低下
て い か

の早期
そ う き

発見
はっけん

）の

発見
はっけん

手法
しゅほう

としては、①成人
せいじん

基本
き ほ ん

健
けん

診
しん

（高齢者
こうれいしゃ

生活
せいかつ

機能
き の う

評価
ひょうか

）、②関係
かんけい

機関
き か ん

（主治医
し ゅ じ い

・民生
みんせい

委員
い い ん

）からの連絡
れんらく

、③保健師
ほ け ん し

等
とう

の訪問
ほうもん

活動
かつどう

、④要介護
よ う か い ご

認定
にんてい

が非該当
ひ が い と う

であった場合
ば あ い

の連絡
れんらく

、⑤本人
ほんにん

あるいは家族
か ぞ く

が直接
ちょくせつ

訪問
ほうもん

することが 考
かんが

えられます。 

 国立市
く に た ち し

は、成人
せいじん

基本
き ほ ん

健
けん

診
しん

の受診率
じゅしんりつ

が 80％以上
いじょう

と高
たか

いことから、成人
せいじん

基本
き ほ ん

健
けん

診
しん

と

合
あ

わせて 行
おこな

う生活
せいかつ

機能
き の う

健
けん

診
しん

が主要
しゅよう

な手法
しゅほう

となってきます。 

・成人
せいじん

基本
き ほ ん

健
けん

診
しん

時
じ

における生活
せいかつ

機能
き の う

健
けん

診
しん

の実施
じ っ し

  

