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第１章 計画策定にあたって 

第１節 計画策定の背景 

 

平成12年4月に始まった介護保険制度は、平成30年には19年目を迎え、

高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして定着してきました。 

その一方、2025 年（平成 37 年）には、いわゆる団塊世代のすべてが 75

歳以上となるなど、人口の高齢化は、今後さらに進展することが見込まれてい

ます。 

このような中、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な

限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可

能とするため、「医療」・「介護」・「予防」・「住まい」・「生活支援サービス」が切

れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」を、地域の実情に応じて深化・

推進していくことが重要となっています。 

平成 29 年 6 月には介護保険法の一部が改正され、保険者機能の強化等によ

る自立支援・重度化防止に向けた取り組みの推進、医療・介護の連携の推進、

地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進、被保険者の負担能力に応じた負

担割合の改定などが行われたところです。 

習志野市においては、平成 12 年 4 月の高齢化率（総人口に占める高齢者人

口の割合）は 11.9％でありましたが、その後高齢者人口は増加を続け、平成

29年 4月には 22.7％となり超高齢社会と呼ばれる社会構造になっています。 

また、今後の推計では、2025年（平成 37 年）には 23.4％になるものと予

測されています。 

習志野市の高齢化の状況は、国や千葉県と比較すると進み方は緩やかですが、

小さなコミュニティ単位でみると、国や千葉県以上に急速に進んでいる地域も

あり、より早い対応が求められています。 
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第２節 計画の期間 

 

この計画の期間は、平成 30 年度（2018 年度）から平成 32 年度（2020

年度）までの３年間です。 

本計画は、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）を見据え

ながら、今後３年間の高齢者の福祉・介護施策の各事業を推進するための計画

です。 

 

 

 

  

※この計画における表記は、前期計画を「第６期計画」、本計画を「第７期計画」、次期計

画を「第８期計画」としています。 

H27-H29 

計画 

H24-H26 

計画 

H33-H35 

計画 

H36-H38 

計画 

第５期    第６期            第８期   第９期 

第７期 

平成 26（2014）年度 

までの目標策定 

 

２０２５年（平成３７年）を見据え、地域包括ケアシステムの 

構築を目指す新たな視点での取組 
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第 3節 計画の位置づけ 

 

●「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」 

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第 20 条の 8 に基づき、老人居宅生活支

援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関して市が定める計画

です。 

介護保険事業計画は、介護保険法第 117条に基づき、市町村が行う介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施に関して市が定める計画です。 

これらの計画は、一体のものとして作成するよう、定められています。 

 

●他の計画等との関わり 

この計画は、国の指針や県の高齢者施策・計画等と連動しながら、「習志野市

長期計画」が掲げる理念や将来像をもとに、他の計画との調和を図りつつ、 

習志野市における高齢者福祉の総合的な計画としての目標、具体的な施策等を

示したものです。 

 

 

 

 

 

  

老人福祉法 介護保険法 
千葉県高齢者居住 

安定確保計画 

千葉県保健医療計画 

習志野市地域福祉計画 
健康なまち習志野計画 

習志野市障がい者基本計画 

習志野市文教住宅都市憲章 

習志野市長期計画 
（基本構想、基本計画、実施計画） 

習志野市まち・ひと・しごと創生 

人口ビジョン・総合戦略 

調
和 

連
動 

習志野市 光輝く高齢者未来計画 2018 
（高齢者保健福祉計画・第 7 期介護保険事業計画） 

千葉県 

高齢者保健福祉計画 

 

指
針 

介護保険事業計画基本指針 

調
和 
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第４節 この計画が目指すこと 

 

 

 

 

 

本市では、介護保険制度の創設された平成 12 年度より高齢者保健福祉計画

及び介護保険事業計画を定め、介護サービスの確立や健康づくり、介護予防に

取り組んできました。 

介護サービスの需要が増加するにつれて供給体制は確立されてきましたが、

一方で、この間、高齢化は急速に進み、本市の高齢化率は平成 12 年の 11.92％

から平成 29 年には 22.72％と倍増するとともに、独居の高齢者や高齢者世帯

が増加し、地域社会や家族関係のあり方が大きく変化しています。 

今後も高齢化は進展を続け、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成

37年）には、介護・福祉サービスの需要は全国的にピークに達すると予測され

ています。 

このような状況の中、高齢者が支援や介護を要する状態になったとしても、

住み慣れた地域でその人らしい暮らしを続けられるために、『医療』・『介護』・『予

防』・『住まい』・『生活支援サービス』を切れ目なく提供する「地域包括ケアシ

ステム」を構築することが必要となっており、平成 27 年度よりスタートした

「習志野市 光輝く高齢者未来計画 2015」（第 6 期計画）より、『住み慣れた

地域で、健やかに暮らし、やさしさで支え合うまち』を基本理念として掲げ、

施策を展開してきました。 

第 7 期計画では、本市の直面する様々な課題に対応するため、習志野市らし

い地域包括ケアシステムの深化・推進を図り、引き続き「住み慣れた地域で、

健やかに暮らし、やさしさで支え合うまち」の構築を目指してまいります。 
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第５節 計画の策定プロセス 

この計画を策定するにあたっては、市民や介護サービス事業者の実態把握の

ため、平成 28 年度に『習志野市 高齢者等実態調査』（アンケート調査）を行

いました。 

計画の内容については、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、介護保険被

保険者、介護サービス事業者から構成する「習志野市介護保険運営協議会」に

おける審議を経たうえで、平成 29年 12月に「習志野市 高齢者保健福祉計画・

第７期介護保険事業計画 素案」を作成し、広報習志野や市のホームページを通

じて市民から幅広く意見（パブリックコメント）を募集し、策定しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習志野市 健康福祉部 

事業実施・進行管理（平成 27～29 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し・検討 

 

ニ
ー
ズ
・
課
題
の
把
握 

習志野市 光輝く高齢者未来計画２０１８ 
（習志野市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画） 

習志野市 光輝く高齢者未来計画２０１５ 
（習志野市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画） 

 

介護保険運営協議会 

庁内検討委員会 

各担当課 

意見・要望 
介護サービス

事業者 

高齢者等実態調査 
パブリックコメント 

意見・要望 市 民 

高齢者等実態調査 
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第 2 章 習志野市の現状と課題 

第１節 習志野市の高齢化の状況と推計 

①減少し始める総人口と増え続ける高齢者人口 

習志野市の総人口は、2019 年（平成 31 年）をピークに減少傾向に転じま

すが、その一方で高齢者人口（65歳以上）は増加を続け、2015 年（平成 27

年）には 37,074人、高齢化率（総人口に占める高齢者人口の割合）は 22.3％

であったものが、2025 年（平成 37 年）には 40,263 人、23.4％になると

見込まれており、国全体の動きと比べると緩やかではありますが、高齢化が進

展している状況です。 

習志野市の総人口・高齢者人口・高齢化率の推移 

資料:（市）習志野市住民基本台帳、習志野市人口推計調査簡易推計報告書 

（国）地域包括ケア「見える化」システム（平成 29年 9月 30日取得） 

32,550  37,074  39,572  39,800  39,897  40,263  

163,782  166,607  
173,517  173,628  173,621  172,217  

19.9% 

22.3% 
22.8% 22.9% 23.0% 

23.4% 

24.4% 

26.8% 

28.1% 
28.6% 

29.1% 

30.2% 

15%

20%

25%

30%

35%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

平成24年度 27年度 30年度 31年度 32年度 37年度 

若年者人口（市） 
高齢者人口（市） 

（総人口） 

（人） 

 実 績    推 計 

高齢化率(国) 