③ 介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

 介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

対象者
たいしょうしゃ

に選定
せんてい

された方
かた

には、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターの保健師
ほ け ん し

が

介護
か い ご

予防
よ ぼ う

のマネジメントを実施
じ っ し

し、市
し

は、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターが作成
さくせい

したケ

アプランに基
もと

づき、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

を提供
ていきょう

します。なお、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

について

は、直 営
ちょくえい

で実施
じ っ し

する部分
ぶ ぶ ん

もありますが、その専門性
せんもんせい

を踏
ふ

まえた場合
ば あ い

、適切
てきせつ

な民間
みんかん

資源
し げ ん

の活用
かつよう

も必要
ひつよう

であると 考
かんが

えます。特
とく

に、市内
し な い

には東京
とうきょう

女子
じ ょ し

体育
たいいく

大学
だいがく

がある

ことから、介護
か い ご

予
よ

防
ぼう

や健康
けんこう

づくりについて連携
れんけい

を図
はか

っていきます。 

 地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

のうち、現在
げんざい

想定
そうてい

される介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

は、大
おお

きく分
わ

けて特定
とくてい
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高齢者
こうれいしゃ

施
し

策
さく

（ハイリスクアプローチ）と一般
いっぱん

高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

（ポピュレーションア

プローチ）に分
ぶん

類
るい

されます。 

 特定
とくてい

高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

は、「通所型
つうしょがた

介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

」と「訪問型
ほうもんがた

介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事
じ

業
ぎょう

」に分類
ぶんるい

されますが、通所型
つうしょがた

の事業
じぎょう

が主体
しゅたい

となり、訪問型
ほうもんがた

は閉
と

じこもり高齢
こうれい

者
しゃ

など通所
つうしょ

が

困難
こんなん

な方
かた

等
など

を対象
たいしょう

に限定的
げんていてき

に実施
じ っ し

することとなります。特定
とくてい

高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

として、

具体的
ぐ た い て き

に予定
よ て い

されているのは、運動器
う ん ど う き

の機能
き の う

向上
こうじょう

、栄養
えいよう

改
かい

善
ぜん

、口腔
こうくう

機能
き の う

向上
こうじょう

、

閉
と

じこもり予防
よ ぼ う

・支援
し え ん

、認知症
にんちしょう

予防
よ ぼ う

・支援
し え ん

、うつ予防
よ ぼ う

・支援
し え ん

、その他
た

事業
じぎょう

とな

ります。 

 一般
いっぱん

高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

は、「その他
た

介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

」として実施
じ っ し

し、特定
とくてい

高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

と

相互
そ う ご

に連携
れんけい

して実施
じ っ し

するもので、前記
ぜ ん き

事業
じぎょう

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

となります。 

 国立市
く に た ち し

としても、既存
き そ ん

の介護
か い ご

予防
よ ぼ う

地域
ち い き

支
ささ

え合
あ

い事業
じぎょう

や在宅
ざいたく

介護
か い ご

支援
し え ん

センター

運営
うんえい

事
じ

業
ぎょう

、老人
ろうじん

保健
ほ け ん

事業
じぎょう

を介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

として再編
さいへん

し実施
じ っ し

していきます。例
たと

え

ば、自立
じ り つ

支援
し え ん

ホームヘルプサービス・デイサービス、食事
しょくじ

サービス、デイホー

ムなどは、より介護
か い ご

予防
よ ぼ う

に資
し

するという視点
し て ん

から再編
さいへん

をしていきます。 

 介護
か い ご

予防
よ ぼ う

の対象者
たいしょうしゃ

は、高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

に対
たい

して、2006年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

）は３％、

2007年度
ね ん ど

（平成
へいせい

19年度
ね ん ど

）は４％、2008年度
ね ん ど

（平成
へいせい

20年度
ね ん ど

）は５％とし、また、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

の効果
こ う か

（状態
じょうたい

が維持
い じ

または改善
かいぜん

する者
もの

）は、地域
ち い き

支援
し え ん

事
じ

業
ぎょう

の対象者
たいしょうしゃ

に対
たい

し

て、2006年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

）から 2008年度
ね ん ど

（平成
へいせい

20年度
ね ん ど

）までにおいては、６％

から１０％程度
て い ど

とすることが適当
てきとう

と 考
かんが

えられます。 

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

事業
じぎょう

として、運動器
う ん ど う き

の機能
き の う

向上
こうじょう

、栄養
えいよう

改善
かいぜん

、口腔
こうくう

機能
き の う

向上
こうじょう

、閉
と

じこ

もり予
よ

防
ぼう

・支援
し え ん

、認知症
にんちしょう

予防
よ ぼ う

・支援
し え ん

、うつ予防
よ ぼ う

・支援
し え ん

、その他
た

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

。 

・自立
じ り つ

支援
し え ん

ホームヘルプサービス、自立
じ り つ

支援
し え ん

デイサービス、食事
しょくじ

サービス、デ

イホームを介護
か い ご

予防
よ ぼ う

に資
し

するという視点
し て ん

から再編
さいへん

。 
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４．地域
ち い き

支援
し え ん

の体系的
たいけいてき

な推進
すいしん

 

 地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

は、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターの体制
たいせい

を整備
せ い び

し、同
どう

センターを中心
ちゅうしん

に包括
ほうかつ

的
てき

・継続的
けいぞくてき

マネジメントを 行
おこな

っていくこととなります。なお、従来
じゅうらい

の

地域型
ち い き が た

在宅
ざいたく

介護
か い ご

支援
し え ん

センターは、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターの地域
ち い き

窓口
まどぐち

として、引
ひ

き

続
つづ

き総合
そうごう

相談
そうだん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

及
およ

び地域
ち い き

づくりを 行
おこな

っていきます。 

（1）包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

 地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターを中心
ちゅうしん

に、包括的
ほうかつてき

支援
し え ん

事業
じぎょう

（介護
か い ご

予防
よ ぼ う

マネジメント、

総合
そうごう

相
そう

談
だん

支援
し え ん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

、地域
ち い き

ケア支援
し え ん

）を 行
おこな

います。なお、総合
そうごう

相談
そうだん

支援
し え ん

や権利
け ん り

擁
よう

護
ご

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

については、利用者
り よ う し ゃ

の利便
り べ ん

といった観点
かんてん

から

拠点
きょてん

（窓口
まどぐち

）整備
せ い び

を 行
おこな

うことが求
もと

められます。 

・介護
か い ご

予防
よ ぼ う

マネジメント、総合
そうごう

相談
そうだん

支援
し え ん

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

、地域
ち い き

ケア支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

・利用者
り よ う し ゃ

の利便
り べ ん

を図
はか

る拠点
きょてん

整備
せ い び

 

（2）保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

 地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターを中心
ちゅうしん

に、介護
か い ご

給付費
き ゅ う ふ ひ

適正化
て き せ い か

、家族
か ぞ く

介護
か い ご

支援
し え ん

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

を 行
おこな

います。 

・介護
か い ご

給付費
き ゅ う ふ ひ

適正化
て き せ い か

、家族
か ぞ く

介護
か い ご

支援
し え ん

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
し え ん

の実施
じ っ し

 

（3）高齢者
こうれいしゃ

の見守
み ま も

りネットワークづくり 

地域
ち い き

の認知症
にんちしょう

の方
かた

や一人暮
ひ と り ぐ

らし高齢者
こうれいしゃ

を孤立
こ り つ

させることなく、近隣
きんりん

住民
じゅうみん

や

幅広
はばひろ

い市民
し み ん

の参加
さ ん か

と 協 力
きょうりょく

により、高齢者
こうれいしゃ

の見守
み ま も

りネットワークづくりを推進
すいしん

し

ていきます。 

５．高齢者
こうれいしゃ

ワーキンググループからの提言
ていげん

 

  高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に関
かん

するワーキンググループからの提言
ていげん

事項
じ こ う

は、次
つぎ

のとお

りで、今後
こ ん ご

各施策
か く し さ く

の中
なか

で実現
じつげん

を図
はか

っていきます。 

     Ⅰ 高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

のＰＲの徹底
てってい

を高齢者
こうれいしゃ

の目線
め せ ん

に立
た

って推進
すいしん

する。 

   Ⅱ 高齢者
こうれいしゃ

への見守
み ま も

りネットワークづくり。 

   Ⅲ 市民
し み ん

から遺贈
い ぞ う

された財産
ざいさん

の活用
かつよう

。 
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６．施策
し さ く

一覧
いちらん

 

 今後
こ ん ご

の高齢者
こうれいしゃ

の増加
ぞ う か

や認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

への対応
たいおう

を踏
ふ

まえた場合
ば あ い

、まず介護
か い ご

予防
よ ぼ う

に重点
じゅうてん

を置
お

くことが求
もと

められます。その際
さい

には、現行
げんこう

事業
じぎょう

の再編
さいへん

も視野
し や

に入
い

れ、

原則
げんそく

としては事業
じぎょう

のあり方
かた

も含
ふく

め、本人
ほんにん

負担
ふ た ん

導入
どうにゅう

、見直
み な お

しの検討
けんとう

を 行
おこな

うことが

必要
ひつよう

と 考
かんが

えます。たとえば、既存
き そ ん

事業
じぎょう

で本人
ほんにん

負担
ふ た ん

を求
もと

めていない場合
ば あ い

、その事業
じぎょう

の性格
せいかく

や目的
もくてき

、また、本人
ほんにん

負担
ふ た ん

を求
もと

めている場合
ば あ い

でも、他市
た し

や他
た

制度
せ い ど

との均衡
きんこう

と

いった面
めん

に照
て

らし、検
けん

討
とう

することが必要
ひつよう

です。 

 なお、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

地域
ち い き

支
ささ

え合
あ

い事業
じぎょう

、在宅
ざいたく

介護
か い ご

支援
し え ん

センター運営
うんえい

事業
じぎょう

、老人
ろうじん

保健
ほ け ん

ヘルス事業
じぎょう

の一部
い ち ぶ

は、地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

に再編
さいへん

しました。 

① 新規
し ん き

事業
じぎょう

 