高齢化率(市) 
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②後期高齢者の占める割合の増加 

高齢者人口の中でも、後期高齢者（75 歳以上）の数は急激な増加を続け、

2020年（平成 32年）には前期高齢者（65歳～74歳）の数を上回り、2025

年（平成 37年）には 23,411人となる見込みです。 

前期・後期高齢者数の推移 

資料:習志野市住民基本台帳、習志野市人口推計調査簡易推計報告書 

 

  

18,644  

20,668  20,698  
20,086  

19,714  

16,852  

13,906  

16,406  

18,874  

19,714  

20,183  

23,411  

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

平成24年度 27年度 30年度 31年度 32年度 37年度 

前期高齢者数 

後期高齢者数 

 実 績  推 計 
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第２節 習志野市の介護保険の状況と推計 

①第 1 号・第 2 号被保険者数の状況と推計 

第 1 号被保険者（65 歳以上）の数は年々増加してゆく傾向にあり、2018

年（平成 30 年）から 2025 年（平成 37 年）にかけて 1.75％の増加が見込

まれます。 

第 2号被保険者数（40歳から 64歳）についても増加の傾向にあり、2018

年から 2025年にかけて 8.33％の増加が見込まれます。 

第 1号、第 2号被保険者数の推移 （単位：人） 

資料:習志野市住民基本台帳、習志野市人口推計調査簡易推計報告書 

 

  

55,620  57,281  60,577  61,474  62,461  65,622  

34,297  
38,284  

39,572  39,800  39,897  
40,263  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成24年度 27年度 30年度 31年度 32年度 37年度 

第1号被保険者数 

第2号被保険者数 

実績  推計 



パブリックコメント用 

第 1編 計画の全体像     

第 2章 習志野市の現状と課題 

12 

②要介護・要支援認定者の状況と推計 

●要介護・要支援認定者数 

認定者数は、年々増加してゆく傾向にあり、2018 年度（平成 30 年度）は

6,533人、2025年度（平成 37年度）は 8,770人になると見込んでいます。 

認定者数の増加は、後期高齢者人口の増加に伴うものであり、今後も進んで

いくことが予測されます。 

要介護・要支援認定者数（第 1号・第 2号被保険者）の推移 （各年度末時点 単位：人） 

 

  

633  910  1,074  1,119  1,157  1,335  
591  

663  652  682  707  
825  1,101  

1,409  
1,736  1,886  2,033  

2,572  

817  

869  

879  
879  

873  

1,058  

638  

769  

922  
980  

1,048  

1,359  

543  

657  

717  
736  

758  

907  

480  

445  

553  
594  

636  

714  

4,803  

5,722  

6,533  
6,876  

7,212  

8,770  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平成24年度 27年度 30年度 31年度 32年度 37年度 

要介護５ 

要介護４ 

要介護３ 

要介護２ 

要介護１ 

要支援２ 

要支援１ 

 実績  推計 
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●要介護・要支援認定率と構成比 

要介護・要支援認定率（被保険者数のうち、要介護・要支援認定を受けてい

る人数の割合）は、国・県と比較すると低く推移しています。 

これは、本市の高齢化率が国・県の水準より低く推移していることが主な要

因と考えられますが、2025 年（平成 37 年）には、高齢者の中でも要介護・

要支援になるリスクの高い後期高齢者の割合が大幅に増加する（P.10）と予測

されるため、認定率は上昇することが見込まれます。 

認定率の推移（第 1号被保険者） 

資料:（国・県）地域包括ケア「見える化」システム（平成 29年 9月 30日取得） 

認定者のうち、要介護・要支援度別の構成比については、大きく変化しない

ものの、後期高齢者の占める割合の上昇にともない、要介護 1 以上の認定者の

比率が高くなることが見込まれます。 

要介護（要支援）度別構成比の推移 

17.6% 17.9% 

14.2% 
14.9% 

13.5% 
14.5% 

16.5% 
17.3% 

18.1% 

21.8% 

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

平成24年度 27年度 30年度 31年度 32年度 37年度 

国 認定率 
（第1号被保険者） 

千葉県 認定率 
（第1号被保険者） 

習志野市 認定率 

（第1号被保険者） 

実績  推計 

25.5% 27.5% 26.4% 26.2% 25.8% 24.6% 

39.9% 39.8% 40.0% 40.2% 40.3% 41.4% 

34.6% 32.7% 33.6% 33.6% 33.9% 34.0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成24年度 27年度 30年度 31年度 32年度 37年度 

要介護３～５ 

要介護１～２ 

要支援１～２ 
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●要介護・要支援状態につながる原因 

要介護・要支援認定者が、介護・介助が必要になった主な原因としては、「脳

卒中」「認知症」「骨折・転倒」「高齢による衰弱」が多く挙げられています。 

中でも、「脳卒中」「認知症」は、要介護 1～5 の人からの回答が多く、要介

護状態になるリスクの高い病気であることが分かります。 

要介護・要支援認定者（在宅）が介護・介助が必要になった主な原因(複数回答可) 

資料：平成 28年度習志野市高齢者等実態調査 

 

  

33 

24 

10 

13 

31 

9 

10 

24 

2 

16 

50 

23 

53 

41 

61 

24 

21 
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15 

69 

10 

25 

3 

17 

52 

15 

61 

30 

44 

10 

11 

8 

7 

42 

10 

15 

7 

8 

42 

10 

31 

13 

138 

58 

42 

29 

53 

120 

30 

64 

12 

41 

144 

48 

145 

84 

3 

脳卒中(脳出血・脳梗塞等) 

心臓病 

がん(悪性新生物) 

呼吸器の病気(肺気腫・肺炎等) 

関節の病気(リウマチ等) 

認知症(アルツハイマー病等) 

パーキンソン病 

糖尿病 

腎疾患（透析） 

視覚・聴覚障がい 

骨折・転倒 

脊椎損傷 

高齢による衰弱 

その他 

不明 

要支援1～2 要介護1～2 要介護3～5 
(n=666) 
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③サービス利用者（受給者）数の状況 

要介護・要支援認定者数の増加に伴い、サービス利用者数についても増加傾

向で推移しており、月平均利用者数でみると、平成 25年度には 4,066人でし

たが、平成 28年度には 4,801人となっています。 

 介護サービスを在宅系（通所介護、訪問介護など従来の自宅に住みながら受

けるサービス）、居住系（認知症グループホーム、介護付き有料老人ホームなど

要介護・要支援者向けの住まいに移り住んで受けるサービス）、施設系（特別養

護老人ホーム、老人保健施設など施設に入所して受けるサービス）に分類して

利用者数の推移をみると、以下のようになります。 

月平均利用者数の状況                  （単位：人） 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」より集計  

 

※介護サービスの分類について 

【在宅サービス】…従来の自宅に住みながら受けるサービス 

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、 

通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、 

短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修、 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防支援、居宅介護支援 

【居住系サービス】…要介護・要支援者向けの住まいに移り住んで受けるサービス 

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 

【施設系サービス】…施設に入所して受けるサービス 

 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 

介護療養型医療施設、介護医療院 

3,006  3,232  3,361  3,500  

377  
415  439  462  683  
719  787  839  4,066  

4,366  
4,587  

4,801  

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成25年度 26年度 27年度 28年度 

施設系サービス 

居住系サービス 

在宅サービス 
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④介護給付等の状況と推計 

●給付費全体の推移 

サービス利用者数の増加に伴い、給付費についても年々増加傾向にあり、平

成 24年度は 6,961,673,093円でしたが、平成 28年度には約 1.25倍に当

たる 8,711,936,275円となっています。 

今後も要支援・要介護認定者数の増加からサービス利用者数の増加が見込ま

れるため、給付費も引き続き増加の傾向にあり、2020 年度（平成 32 年度）

は_________________円、2025 年度（平成 37 年度）は_________________円

になると推計しています。 

 