事業名
じぎょうめい

１：対話
た い わ

、閉
と

じこもり対策
たいさく

としての声
こえ

かけと安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

 

 事業
じぎょう

目標
もくひょう

：高齢者
こうれいしゃ

の安否
あ ん ぴ

が確認
かくにん

でき、生
い

きがいを持
も

って日常
にちじょう

生活
せいかつ

が送
おく

れる

よう支援
し え ん

します。 

 事業
じぎょう

内容
ないよう

 ：個人
こ じ ん

のプライバシーに配慮
はいりょ

する中
なか

で、高齢者宅
こうれいしゃたく

を訪問
ほうもん

し、声
こえ

か

け、安否
あ ん ぴ

の確認
かくにん

等
とう

を 行
おこな

います。 

事業名
じぎょうめい

２：高齢者
こうれいしゃ

の防災
ぼうさい

対策
たいさく

 

 事業
じぎょう

目標
もくひょう

：災害
さいがい

に備
そな

えるとともに、災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

対策
たいさく

を実施
じ っ し

します。 

 事業
じぎょう

内容
ないよう

：ワーキンググループを設置
せ っ ち

し、当事者
と う じ し ゃ

の視点
し て ん

でとらえた災害
さいがい

時
じ

対策
たいさく

について検討
けんとう

します。 

② 充実
じゅうじつ

する事業
じぎょう

 

事業名
じぎょうめい

３・食事
しょくじ

サービス 

 事業
じぎょう

目標
もくひょう

：高齢者
こうれいしゃ

の健康
けんこう

を保
ほ

持
じ

し、安否
あ ん ぴ

を確認
かくにん

するとともに地域
ち い き

社会
しゃかい

での

孤立
こ り つ

を防
ふせ

ぎ、高齢者
こうれいしゃ

の福祉
ふ く し

向上
こうじょう

を図
はか

ります。 

  事業
じぎょう

内容
ないよう

：特定高齢者として低栄養と判定
はんてい

された者
もの

及
およ

び地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センタ

ーが食事
しょくじ

サービスによる支援
し え ん

が必要
ひつよう

と判定
はんてい

された者
もの

に対
たい

して 週
しゅう

２回
かい

から５回
かい

の食事
しょくじ

を提
てい

供
きょう

します。 

事業名
じぎょうめい

４：訪問
ほうもん

介護員
か い ご い ん

（ホームヘルパー）研修
けんしゅう

事業
じぎょう

（フォローアップ） 

 事業
じぎょう

目標
もくひょう

：介護
か い ご

保険
ほ け ん

に従事
じゅうじ

する者
もの

の質的
しつてき

向上
こうじょう

を目指
め ざ

します。 
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  事業
じぎょう

内容
ないよう

 ：市
し

が主催
しゅさい

する研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

します。 

事業名
じぎょうめい

５：おむつ支給
しきゅう

事業
じぎょう

 

 事業
じぎょう

目標
もくひょう

：身体上
しんたいじょう

又
また

は精神上
せいしんじょう

のしょうがいによる寝
ね

たきり高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

して

おむつの貸与
た い よ

等
とう

をすることにより、当該
とうがい

寝
ね

たきり高齢者
こうれいしゃ

及
およ

びその

介護者
か い ご し ゃ

の経済的
けいざいてき

、身体的
しんたいてき

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

し、在宅
ざいたく

高齢者
こうれいしゃ

の福祉
ふ く し

増進
ぞうしん

を

図
はか

ります。 

  事業
じぎょう

内容
ないよう

：選択
せんたく

できるおむつの種類
しゅるい

を利用者
り よ う し ゃ

や家族
か ぞ く

の声
こえ

を聴
き

く中
なか

で、増
ふ

やし

ていきます。 

事業名
じぎょうめい

６：老人
ろうじん

入浴券
にゅうよくけん

の支給
しきゅう

 

 事業
じぎょう

目標
もくひょう

：高齢者
こうれいしゃ

の健康
けんこう

保持
ほ じ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

を助長
じょちょう

することによつて、高齢者
こうれいしゃ

の福祉
ふ く し

増進
ぞうしん

を図
はか

ります。 

  事業
じぎょう

内容
ないよう

 ：７０歳
さい

以上
いじょう

の一人暮
ひ と り ぐ

らし世帯
せ た い

に年
ねん

４８枚
まい

の入浴券
にゅうよくけん

を支給
しきゅう

します。

また、高齢
こうれい

者
しゃ

のみの世帯
せ た い

で、自宅
じ た く

に風呂
ふ ろ

の無
な

い方
かた

にも一人
ひ と り

につき、

年
ねん

４８枚
まい

の入浴券
にゅうよくけん

を支給
しきゅう

します。 

③ 継続
けいぞく

する事業
じぎょう

 