介護給付費の推移                   （単位:百万円） 

 

  

3,783 3,965 4,188 4,362 4,548 

784 
900 

1,001 1,045 1,070 

2,053 
2,141 

2,275 
2,465 

2,614 341 
367 

400 
445 

480 

6,962 
7,373 

7,864 
8,318 

8,712 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 37年度 

その他 

施設系サービス 

居住系サービス 

在宅サービス 

実績  推計 

※国の介護報酬改定内容が判明

後、算出します。 
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●給付費の構成比 

サービスを在宅系、居住系、施設系に分類して給付費の構成比をみると、本

市の構成比は、全国・千葉県の値に比べて在宅系サービスと居住系サービスの

占める割合が高く、施設系サービスの占める割合が低くなっています。 

 

サービス給付費構成比の比較（平成 27年度） 

 

●サービス利用者一人あたりの給付費 

在宅サービス、居住系サービス、施設系サービスそれぞれの利用者一人あた

りの給付費（年額）平均の推移をみると、給付費全体としては増加し続けてい

る一方、一人あたり給付費はほぼ一定であることが分かります。 

サービス利用者一人あたり給付費の推移           （単位：千円） 

 

  

53.6% 

54.4% 

55.4% 

11.4% 

11.5% 

13.3% 

35.0% 

34.1% 

31.3% 

0% 25% 50% 75% 100%

全国 

千葉県 

習志野市 

在宅サービス 居住系サービス 施設系サービス 

資料：厚生労働省「平成 27年度介護保険事業状況報告 年報」より集計 

3,134 3,164 3,132 3,116 
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1,319 1,296 1,298 1,299 

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成25年度 26年度 27年度 28年度 

施設系サービス 

居住系サービス 

在宅サービス 



パブリックコメント用 

第 1編 計画の全体像     

第 2章 習志野市の現状と課題 

18 

第３節 日常生活圏域と 2025年（平成 37年）の姿 

① 日常生活圏域について 

本市では、地理的条件、人口、交通事情、公的介護施設等の整備状況、その

他の社会的条件を総合的に勘案し、市域を５つの日常生活の圏域に分けて高齢

者相談センター（地域包括支援センター）を配置し、圏域ごとに総合的・包括

的なマネジメントを図っています。 

この５圏域は「習志野市都市マスタープラン」の５地域とも一致させていま

す。 

圏域名 町 名 

谷津圏域 谷津、谷津町、奏の杜 

秋津圏域 袖ケ浦、秋津、香澄、茜浜、芝園 

津田沼・鷺沼圏域 津田沼、鷺沼、藤崎、鷺沼台 

屋敷圏域 花咲、屋敷、泉町、大久保、本大久保 

東習志野圏域 実籾、新栄、東習志野、実籾本郷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜谷津圏域＞ 

・JR津田沼駅があり、文化教育施設、大型商

業施設が立地し、多様な人々が行き交う。 

・南側には、谷津干潟・谷津バラ園があり、

親しまれている。 

・奏の杜地区は、宅地開発により、人口が増

加している。 

＜屋敷圏域＞ 

・地域北側には、文教施設が

立地し、若者が行き交う街で

ある。 

・大久保駅南口周辺は、公共

施設再生計画に基づき中央

公園と一体的な生涯学習拠

点の形成が進められている。 

＜東習志野圏域＞ 

・京成本線を概ねの

境として、北部には

文教施設や工業地を

抱える。 

・南部には、市街地

調整区域があり、昔

ながらの田園風景が

広がり自然保護地区

に指定されている。 

＜津田沼・鷺沼圏域＞ 

・市役所をはじめとする各種行政施設が集積

している。 

・藤崎、鷺沼台の市街化調整区域は、自然環

境と歴史的文化資源を有しているが、農地か

ら宅地への土地利用の転換が進んでいる。 

＜秋津圏域＞ 

・海浜の埋立により開発

された地域であり、東関

東自動車道を境とし、住

宅地と工業地が明確に

区分されている。 

・東日本大震災において

は、国道１４号以南の埋

立地では、液状化現象に

より被害を受けた。 
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② 日常生活圏域別 高齢化の状況 

2025年（平成 37年）の各日常生活圏域の高齢化の状況 

 

日常生活圏域 谷 津 秋 津 津田沼・鷺沼 屋 敷 東習志野 

総人口 
2017年 36,043 24,947 45,546 32,488 32,946 

2025年 37,639 23,779 46,253 32,166 32,380 

年少人口 

（0～14歳） 

2017年 5,545 2,424 6,176 4,283 4,709 

2025年 5,078 2,233 5,883 3,597 3,846 

高齢者人口 
2017年 6,747 8,028 9,078 7,577 7,649 

2025年 7,570 7,618 9,593 7,739 7,743 

 

前期高齢者人口 

（６５～７４歳） 

2017年 3,747 4,196 4,723 3,931 4,049 

2025年 3,564 2,782 4,169 3,210 3,127 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

2017年 3,000 3,832 4,355 3,646 3,600 

2025年 4,006 4,836 5,424 4,529 4,616 

高齢化率 
2017年 18.7% 32.2% 19.9% 23.3% 23.2% 

2025年 20.1% 32.0% 20.7% 24.1% 23.9% 

 

○市全体として、少子化・高齢化が進展する見込みです。 

○総人口は減少傾向にあり、いずれの圏域でも前期高齢者人口の減少と後期高

齢者人口の増加が見込まれることから、市全体で、介護や支援のニーズが増

大することが見込まれます。 

○とりわけ、秋津圏域の高齢化は著しく、高齢化率としては 2025 年（平成

37年）には低下傾向にあるものの、人口構造の偏りから、後期高齢者の占め

る割合が突出して高くなっています。 

○谷津圏域は奏の杜地域などの再開発による若年者人口の増加を要因として、

比較的高齢化率は低く推移しますが、高齢者人口は増加する見込みです。 

79.9% 
68.0% 

79.3% 75.9% 76.0% 

9.5% 

11.7% 
9.0% 10.0% 9.7% 

10.6% 
20.3% 

11.7% 14.1% 14.3% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

谷津 秋津 津田沼・鷺沼 屋敷 東習志野 

後期高齢者 

前期高齢者 

若年者 
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第４節 習志野市の高齢者の状況 

① 高齢者の世帯の状況 

高齢者のいる世帯の割合は増加傾向にあり、平成 27年では 34.1％となって

いますが、千葉県の値よりは約５ポイント下回っています。また、高齢者単身

世帯、高齢者夫婦世帯とも増加傾向にあり、特に高齢者単身世帯の増加が大き

くなっています。 
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② 高齢者の住まいの状況 

高齢者のいる世帯の住居の状況は、持ち家が８割近くを占めて最も多くなっ

ています。公営・ＵＲ・公社の借家の割合が千葉県よりもかなり多く、本市の

特徴となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護・要支援認定の状況別にみると、「持ち家」の回答割合が一般高齢者（要