・成人基本健康診査                 ・高齢者生活機能健康診査 

・地域ケア会議                    ・徘徊高齢者位置情報システム 

・緊急通報システム                   ・借上住宅  

・家賃助成                     ・住み替え家賃助成 

・家族介護慰労金                  ・寝具乾燥消毒 

・高齢者実態調査                     ・たまり場の継続 

・敬老大会                            ・百歳記念品 

・老人レジャー農園                    ・老人
ろうじん

クラブ補助
ほ じ ょ

金
きん

  

・老人クラブ連合会補助金             ・保養施設利用助成 

・ シルバー学習講座利用助成            ・くにたちオリジナル体操の普及 

・老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成       ・介護保険低所得者特別対策（訪問・通所） 
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④ 内容
ないよう

を見直
み な お

した上
うえ

で継続
けいぞく

する事業
じぎょう

 

・総合相談、支援（在宅介護支援センター） ・健康手帳 

・健康教育                               ・健康相談 

・訪問指導                               ・転倒骨折予防教室 

・低栄養予防教室                         ・機能訓練 

・地域型訪問歯科健康診査                 ・自立支援デイサービス 

・自立支援ホームヘルプサービス           ・自立支援ショートステイ 

・自立支援日常生活用具                   ・自立支援住宅改修   

・ ケアマネジャー研修                    ・ケアプラン評価指導チーム 

・専門チーム派遣・家族介護者教室         ・介護給付費通知 

・デイホーム 

⑤ 当面
とうめん

継続
けいぞく

するが検討
けんとう

を要
よう

する事業
じぎょう

 

 ・老人入院見舞金   ・長寿祝金   ・ふれあい牛乳 

 

７．介護
かいご

保険
ほけん

の着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

 

 2006年度
ね ん ど

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

）からの新
あら

たな介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

に対応
たいおう

すべく、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター、地域
ち い き

支援
し え ん

事業
じぎょう

、新予防
し ん よ ぼ う

給付
きゅうふ

、地域
ち い き

密着型
みっちゃくがた

サービスの体制
たいせい

を 整
ととの

え

ていくことが必要
ひつよう

です。特
とく

に、今後
こ ん ご

増加
ぞ う か

する認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

するケアを充実
じゅうじつ

すると共
とも

に引
ひ

き続
つづ

き在宅
ざいたく

ケアを推進
すいしん

していくことが求
もと

められています。 

（1）認知症
にんちしょう

対策
たいさく

の充実
じゅうじつ

 

 高齢者
こうれいしゃ

介護
か い ご

研究
けんきゅう

会
かい

報告書
ほうこくしょ

「2015年
ねん

の高齢者
こうれいしゃ

介護
か い ご

」によれば、認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

は

2015年
ねん

（平成
へいせい

27年
ねん

）には高
こう

齢者
れいしゃ

人口
じんこう

の約
やく

８％に当
あ

たる２５０万人
まんにん

に増加
ぞ う か

すると

推計
すいけい

されています。認知症
にんちしょう

高齢
こうれい

者
しゃ

に対
たい

するケアの充実
じゅうじつ

が求
もと

められています。

認知症
にんちしょう

は、特別
とくべつ

な病気
びょうき

ではないこと、早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

が求
もと

められること、特
とく

に脳
のう

血管性
けっかんせい

の場合
ば あ い

は、脳内
のうない

の血液
けつえき

循環
じゅんかん

をうながす治療
ちりょう

により 症 状
しょうじょう

が改善
かいぜん

する

場合
ば あ い

があることの周知
しゅうち

をしていきます。また、地域
ち い き

での孤立
こ り つ

を防止
ぼ う し

する観点
かんてん

か

らの見守
み ま も

り機能
き の う

やネットワーク形成
けいせい

、権利
け ん り

擁護
よ う ご

、さらに虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の面
めん

から

認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

を支
ささ

える家族
か ぞ く

の支援
し え ん

への取組
とりくみ

が必要
ひつよう

です。 
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・認知症
にんちしょう

に関
かん

するＰＲ（早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

に資
し

する） 

・地域
ち い き

における見守
み ま も

り機能
き の う

、ネットワークづくり 

・権利
け ん り

擁護
よ う ご

、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

・家族
か ぞ く

支援
し え ん

 

 (2) 新予防
し ん よ ぼ う

給付
きゅうふ

への対応
たいおう

 

 新予防
し ん よ ぼ う

給付
きゅうふ

は、2006年
ねん

（平成
へいせい

18年
ねん

）４月
がつ

から施行
し こ う

されています。サービスの種類
しゅるい

としては、介護
か い ご

予防
よ ぼ う

訪問
ほうもん

介護
か い ご

・介護
か い ご

予防通所
よぼうつうしょ

介護
か い ご

等
など

１５のサービスが加
くわ

わりま

した。新予防
し ん よ ぼ う

給付
きゅうふ

の対象者
たいしょうしゃ

は、心身
しんしん

の状態
じょうたい

が維持
い じ

又
また

は改善
かいぜん

できる可能性
か の う せ い

の高
たか

い

者
もの

で介護
か い ご

認定
にんてい

審査会
し ん さ か い

で判定
はんてい

された者です。これらの対象者
たいしょうしゃ

には、通所
つうしょ

介護
か い ご

(デイ

サービス)・通所
つうしょ

リハビリテーション事業所
じぎょうしょ

を軸
じく

として、新予防
し ん よ ぼ う

給付
きゅうふ

に 伴
ともな

う新
あら

た

なプログラムの展開
てんかい

が予定
よ て い

されているところです。 

この場合
ば あ い

の介護
か い ご

予防
よ ぼ う

プランの作成
さくせい

は、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターの保健師
ほ け ん し

が担
にな

う

ことになりますが、これまでのケアプランとの整合性
せいごうせい

、要介護
よ う か い ご

認定後
に ん て い ご

のケアプ

ランとの継続性
けいぞくせい

等
など

を考慮
こうりょ

し、業務
ぎょうむ

の一部
い ち ぶ

を適切
てきせつ

な居宅
きょたく

介護
か い ご

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

に委託
い た く

し

つつ、 終的
さいしゅうてき

には、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターが責任
せきにん

を持
も

ち、ケアプランを作成
さくせい

し

ます。 

(3) 地域
ち い き

密着型
みっちゃくがた

サービスへの対応
たいおう

 