介護・要支援認定を受けていない人）で８割台半ば、在宅要介護・要支援認定

者で７割台半ばを占めて多く、一戸建てが集合住宅の約２～３倍になっていま

す。 

 

 

 

 

 

  

資料：習志野市 高齢者等実態調査 
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③ 認知症の状況 

認知症の状況については、要介護状態区分の要介護３以上で認知症の症状が

あり気をつけて見守る必要のある人が多くなっており、また、要介護５では日

常生活自立度ⅣまたはＭの人が約４割と最も多くなっています。 

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 

ランク 判断基準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立し

ている。 

Ⅱ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見

られても、誰かが注意していれば自立できる。 

 Ⅱａ 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 

 Ⅱｂ 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 

Ⅲ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、

介護を必要とする。 

 Ⅲａ 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

 Ⅲｂ 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 

Ⅳ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に

見られ、常に介護を必要とする。 

Ｍ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療

を必要とする。 
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④ 高齢者の疾病と後期高齢者医療の状況 

現在治療中または後遺症のある病気については、一般高齢者、要支援の人と

もに「高血圧症」が最も多く、次いで「目の病気」が多くなっています。一般

高齢者では「歯の病気」が続き、要支援の人では「筋骨格の病気（骨粗しょう

症、関節症等）」が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

17.2 

36.7 

2.6 

7.3 

10.8 

14.6 

5.7 

6.2 

6.4 

11.9 

2.6 

3.8 

1.3 

1.0 

1.1 

0.3 

21.3 

3.4 

18.2 

9.2 

0.0 

3.3 

46.3 

9.3 

15.3 

17.3 

11.7 

9.0 

10.7 

13.3 

27.3 

8.7 

5.7 

2.7 

3.0 

5.3 

4.0 

33.0 

10.3 

23.0 

11.0 

3.0 

0.0 20.0 40.0 60.0

ない

高血圧症

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

脂質異常（高脂血症）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

胃腸･肝臓･胆のうの病気

腎臓･前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

外傷（転倒・骨折等）

がん（悪性新生物）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

歯の病気

その他

無回答

一般高齢者 (ｎ=889)

在宅要支援認定者(ｎ=300)

単位：％

資料：習志野市 高齢者等実態調査 

治療中や後遺症のある病気 
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本市の後期高齢者医療の被保険者数は、高齢化に伴い年々増加の傾向にあり、

平成 27年度末 で 17,120 人となっています。また、保険給付費も同様に増

加傾向にあり、平成 27年度は約 123 億円となっています。 

習志野市の後期高齢者医療被保険者数（各年度末現在）及び保険給付費の推移 

資料：決算報告書、千葉県後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療給付の状況」 

 

習志野市の後期高齢者医療被保険者 一人あたり年間給付費の推移 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

一人当たり給付費 705,803円 706,160 円 713,752円 707,379 円 719,744円 

 

  

13,850  14,739  15,424  16,184  
17,120  

9,775,360  
10,408,048  

11,008,913  
11,448,224  

12,322,024  

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

保険給付費（千円） 

被保険者数 

保険給付費 

被保険者数（人） 
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⑤ 高齢者の就業・社会活動の状況 

就業している高齢者は増加傾向にあり、平成 27年の就業率は全体で 20.1％

となっていますが、千葉県の値よりは約 2ポイント下回っています。 

年齢別にみると、65～69歳では３割台後半、70～74歳でも 2割強と多く

なっていますが、80 歳代以上では 1割を切って、少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『習志野市 高齢者等実態調査』結果では、一般高齢者への調査で、1割弱（9％）

の回答者が「週 4 回以上」収入のある仕事に通っている、と回答しています。

「週 2～3回」までを含めると、約 15％に上ります。 

 

会・グループ等への参加頻度（一般高齢者） 

 

  

単位：％ 

高齢者の就業の状況

単位：人口・就業者数･･･人、就業率･･･％

人口 就業者数 就業率 人口 就業者数 就業率 人口 就業者数 就業率

65～69歳 10,283 3,400 33.1 11,166 4,187 37.5 486,671 192,082 39.5

70～74歳 8,646 1,596 18.5 9,524 2,037 21.4 401,929 93,930 23.4

75～79歳 6,110 641 10.5 7,749 859 11.1 302,271 41,557 13.7

80～84歳 3,635 224 6.2 5,115 335 6.5 209,585 17,108 8.2

85歳以上 2,814 87 3.1 3,901 128 3.3 183,963 6,851 3.7

合　　計 31,488 5,948 18.9 37,455 7,546 20.1 1,584,419 351,528 22.2

注：各年10月１日現在 資料：国勢調査

千葉県

平成22年 平成27年 平成27年年齢区分

習志野市

全体 週4回
以上

週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

889 12 20 17 34 59 470 277
100.0 1.3 2.2 1.9 3.8 6.6 52.9 31.2

889 62 90 63 65 31 374 204
100.0 7.0 10.1 7.1 7.3 3.5 42.1 22.9

889 32 69 74 121 44 338 211
100.0 3.6 7.8 8.3 13.6 4.9 38.0 23.7

889 7 14 22 45 28 480 293
100.0 0.8 1.6 2.5 5.1 3.1 54.0 33.0

889 2 3 6 20 16 527 315
100.0 0.2 0.3 0.7 2.2 1.8 59.3 35.4

889 5 5 4 42 142 409 282
100.0 0.6 0.6 0.4 4.7 16.0 46.0 31.7

889 80 51 11 15 13 440 279
100.0 9.0 5.7 1.2 1.7 1.5 49.5 31.4

（６）町内会・自治
　　 会
（７）収入のある
　　 仕事

（４）学習・教養
　　　サークル

（１）ボランティア

（２）スポーツ関係

（３）趣味関係

（５）老人クラブ

資料：習志野市 高齢者等実態調査 
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第５節 高齢化による課題 

課題① 在宅生活を継続することへの不安 

高齢者は身体の機能が衰えると、転倒・転落や誤飲・誤嚥といった家庭内で

の事故が起きやすくなります。若年者よりも重症化するリスクが高いため、事

故をきっかけとして生活機能が落ちることにより、自立した生活が営めなくな

り、支援や介護が必要な状態になるリスクも高くなります。 

こうしたとき、長年住み慣れた自宅で暮らし続けることが困難になる場合も

あります。 

『習志野市 高齢者等実態調査』では、今後希望する生活場所について（「調

査結果報告書」P.59）、「現在のまま自宅に住み続けようと思う」または「現在

の住まいを改修するなどして住み続けようと思う」と回答した人の合計が要支

援認定者で 69.7％、要介護認定者で 63.3％となっており、支援や介護が必要

になったとしても自宅で生活したいと考える人が多くなっています。 

一方で、「介護保険の施設に入所しようと思う」と回答した人は、要支援認定

者で 7.7％、要介護認定者で 13.6％となっており、要介護度が高いほど入所を

希望する人が多く、実際に特別養護老人ホームに入所申込をしている人（入所

待機している人）については、平成 29 年 7 月現在で 280 人いる状況となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.0 

6.7 

1.3 

5.0 

7.7 

1.3 

9.7 

5.3 

56.7 

6.6 

0.9 

2.3 

13.6 

7.0 

9.8 

3.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

現在のまま住み続けようと思う

現在の住まいを改修するなどして住み続けようと思う

家族や親族、兄弟姉妹のところへ移り住もうと思う

高齢者向けの住宅へ移り住もうと思う

介護保険の施設に入所しようと思う

その他

わからない

無回答

在宅要支援認定者(n=300)

在宅要介護認定者(n=427)

単位：％
今後希望する生活場所（在宅要介護・要支援認定者） 

資料：習志野市 高齢者等実態調査 
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また、同調査の結果では、自宅での生活の継続のために必要だと思う施策に

ついて（「調査結果報告書」P.64）、「24時間いつでも在宅で受けられる介護・

看護サービス」、「困ったときに気軽に相談できる窓口の充実」を求める声が要

介護、自立を問わず高齢者全般に多くみられ、ケアマネジャーのいる事業者を

対象に行った調査では、現在不足していると感じているサービスとして、在宅

生活を支える介護サービスである「訪問介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護」「夜間対応型訪問介護」等の訪問系サービスの不足が多く指摘されました。 

 

高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を続けていくために必要だと思う施策 （５つまで回答） 

 

  

46.2 

36.7 

26.3 

32.3 

32.8 

20.6 

14.1 

13.7 

15.3 

16.1 

19.9 

54.3 

1.3 

4.3 

6.4 

44.0 

28.0 

22.3 

30.3 

29.7 

24.7 

15.3 

1.7 

14.0 

11.0 

20.7 

50.3 

2.0 

4.0 

9.0 

53.2 

36.5 

21.8 

31.9 

30.0 

36.8 

17.3 

4.4 

15.0 

10.3 

18.3 

42.2 

1.9 

3.3 

8.4 

0.0 20.0 40.0 60.0

24時間いつでも在宅で受けられる介護・看護サービスの充実

多様な介護サービスを一体的に受けられる複合型サービスの充実

日常生活を支援するサービスの付いた高齢者用住宅の充実

配食サービスなどの生活支援

緊急通報装置など安否確認システムの設置支援や見守り体制の構築

外出時の移動支援

持ち家のバリアフリー化の推進等の安心・安全な住まいづくりの支援

高齢者の働く場の充実

高齢者が交流するための場の充実

趣味や社会活動などの生きがい対策の充実

高齢者に役立つ情報提供の充実

困ったときに気軽に相談できる窓口の充実

その他

特にない

無回答

一般高齢者 (ｎ=889)

在宅要支援認定者(n=300)

在宅要介護認定者(n=427)

単位：％

資料：習志野市 高齢者等実態調査 

  

在宅生活を支える地域密着型サービスの整備を進めました。 

小規模多機能型居宅介護については平成28年度に2事業所が整備され

ました。定期巡回・随時対応型訪問介護看護については平成 27年度に 1

事業所が整備されましたが、現在は事業廃止となっており、整備されてい

ない状況であり、さらなる整備推進が必要となっています。 

第 6期計画の振り返り 
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課題② 家族等の介護負担 

『習志野市 高齢者等実態調査』では、介護保険施設に入所している人に対し

て、施設での生活を選んだ主な理由をきいたところ（「調査結果報告書」P.76）、

「介護している人の負担が大きかったから」（30.9％）が最も多く、次いで「自

宅の居住環境では介護を続けていくことが難しかったから」（25.1％）、「介護

者がいなかったから」（20.3％）となっており、介護者の負担の重さが限界点

を迎えることにより施設入所に至るケースが多いことが分かります。 

 

 

平成 29 年に、在宅で介護を受けている人を対象に実施した『在宅介護実態

調査』の結果によると、主な介護者のうち 33.1％が 70 歳以上、そのうち 80

歳以上の人も 10.9％含まれている状況であり、高齢者が高齢者を介護するいわ

ゆる「老老介護」の実態を見て取ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3 %

30.9 %

2.1 %

25.1 %

16.2 %

1.0 %

2.1 %

2.4 %

0% 10% 20% 30% 40%

介護者がいなかったから

介護している人の負担が大きかったから

在宅サービスの利用では十分なサービスを受けられなかったから

自宅の居住環境では介護を続けていくことが難しかったから

専門的なケア（医療ケア、認知症ケア等）が必要だったから

家族の勧めがあったから

その他

無回答

ｎ=291

介護保険施設入所者が、施設での生活を選んだ主な理由 

資料：習志野市 高齢者等実態調査 

在宅で介護を受けている人の、主な介護者の年齢 

0.0% 

0.3% 

1.3% 

9.6% 

30.2% 

21.5% 

22.2% 

10.9% 

0.3% 

3.5% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

20歳未満 

20代 

30代 

40代 

50代 

60代 

70代 

80歳以上 

わからない 

無回答 

資料：習志野市 在宅介護実態調査 

(n=311) 
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主な介護者が行っている介護については、「掃除、洗濯、買い物等」（80.4％）、

「外出の付き添い、送迎等」（69.1％）、「食事の準備（調理等）」（66.6％）と

いった日常生活の手助けをしているという回答が多数である中、「夜間の排泄」

（14.8％）、「医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）」（7.1％）、また、要介

護 3以上の人を介護している人については、「屋内の移乗・移動」（52.9％）、「認

知症状への対応」（35.7％）といった、負担の重い介護を担っている実態があ

ります。 

 

 

 

 

また、介護をするにあたって何か働き方の調整などをしているか尋ねた結果

は、「特に行っていない」（32.5％）との回答が最も多いものの、「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」（23.7％）という回答が次いで多く、家族への介護が就労に影

響を及ぼしている実態が分かります。 

62.9% 

48.6% 

38.6% 

34.3% 

55.7% 

67.1% 

52.9% 

74.3% 

71.4% 

35.7% 

5.7% 

85.7% 

87.1% 

88.6% 

4.3% 

0.0% 

0.0% 50.0% 100.0%

1．日中の排泄 

2．夜間の排泄 

3．食事の介助（食べる時） 

4．入浴・洗身 

5．身だしなみ（洗顔・歯磨き等） 

6．衣服の着脱 

7．屋内の移乗・移動 

8．外出の付き添い、送迎等 

9．服薬 

10．認知症状への対応 

11．医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等） 

12．食事の準備（調理等） 

13．その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等） 

14．金銭管理や生活面に必要な諸手続き 

15．その他 

16．わからない 

要介護 3以上の人（在宅）の、主な介護者が行っている介護（複数回答） 

資料：習志野市 在宅介護実態調査 

(n=70) 
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課題③ 孤立化しやすい独居高齢者・高齢者世帯の増加 

総務省の『国勢調査』（平成 27年）結果によると、習志野市の高齢者単身世

帯の数は 6,601 世帯であり、平成 22 年の調査結果（5,122 世帯）と比較す

ると、1,479 世帯増加しています。また、65 歳以上の夫婦のみで暮らす高齢

夫婦世帯数（6,771 世帯）と合わせると、高齢者のみの世帯で暮らしている人

は20,143人となり、平成22年の調査結果（16,174人）と比較すると、3,969

人増加しています。 

  

32.5% 

23.7% 

16.0% 

0.6% 

13.0% 

3.0% 

17.8% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

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.わからない 

無回答 

在宅で介護を受けている人の、主な介護者の働き方の調整状況（複数回答） 

資料：習志野市 在宅介護実態調査 

(n=169) 

(n=311) 

 

入所待機者の解消を図り、家族等の負担を軽減するため特別養護老人ホ

ームの新規整備を進め、平成 30年 4月新たに 1施設 100床が整備され

る予定です。また、短期入所生活介護（定員 20人）も併設され、介護者

の一時的な休息のためのケアを提供するサービスの整備が進みました。 

入所待機者の状況や、要介護認定者数の増加等を考慮すると、さらなる

サービスの整備が必要といえます。 

第 6期計画の振り返り 
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地域との関係が希薄化しやすい現代においては、同居家族のいない単身世帯