 地域
ち い き

密着型
みっちゃくがた

サービスは、認知症
にんちしょう

高齢者
こうれいしゃ

への対応
たいおう

を主眼
しゅがん

に、市
し

の指定
し て い

、指導
し ど う

、監督
かんとく

のもとに導入
どうにゅう

されます。認知症
にんちしょう

対応型
たいおうがた

共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
か い ご

等
など

その定員
ていいん

総数
そうすう

は、次期
じ き

介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

に定
さだ

める必要
ひつよう

があります。 

また、認知症
にんちしょう

対応
たいおう

型
がた

通所
つうしょ

介護
か い ご

、小規模
し ょ う き ぼ

多機能型
た き の う が た

居宅
きょたく

介護
か い ご

(「通所
つうしょ

」が基本
き ほ ん

で、

必要
ひつよう

に応
おう

じて「訪問
ほうもん

」、「泊
と

まり」などを組
く

み合
あ

わせて提供
ていきょう

するサービス)、夜間
や か ん

対応型
たいおうがた

訪問
ほうもん

介護
か い ご

(定時的
て い じ て き

な巡回
じゅんかい

訪問
ほうもん

に加
くわ

え、コール端末
たんまつ

による呼出
よ び だ

しにも対応
たいおう

す

るサービス)にも適切
てきせつ

に対応
たいおう

する必要
ひつよう

があります。 

(4) (仮称
かしょう

)地域
ち い き

包括
ほうかつ

ケア会議
か い ぎ

の活性化
か っ せ い か

 

 今後
こ ん ご

の高齢者
こうれいしゃ

の介護
か い ご

・支援
し え ん

に当
あ

たっては、地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センターを軸
じく

としな

がら、保健
ほ け ん

センター、居宅
きょたく

介護
か い ご

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、居宅
きょたく

サービス事業所
じぎょうしょ

、介護
か い ご

保険
ほ け ん

施設
し せ つ

、

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

、医療
いりょう

機関
き か ん

、その他
た

と連携
れんけい

を図
はか

るともに、ネットワーク機能
き の う

の

強化
きょうか

に努
つと

めます。 

（5）介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

の着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

 

今
こん

後
ご

の高齢者
こうれいしゃ

介護
か い ご

・支援
し え ん

は、保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

と介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

が一体
いったい

となって取
と

り

組
く

む必要
ひつよう

があります。このため、本計画
ほんけいかく

及
およ

び介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

の着実
ちゃくじつ

な推進
すいしん

が
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求
もと

められます。 

(6) 今
こん

後
ご

３か年
ねん

のサービス 量
りょう

の推計
すいけい

 

 老人
ろうじん

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

のサービス 量
りょう

の目標
もくひょう

は、介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

計画
けいかく

に定
さだ

める必要
ひつよう

見込
み こ み

量
りょう

をもって定
さだ

めます。なお、その数値
す う ち

は別表
べっぴょう

のとおりです。 
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ホームヘルプ 141,147 回 145,892 回

介護 122,985 回 111,136 回

介護予防 18,162 回 34,756 回

訪問入浴 3,476 回 3,769 回

介護 3,423 回 3,664 回

介護予防 53 回 105 回

訪問看護 8,413 回 9,102 回

介護 7,934 回 8,155 回

介護予防 479 回 947 回

訪問リハビリ 391 回 420 回

介護 388 回 418 回

介護予防 3 回 2 回

デイサービス 27,439 回 30,090 回

介護 24,805 回 21,996 回

介護予防 2,634 回 8,094 回

認知症専用デイ 0 回 2,224 回

介護 0 回 1,593 回

介護予防 0 回 631 回

小規模多機能 0 回 12,402 回

介護 0 回 10,783 回

介護予防 0 回 1,619 回

デイケア 20,356 回 22,211 回

介護 19,052 回 17,450 回

介護予防 1,304 回 4,761 回

ショートステイサービス 10,910 日 7,401 日

介護 6,927 日 7,270 日

介護予防 134 日 131 日

福祉用具貸与 6,537 人 6,984 人

介護 5,752 人 5,431 人

介護予防 785 人 1,553 人

居宅療養管理指導 2,431 人 2,640 人

介護 2,258 人 2,298 人

介護予防 173 人 342 人

居宅介護支援 12,604 人 13,468 人

介護 9,576 人 9,417 人

介護予防 3,028 人 4,051 人

老人福祉施設 2,832 人 2,832 人

老人保健施設 1,272 人 1,356 人

介護療養型施設 528 人 636 人

サービスの種類 2005年度 2008年度

別表　老人福祉事業量の目標

(介護とは、要介護１以上の者に提供、介護予防とは、要支援１・要支援２の者に提供するもの）
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８．施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