の増加から、社会から孤立するリスクを抱えた高齢者が増加しているといえま

す。社会からの孤立は、孤独死や消費契約のトラブルといった目に見える問題

のみならず、生きがいの喪失や、必要な支援を受けられず要介護状態が重度化

してしまうといった、目に見えない問題をもはらんでいます。 

なお、『習志野市 高齢者等実態調査』では、家族や友人・知人以外で何かあ

ったときに相談する相手が「いない」と回答した人の割合が、介護保険の要支

援認定を受けている人では 17.0％である一方、一般高齢者では 39.6％と最も

多くなっています。（要支援認定者で最も多い回答は「ケアマネジャー」（45.0％）

です。）（「調査結果報告書」P.39） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.6 

10.9 

4.0 

26.1 

3.4 

17.2 

6.5 

39.6 

0.0 

5.7 

14.7 

45.0 

28.0 

6.3 

21.3 

6.7 

17.0 

9.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

・高齢者相談員

ケアマネジャー

医師・歯科医師・看護師

薬剤師

高齢者相談センター（地域包括支援セ

ンター）・市役所

その他

そのような人はいない

無回答
一般高齢者 (ｎ=889)

在宅要支援認定者(ｎ=300)

単位：％
家族や友人・知人以外で何かあった時に相談する相手 

資料：習志野市 高齢者等実態調査 

 

高齢者の総合的な相談窓口である地域包括支援センターについて、より

身近に感じていただき、地域住民から相談や情報提供をしやすくできるよ

う、呼び名を「高齢者相談センター」とし、機能の充実を図りました。 

また、地域住民や地域で活動する事業者による見守り活動を活発化させ

るため、「高齢者見守り事業者ネットワーク協力事業者連絡会」の開催な

どに取り組みました。 

今後も高齢者が住み慣れた地域での生活を続けられるよう、取り組みを

継続していく必要があります。 

第 6期計画の振り返り 
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課題④ 認知症など、支援の必要な高齢者の増加 

高齢化の進展、後期高齢者の増加に伴い、認知症の人の数は増加していくと

見込まれています。 

国の推計では、2012 年（平成 24年）では高齢者の約 7人に 1 人、2025

年（平成 37 年）には高齢者の約 5 人に 1 人が認知症であると言われており、

本市においても認知症の人の数は増加していくと推定されます。 

認知症の人が増加することにより、高齢者の交通事故、ごみ屋敷化や孤独死、

行方不明、消費者被害といったトラブルの増加が懸念されます。 

また、認知症の症状の程度（日常生活自立度）は要介護度に大きな影響を及

ぼすため、共に暮らす家族などの負担も重くなってきます。 

習志野市における認知症高齢者数の推計   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさしい

地域づくりに向けて～」を参考に推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4,883  

8,294  

0

5,000

10,000

平成24年度 平成37年度 

 

認知症の人とその家族を支える地域づくりを進めるため、認知症サポー

ター養成や、平成 27年度より市内 5圏域で「認知症カフェ」を開始した

ほか、平成 29年度、各高齢者相談センターに「認知症地域支援推進員」

を配置しました。 

また、本市における適切な支援やサービスの提供の流れをまとめた認知

症ケアパスの作成や、早期診断・早期対応の体制づくりとして「認知症初

期集中支援チーム」のモデルチームを発足しました。 

今後も、さらなる高齢化の進展とともに認知症患者の増加が見込まれる

ことから、地域づくりと適切に対応できる体制づくりを推進する必要があ

ります。 

第 6期計画の振り返り 
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課題⑤ 介護給付費（社会保障費）の増大 

今後、高齢化の進展、とりわけ後期高齢者人口の増加を要因として、要介護・

要支援認定者数は増加が見込まれ、このことにより介護サービスにかかる費用

の増大が予測されます。 

本市では、現状の介護給付費の推移や、年齢別人口の推移などから推計を行

うと、2025 年（平成 37 年）には、総給付費は 2015 年度（平成 27 年度）

の約____倍となる________________円になると予測されます。（P.16） 

介護保険制度では、給付費の 50％を公費（税金）で、残りの 50％を被保険

者から集める保険料でまかなっているため、給付費の増大に伴い、社会全体の

経済的な負担が重くなっていくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護給付費の増大を抑制するため、要支援・要介護状態になるリスクの

高い高齢者を早期に把握する「二次予防対象者把握事業」と、二次予防対 

象者と判定された人を対象とした「通所型介護予防事業」を実施しました。 

また、より多くの高齢者に介護予防の知識や実践方法を普及、啓発する

ため、転倒予防、口腔機能向上、認知症予防などの介護予防に健康教育を

実施しました。 

今後、さらなる高齢化の進展とともに、要介護状態になるリスクのある

高齢者も増加することから、予防や重度化防止の必要性はますます高まる

ため、取り組みを継続するとともに、活動が地域で自主的に行われるよう

な支援や、高齢者自身が運動を習慣化できるような支援がさらに必要とな

っています。 

第 6期計画の振り返り 

23% 

27% 

12.5% 

12.5% 

25% 

第２号被保険者の 

介護保険料 

第１号被保険者の 

介護保険料 
国 

県 

市 

在宅サービスにかかる介護給付費の財源構成 

公費 50％ 保険料 50％ 
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課題⑥ 生活支援（介護保険外のサービスを含む）の必要性の高まり 

今後ますます高齢化が進展する中で、地域の高齢者のニーズは多様化し、例

えば高齢者の病院受診の付添いや、ごみ出し、サービスの不定期利用など、介

護保険サービスだけでは担うことができないサービスや支援の必要性が高くな

っています。 

現在、それらのサービスや支援を行う担い手の把握と、必要とする人とのマ

ッチングを行う体制づくりが必要となっていますが、一方で、将来的に想定さ

れるそれらのニーズの増大に対して、担い手は不足することが見込まれます。 

平成 27 年度の本市の『生活支援体制サービスアンケート』では、要支援１、

２など軽度認定の人が要望する生活援助として、「目的地への車送迎」、「食事サ

ービス」、「庭掃除や窓拭き等の掃除」、「ごみ出し」といった回答が多くなって

いますが、それに対してＮＰＯ法人やボランティア活動団体ではそれらのサー

ビス提供にあまり関心がないという結果が出ていることからも、現在取り組ま

れている活動だけでは、今後の高齢者のニーズを支えていくことは難しい状況

であるといえます。 

要支援者が現在利用している、または今後利用を希望するサービス／担い手が関心のある活動

 

 

5.1% 

22.2% 

15.7% 

29.4% 

11.3% 

18.1% 

17.4% 

19.8% 

23.9% 

10.6% 

12.3% 

33.5% 

20.8% 

19.1% 

14.0% 

6.8% 

0.9% 

3.8% 

2.1% 

0.4% 

1.7% 

52.6% 

13.2% 

6.8% 

12.4% 

18.4% 

3.8% 

0.4% 

2.6% 

28.6% 

その他 

ゴミだし（粗大ゴミ） 

ゴミだし（普通ゴミ） 

庭掃除や窓拭き等の掃除 

日用品以外の買い物 

移送サービス 

趣味・サークル活動 

運動・体操教室 

食事サービス 
（配食・ふれあい型） 

安否確認（日頃の見守り） 

見守り・話し相手 

目的地への車送迎 

院内の付き添い 

外出時の付き添い 

集いの場の提供 

要支援者へのアンケートより
※1       （n=293） 

NPO団体、ボランティア活動団体 
へのアンケートより※2    （n=234） 

資料：習志野市 生活支援体制サービスアンケート結果をもとに集計 

※1 介護予防訪問介護、介護予防通所介護のいずれか一方または両方を利用している人を対象に調査 

※2 市民活動団体等のうち、総合事業の担い手として活動していくことに「関心がある」と回答した団体を 

対象に調査 
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生活支援サービスの提供体制構築を図るため、地域の資源開発やネッ

トワークの構築、担い手の創出などを行う生活支援コーディネーターを

配置し、市民ニーズと担い手・既存サービスの調査や、連携体制の構築、

担い手となる市民の育成等に努めてきました。 

今後、軽度の支援を必要とする人に対してサービスの提供を開始する

とともに、引き続き担い手となる団体の育成やサービスの充実、継続の

支援に努める必要があります。 

第 6期計画の振り返り 
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第３章 第７期計画における施策の基本目標 

 

第 2 章 第 5 節で紹介したように、習志野市は現在から将来にわたって想定

される高齢化の進展にともない、以下のような課題に直面しています。 

今後、これらの課題に対応し、この計画の理念である「住み慣れた地域で、

健やかに暮らし、やさしさで支え合うまち」を実現するために、本計画では 4

つの視点で基本目標を定め、施策を展開します。 

【高齢化による課題】 

課題① 在宅生活を継続する事への不安 

課題② 家族等の介護負担 

課題③ 孤立化しやすい独居高齢者・高齢者世帯の増加 

課題④ 認知症など、支援の必要な高齢者の増加 

課題⑤ 介護給付費（社会保障費）の増大 

課題⑥ 生活支援（介護保険外のサービスを含む）の必要性の高まり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 自分に合った生活場所と介護サービスの充実 

基本目標２ 安定した日常生活のサポート 

基本目標４ 地域で支え合う仕組みの拡大 

基本目標３ いつまでも元気に暮らせる健康づくり 
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多くの人が、介護が必要になったとしても自宅での生活

を続けたいと望んでいるなか、実際に要介護状態になった

高齢者が自宅での生活を続けていくためには、ヘルパーに

自宅を訪問してもらう・施設に通う・短期間施設に宿泊す

るなど、さまざまな状況に対応できる多様な介護サービス

を充実させることが必要です。 

また、自宅での生活が困難になった場合に、できるだけ

馴染みのある環境で暮らし続けるため、介護保険施設や高

齢者向けの住まいを充実させることも大切です。 

このため、「自分に合った生活場所と介護サービスの充

実」を基本目標１とし、それぞれの暮らし方に合った介護

サービスや施設、住まいの充実を図るとともに、それらを

支える介護保険制度の適正な運営を図ります。 

 

 

 

社会からの孤立化や、認知症等による判断能力の低下、

災害時や緊急時の対応など、高齢化により生じる問題や不

安は多岐にわたり、年齢、性別や心身の状態、暮らしぶり

によってもさまざまです。 

また、これらの問題や不安は、高齢者本人のみならず、

高齢者とともに暮らす家族などの人たちにとっても同様で

あるといえます。 

誰もが住み慣れた地域で健やかに暮らしていくためには、

できるだけ多くの角度から支援やサービスを提供し、また、

必要とする人に適切にそれらを届ける必要があります。 

このため、「安定した日常生活のサポート」を基本目標２

とし、高齢者や高齢者とともに暮らす家族が住み慣れた地

域で安定した日常生活を送ることができるよう、本市の実

情に応じたサービスの提供と、生活全般にわたって総合的

にサポートする体制の構築を図ります。 

  

 基本目標１ 自分に合った生活場所と介護サービスの充実 

基本目標２ 安定した日常生活のサポート 
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高齢者がいつまでも楽しく生きがいのある毎日を過ご

し、自立した日常生活を送るためには、心身の活動性の低

下や生活機能の低下、または要介護状態の重度化を予防す

ることが大切です。 

また、このことは、介護給付費や医療費といった社会

保障費の上昇を抑制することにもつながるため、社会全体

の経済的な負担を軽くする効果もあります。 

このため、「いつまでも元気に暮らせる健康づくり」を

基本目標３とし、高齢期を迎える前から取り組む「健康づ

くり」と、高齢期を迎えてから重点的に取り組む「介護予

防」をともに推進します。 

 

 

 

 

高齢者人口がますます増加し、支援やサービスの必要性

が増加していくなか、それぞれの生活に合ったきめ細かな

支援を行うためには、介護保険や行政によるサービスのみ

ならず、軽易な日常生活の手伝いや、健康づくり・介護予

防のためのサークル活動、地域での見守り活動など、さま

ざまな場面で地域の活力を活かしていく必要があります。 

そこで、基本目標４は「地域で支え合う仕組みの拡大」

とし、地域資源の把握や組織化といった地域のコーディネ

ートや、活動に参加する意欲のある市民の支援及び育成を

図ります。 

また、高齢者自身が支援の受け手であると同時に担い手

となり、地域社会の中でいきいきと活動できる体制を構築

することで、基本目標２「安定した日常生活のサポート」、

基本目標 3「いつまでも元気に暮らせる健康づくり」の推

進にもつながります。 

 

 

  

基本目標３ いつまでも元気に暮らせる健康づくり 

基本目標４ 地域で支え合う仕組みの拡大 
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第２編 

  

具体的な施策の展開 

 



パブリックコメント用 

第２編  具体的な施策の展開 

 

42 

  



パブリックコメント用 

第２編  具体的な施策の展開 

第１章 （基本目標１）自分に合った生活場所と介護サービスの充実  

 

43 

第 1章  

（基本目標１）自分に合った生活場所と介護サービスの充実 

 

基本施策 1－1 介護サービス等の提供体制の整備 

 ① 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の整備推進 P.46 

 ② 地域密着型サービスの整備推進 P.47 

基本施策 1－２ 高齢者の住まいの確保 

 ① 高齢者の多様な住まいの確保 P.49 

基本施策 1－３ 介護サービスの質の確保 

 ① 介護サービス事業者への指導の実施 P.51 

 ② 介護相談員の派遣 P.52 

基本施策 1－４ 介護給付の適正化計画 

 ① 介護認定の適正化 P.53 

 ② ケアプランの点検 P.53 

 ③ 住宅改修等の点検 P.54 

 ④ 縦覧点検・医療情報との突合 P.54 

 ⑤ 介護給付費通知 P.55 
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基本施策１－１ 介護サービス等の提供体制の整備 

介護が必要になった高齢者が住み慣れた地域での暮らしを継続できるよ

う、市内の介護サービス等の提供体制を整備します。 

在宅生活が困難になった高齢者のための特別養護老人ホームの整備と、で

きる限り在宅生活や地域での生活を続けられるための地域密着型サービスの

整備を推進します。 

また、このことにより、適切なサービスが利用できず介護者の負担が重く

なることでやむを得ず離職に至る、いわゆる「介護離職」の防止を図ります。 

 

施設サービス、居住系サービス等の整備状況（平成 29年度末時点） 

 

 

 

 

 

 

谷津圏域 施設数 定員数 

特別養護老人ホーム 2 190※ 

有料老人ホーム（特定施設） 1 60 

認知症グループホーム 2 36 

 

東習志野圏域 施設数 定員数 

特別養護老人ホーム 1 80 

有料老人ホーム（特定施設） 2 160 

認知症グループホーム 3 44 

小規模多機能型居宅介護 1 29 

 