     方 向           個 別 施 策 

○高齢者の健康づく

りの推進 

○元気なくにたち健

康づくり計画の取

組 

○老人保健法に基づ

く事業の実施 

○高齢者の社会参加

の推進 

○介護予防の新しい

展開 

○地域包括支援セン

ターの設置 

○健康づくり部門等

との連携 

○介護予防事業の実

施 

○包括的支援事業の

実施 

○保健福祉事業の実

施 

○高齢者の見守りネ

ットワークづくり 

○対話・閉じこもり対策

と安否確認 

 

○高齢者の防災対策 

 

○食事サービス 

 

○訪問介護員（ホームヘ

ルパー）研修事業 

 

○ おむつ支給事業 

 

○老人入浴券の支給 

 

○その他各種事業 
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９．個別施策 

① 新規事業 

事業名１：対話、閉じこもり対策としての声かけと安否確認  

現状と課題 

本格的な高齢社会を迎え、高齢者のみの世帯や単身世帯が増

加しており、国立市においても 2005 年（平成 17 年）1 月現在で

約 2,200 人が単身世帯である。自立している者も多いと考えら

れるが、近隣との交流が少なく閉じこもりがちになり、生活が

不活発になっている者も多い。 

目  的 
高齢者の安否が確認でき、生きがいを持って日常生活が送れ

るよう支援する。 

対  象 単身者又は高齢者のみの世帯 

サービスの  
内   容 

個人のプライバシーに配慮する中で、高齢者宅を訪問し、声

かけ、安否の確認等を行う。 

２００５

年度 
２００６

年度 

実施方法の検討 
計画の具体化 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 

２０１０

年度 
継 続 

実施方法 

地域包括支援センターを中心に、民生委員などと協議し、具

体的な実施方法を検討する。 
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事業名２：高齢者の防災対策  

現状と課題 

阪神淡路大震災、新潟中越地震、福岡県西方沖地震などの大

地震発生時やその他災害時に高齢者は災害弱者となる。災害時

に対する高齢者の防災対策は、十分とはいえない状況にある。 

目  的 災害に備えるとともに、災害時の支援対策を実施する。 

対  象 高齢者 

サービスの  
内   容 

ワーキンググループを設置し、当事者の視点でとらえた災害

時対策について検討する。 

２００５

年度 

２００６

年度 

しょうがいしゃ・高齢者を中心にしたワーキンググループの設

置。 
実現可能なものから実施。 

２００７

年度 
実現可能なものから実施。 

２００８

年度 
実現可能なものから実施。 

２００９

年度 
実現可能なものから実施。 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 
実現可能なものから実施。 

実施方法 

緊急を要するため、高齢者、しょうがいしゃ当事者等による

ワーキンググループを設置し、意見集約後に市に提言する。 
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② 充実する事業（レベルアップ事業） 

事業名３：食事サービス  

現状と課題 

食事サービスは、居住地域により提供主体が決められてしま

う。市内で転居した場合、今までの関係が継続できないことも

あり、自由に選択できる仕組みにすることが必要である。また、

本人負担金については、2005 年（平成 17 年）10 月から施設給

付の見直しに伴い食費(食材料費及び調理コスト)が自己負担に

なったので、食事サービスについても、同様の措置を執ること

が原則と考える。 
また、介護予防という観点からは、配送するだけではなく、

会食などによる食事提供も必要である。 

目  的 
高齢者の健康を保持し、安否を確認するとともに地域社会で

の孤立を防ぎ、高齢者の福祉向上を図る。 

対  象 一人暮らし高齢者及びそれに準ずる者 

サービスの  
内   容 

特定高齢者として低栄養と判定された者及び地域包括支援セ

ンターが食事サービスによる支援が必要と判定された者に対し

て、週２回から５回の食事を提供する。 

２００５

年度 

２００６

年度 

提供方法等の検討 
計画の具体化（実施） 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 
継 続 

実施方法 

地域包括支援センターが中心にマネジメントし、民間事業者

委託により実施する。 
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事業名４：訪問介護員（ホームヘルパー）研修事業（フォローアップ） 

現状と課題 

介護保険事業に従事する者の研修については、一義的には介

護保険事業者の責務である。しかし、介護保険事業に従事する

者の資質が向上することは、介護保険利用者にとってはメリッ

トがあるので、サービス提供責任者や訪問介護員に対する研修

の充実が必要である。 

目  的 
介護保険事業に従事する者の質的向上を目指す。 

対  象 
訪問介護事業に従事する者(サービス提供責任者・訪問介護員) 

サービスの  
内   容 

市が主催する研修を実施する。 

２００５

年度 

２００６

年度 

実施・継続 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 
継 続 

実施方法 

現在実施しているケアマネジャー・訪問介護員に対する研修

に加え、サービス提供責任者に対する研修を主催する。 
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事業名５：おむつ支給事業  

現状と課題 

2004 年度（平成 16 年度）から、紙おむつの支給を開始し、利

用者も大幅に増えたところである。しかし、利用者が選択でき

るおむつの種類は限られているので、利用者の声を聞き、おむ

つの種類を増やしていくことが必要である。 

目  的 

身体上又は精神上のしょうがいによる寝たきり高齢者におむ

つの貸与等をすることにより、当該寝たきり高齢者及びその介

護者の経済的、身体的負担を軽減し、在宅高齢者の福祉増進を

図る。 

対  象 高齢者 

サービスの  
内   容 

選択できるおむつの種類を利用者や家族の声を聞く中で、増

やしていく。 

２００５

年度 

２００６

年度 

利用者や家族の声を聞く。 
実現可能なものから実施。 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 
 

２０１０

年度 
継 続 

実施方法 

事業者委託により実施する。 
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事業名６：老人入浴券の支給  