秋津圏域 施設数 定員数 

特別養護老人ホーム 2 200 

老人保健施設 1 200 

認知症グループホーム 2 18 

 

津田沼・鷺沼圏域 施設数 定員数 

有料老人ホーム（特定施設） 1 48 

認知症グループホーム 2 36 

小規模多機能型居宅介護 1 29 

 ※平成 30年 4月開設予定(100床)を含む 

屋敷圏域 施設数 定員数 

特別養護老人ホーム 1 150 

サテライト型 老人保健施設 1 29  

有料老人ホーム（特定施設） 1 51 

認知症グループホーム 1 9 

 

…施設サービス 

 …居住系サービス 

 …小規模多機能型居宅介護 
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①特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の整備推進 

現 状 

習志野市内には 620 床分の特別養護老人ホームが整備されています。（平成

30年 4月開設予定を含む。地域密着型特別養護老人ホームを含む。） 

平成 29 年 7 月時点では 280 人の入所希望者（待機者）がおり、入所希望

に対してすぐに応えることはできない状況です。 

市内特別養護老人ホームの整備状況（平成 29年度末時点） 

日常生活圏域 床 数 
  

（内）ユニット型 （内）従来型多床室 

谷 津 190 ※1 100 90 

秋 津 200 ※2 20 180 

津田沼・鷺沼 0 0 0 

屋 敷 150 150 0 

東 習 志 野 80 30 50 

合 計 620 300 320 

※1 平成 30年 4月開設予定（100 床）を含む 

※2 地域密着型特別養護老人ホーム（20床）を含む 

 

今後の取り組みと目標 

自宅での生活が困難になった高齢者が、引き続き住み慣れた地域で安心して

生活できるよう、新たに特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の整備を進

めます。 

本市は都心に近く地価が高いことや、市域が狭く大規模な整備に適した用地

が少ないことから、整備用地の確保が困難であるため、国有地を活用した整備

を推進します。 

第 7 期計画では、整備用地の確保と、公募による運営法人の選定を行ったの

ち、平成 32年度より 1施設（100床予定）を着工し、平成 33年度に開設す

ることを計画しています。 

第 7期計画における整備スケジュール見込み 

平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 平成 33年度 
（第 8期計画） 

    

    

    

 

整備用地の確保 

事業者の決定 

建設・開設準備 開設 
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②地域密着型サービスの整備推進 

●認知症グループホーム（認知症対応型共同生活介護）の整備推進 

現 状 

現在、市内に合計 143人分が整備されている状況であり、多くの事業所で満

員に近い状態になっています。 

認知症により日常生活に支障のある人に利用されており、利用者のうち日常

生活自立度（P.22 参照）がⅡ以上の人が 33.0％、Ⅲの人が 48.6％を占めて

います。 

認知症グループホームの整備状況（平成 29年度末時点） 

日常生活圏域 事業所数 定員数(人) 

谷 津 2 36 

秋 津 2 18 

津田沼・鷺沼 2 36 

屋 敷 1 9 

東 習 志 野 3 44 

合 計 10 143 

 

今後の取り組みと目標 

認知症により従来の住まいでの暮らしが困難になった高齢者が、引き続き住

み慣れた地域において家庭的な環境の中で生活を続けられるよう、認知症グル

ープホームの整備を進めます。 

1 事業所につき定員が 18 人以下と定められており、比較的小規模な事業所

となることから、民有地での整備が可能と考えられるため、民間事業者からの

提案により 2事業所（定員合計 36人）の新規整備を予定しています。 

 

 

●小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

の整備推進 

現 状 

第 6 期計画では小規模多機能型居宅介護事業所が 2 事業所整備され、合計

58人（宿泊定員：16人）を受け入れる体制を整えました。 
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小規模多機能型居宅介護の整備状況（平成 29年度末時点） 

事業種別 日常生活圏域 定員数（ ）内は宿泊定員数 

小規模多機能型居宅介護 
津田沼・鷺沼 29（7） 

東 習 志 野 29（9） 

看護小規模多機能型居宅介護 ― 0（0） 

今後の取り組みと目標 

高齢者が自宅において、能力に応じて自立した生活を送ることができるよう、

通い／宿泊／訪問によるサービスを受けられる小規模多機能型居宅介護または

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）の整備を推進します。 

第 7 期計画では、民間事業者からの提案により 2 事業所（登録定員合計 58

人）の新規整備を予定しています。 

 

 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備推進 

現 状 

第 6 期計画では、1 事業所が整備されましたが、現在は廃止となっており、

整備されていない状況です。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備状況（平成 29 年度末時点） 

事業種別 事業所数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 

 

今後の取り組みと目標 

要介護状態や看護ニーズにより在宅生活に不安を抱える高齢者が、在宅生活

を諦めることなく暮らし続けられるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の整備を推進します。 

このサービスは人員体制の確保やサービスの認知度の低さといった課題から、

現状では運営が比較的困難なサービスであるため、他のサービス事業所との併

設（業務の一部が兼務可能となる）など、安定した運営が可能な方法を検討し

ます。 

第 7 期計画では、民間事業者からの提案により、１事業所の整備を予定して

います。 
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基本施策１－２ 高齢者の住まいの確保 

高齢者単身世帯や高齢者の夫婦のみの世帯の増加、介護が必要な高齢者の

増加が見込まれる中、身体や生活の状況に応じた高齢者向けの住まいの確保

が必要とされています。 

そのため「サービス付き高齢者向け住宅」など、高齢者向けの住宅の適切

な供給を確保します。 

 

①高齢者の多様な住まいの確保 

現 状 

高齢者向けの住まいとして、習志野市ではサービス付き高齢者向け住宅、有

料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス）、養護老人ホーム、シルバーハウ

ジング、高齢者向け優良賃貸住宅（平成 23年度に認定制度は廃止）等があり、

個々の状況に応じて入居・入所することができるようになっています。 

いずれも生活相談や食事の提供など生活上必要な援助のほか、一部の住まい

では介護サービスをあわせて提供することもあります。（介護保険法における特

定施設入居者生活介護） 

平成 23 年度に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者住まい法）

の改正により創設されたサービス付き高齢者向け住宅は、整備を促進するため、

新築の翌年度より 5年間、固定資産税の 3分の 2の額を減免する制度を適用し

ており、平成 30年 3 月現在、平成 31年 3 月 31日新築分までが対象となっ

ています。 

高齢者向け住まいの整備状況   （平成 29年度末時点） 

住宅の種類 定員数・戸数 

サービス付き高齢者向け住宅 116戸 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 130人 

養護老人ホーム 50人 

有料老人ホーム 404人 

シルバーハウジング 50戸 

高齢者向け優良賃貸住宅 ※1 106戸 

合計 ※2 856人 

※1 UR賃貸住宅において整備された住宅を含む。 

※2 サービス付き高齢者向け住宅、シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅は戸

数 1戸を 1人とみなして計算する。 
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今後の取り組み 

千葉県の策定する「千葉県高齢者居住安定確保計画（改定版）」（平成 24年

度～32年度）では、高齢者向け住宅等の目標量として、65歳以上人口に対し

て３％以上（平成 32 年）を供給することと定めています。 

本市ではこの考え方に基づき、合計 1,202人分の高齢者向け住宅等を確保す

ることを見込み、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム整備の際に適

切に関与していきます。 

高齢者向け住まいの見込み量   （平成 32年度末） 

65歳以上人口の推計 
見込み量※ 

（65歳以上人口の 3％） 

40,066人 1,202人 

※サービス付き高齢者向け住宅、シルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