現状と課題 

現在、入浴券は閉じこもり予防の上から、70 歳以上の一人暮

らし世帯のみに支給されているが、風呂が無いために、公衆浴

場を利用している例もある。高齢夫婦のみの世帯で、自宅に風

呂が無い場合には対応していない。 

目  的 
高齢者の健康保持及び社会参加を助長することによつて、高

齢者の福祉増進を図る。 

対  象 ７０歳以上の高齢者 

サービスの  
内   容 

７０歳以上の一人暮らし世帯に年４８枚の入浴券を支給す

る。また、高齢者のみの世帯で、自宅に風呂の無い者にも一人

年４８枚の入浴券を支給する。 
２００５

年度 

２００６

年度 

実施・継続 

２００７

年度 
継 続 

２００８

年度 
継 続 

２００９

年度 
継 続 

 
 
 
実 
 
施 
 
内 
 
容 

２０１０

年度 
継 続 

実施方法 

対象者に入浴券を支給する。 
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③ 継続する事業 

事業名 事業内容 今後の対応と目標 

成人基本健康診査 

健康診査を受ける機会

のない者が、生活習慣病予

防のため、基本健診(医科)
と歯科健診を受けられる。

また、６５歳以上の者の生

活機能評価を併せて実施

する。 

多くの者が受診するよう

PR 等に努める。 

地域ケア会議 

介護予防や生活支援の

観点から適切な保健・福祉

サービスを提供するため

の総合的な調整を行う。 

適切な支援を行うために

継続する。 

徘徊高齢者位置情報シ

ステム 

在宅で一定レベル以上

の認知症状があり、日常的

に徘徊する者が PHS 端末

を身につけることにより、

徘徊時に居場所の確認が

できる。 

見守り施策として継続す

る。 

緊急通報システム 

一人暮らしまたは高齢

者のみの世帯で慢性疾患

があり、常時注意が必要な

者がペンダント等の通報

機器を持ち、緊急時には消

防等に通報が入る。 

見守り施策として継続す

る。 

借上住宅 

一人暮らしで日常生活

が自立していて、立ち退き

要求等で住宅を確保でき

ない者に、市が借上げた民

間アパートを提供する。 

住居の安定施策として継

続する。 

家賃助成 

家賃を自分で支払って

いる民間アパートに入居

している者に家賃の３分

の 1 以内(毎月１万円が限

度)、を助成する。 

住居の安定施策として継

続する。 
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住み替え家賃助成 

住宅の取り壊し等で立

ち退きを要求され自らの

費用で民間アパートに転

居する際の家賃差額等を

助成する。 

住居の安定施策として継

続する。 

家族介護慰労金 

要介護４・５の高齢者を

過去１年以上介護保険の

サービスを利用しないで

介護している家族に年１

回１０万円を支給する。 

身体的、精神的、経済的

負担を軽減する施策として

継続する。 

寝具乾燥消毒 

一人暮らしまたは高齢

者のみの世帯で心身の障

害等で寝たきり状態の者

に、月１回布団や毛布の乾

燥消毒、年１回水洗いを行

う。 

日常生活の質の向上施策

として継続する。 

高齢者実態調査 

３年に１回、７０歳以上

の単身世帯及び高齢者の

みの世帯に対して、実態把

握やニーズ調査を行う。 

高齢者の実態把握施策と

して継続する。 

たまり場の継続 

集いの機会の少ない高

齢者が、気楽に、自由に立

ち寄れる場として北福祉

館、西福祉館の一部をたま

り場として提供する。 

高齢者の交流できる場の

提供施策として継続する。 

介護保険低所得者特別

対策（訪問・通所） 

訪問介護、通所介護、通

所リハビリのサービスを

利用する者の世帯の生計

中心者が所得税非課税の

場合、利用者負担を７割軽

減し、３%とする。 

低所得者対策として継続

する。 

敬老大会 
「敬老の日」に７５歳以

上の者を対象に、敬老大会

を開催する。 

慶祝施策として継続する。 

百歳記念品 
１００歳に到達者に誕

生日に合わせて記念品を

贈る。 

慶祝施策として継続する。 
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老人レジャー農園 

趣味活動や健康、社会参

加の増進が図れるよう１

区画９㎡の農園を利用で

きる。 

健康増進施策として継続

する。 

老人クラブ補助金 

地域を豊かにする社会

活動や生活を楽しくする

活動を行っている老人ク

ラブへ、運営費を助成す

る。 

さらなる活動の活性化を

目指し、運営費助成を継続

する。 

老人クラブ連合会補助

金 

老人クラブの指導的役

割を持つ連合会の活動に

対して運営費を助成する。 

さらなる活動の活性化を

目指し、運営費助成を継続

する。 

保養施設利用助成 

一泊 3,000 円以上の宿

泊施設を利用した場合に、

一 人 年 １ 回 を 限 度 に

2,000 円を助成する。 

健康増進施策として継続

する。 

シルバー学習講座利用

助成 

学校法人の講座を受講

した場合、一人１回受講料

の４分の１（5,000 円を限

度）を助成する。 

生きがい増進施策として

継続する。 

くにたちオリジナル体

操の普及 

生活習慣病、転倒骨折等

を予防するために運動の

継続化を図る。 

市民における普及推進員

制度を立ち上げ、協力しな

がら普及していく。 

老人性白内障特殊眼鏡

等購入費助成 

老人性白内障のため水

晶体摘出手術を行ったが、

身体上の理由で眼内レン

ズ挿入術を受けられない

者が、特殊眼鏡やコンタク

トレンズを購入した場合、

特殊眼鏡 1 対につき４万

円、コンタクトレンズ 1

対につき 25,000 円を助成

する。 

高齢者福祉施策として継

続する。 
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④ 内容を見直した上で継続する事業 

事業名 事業内容 今後の対応と目標 

総合相談・支援（在宅

介護支援センター） 

日常生活上や介護で支

障をきたす事等に関して、

相談を行い、必要に応じて

各種サービスにつなげる。 

地域支援事業の包括的支

援事業として、自立した生

活が送れるよう支援する。 

健康手帳 
健康診査結果や医療受

診状況を記録する健康手

帳を配布する。 

介護予防事業として健康

な生活が送れるよう支援す

る。 

健康教育 
肥満、糖尿病、高脂血症

等に関し、運動・調理実践、

個別指導を行う。 

地域支援事業の介護予防

事業として、健康な生活が

送れるよう支援する。 

健康相談 
健康や栄養に関し、来所

や電話で相談に応じる。 
地域支援事業の介護予防

事業として、健康な生活が

送れるよう支援する。 

訪問指導 

看護師、栄養士等が介護

状態を予防したい者や介

護をしている家族を訪問

し、日常生活上の相談・助

言を行う。 

地域支援事業の介護予防

事業として、健康な生活が

送れるよう支援する。 

転倒骨折予防教室 

高齢者生活機能健診に

おいて、転倒・虚弱・尿失

禁で要トレーニングとな

った者に講義と運動実技

を行う。 

地域支援事業の介護予防

事業として転ばない身体づ

くりを目指す。 

低栄養予防教室 

高齢者生活機能健診に

おいて、低栄養で改善が必

要となった者に講義と調

理実習を行う。 

地域支援事業の介護予防

事業として栄養状態の改善

を目指す。 

機能訓練 

病気、けがや老化などで

身体に不自由がある者が

自主的に地域でグループ

活動できるよう支援する。 

地域支援事業の介護予防

事業としてグループ活動を

支援する。 

地域型訪問歯科健康診

査 

介護保険施設や通所施

設を訪問し歯科健診や口

腔衛生指導及び相談を行

う。 

介護予防事業として、健

康の保持・増進を図る。 
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自立支援デイサービス 

在宅で日常生活に支障

のある者が施設に通い、簡

単な運動・レクリエーショ

ンを楽しむ。 

介護予防事業として、ふ

れあいや健康の保持を図

る。 

自立支援ホームヘルプ

サービス 

在宅で日常生活に支障

のある者にホームヘルパ

ーを派遣し、炊事・洗濯等

家事援助を行う。 

介護予防事業として、自

立した生活が送れるよう支

援する。 

自立支援ショートステ

イ 

家族の病気等により在

宅で日常生活に支障のあ

る者が、一時的に施設に入

所する。 

地域支援事業の介護予防

事業として介護者を支援す

る。 

自立支援日常生活用具 

在宅で日常生活に支障

のある者に入浴補助用具、

安全杖等を給付する。 

介護予防事業として、自

立した生活が送れるよう支

援する。 

自立支援住宅改修 

在宅で日常生活に支障

のある者の居宅の手すり

取付け、段差の解消、便器

の洋式化等の工事に給付

する。 

介護予防事業として、自

立した生活が送れるよう支

援する。 

デイホーム 

ひとり暮らしや家庭内

に引きこもりがちな者が、

施設に通い、健康づくり、

生きがい活動を行う。 

介護予防事業として、ふ

れあいや健康の保持を図

る。 

ケアマネジャー研修 

研修などを通じてケア

マネジャーの質の向上を

支援するとともに、個別ケ

ースに関して指導、助言を

行う。 

地域支援事業の包括的支

援事業として、ケアマネジ

ャーを支援する。 

ケアプラン評価指導チ

ーム 

ケアマネジャーが作成

したケアプランについて、

専門家が評価を行い、必要

に応じて個別に指導・助言

を行う。 

ケアマネジャーのケアプ

ラン作成能力の向上を支援

する。 
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専門チーム派遣 

ケアマネジャーがケア

プランを作成するにあた

り、認知症への対応やリハ

ビリテーション等専門性

が高い個別ケースについ

て、理学療法士や作業療法

士などが助言を行う。 

ケアマネジャーを支援す

る。 

家族介護者教室 

介護方法や介護予防、介

護者の健康づくり等につ

いての技術や知識を習得

するための教室を開催す

る。 

地域支援事業のその他事

業として、介護者を支援す

る。 

介護給付費通知 
年４回、介護給付費の利

用状況について個別に通

知する。 

地域支援事業のその他事

業として、介護給付費の適

正化を進める。 

 

⑤ 当面継続するが検討を要する事業 

事業名 事業内容 今後の対応と目標 

老人入院見舞金 

1 年以上市内に居住し

ている高齢者が７日以上

入院した場合に、入院日数

に応じて見舞金を支給す

る。 

当面、老人の生活の安定、

福祉の増進を図ることを目

的に継続するが、検討が必

要である。 

長寿祝金 
毎年 9 月に 77 歳、88 歳、

99 歳到達者に対して、祝

金 1 万円を支給する。 

当面、敬老と長寿を祝う

ことを目的に継続するが、

検討が必要である。 

ふれあい牛乳 

地域社会との交流が少

ない 70 歳以上の一人暮ら

しの者に週３回牛乳等を

届ける。 

当面、高齢者の健康増進

を図るとともに地域社会で

の孤立を防ぐことを目的に

継続するが、検討が必要で

ある。 

 

 

 


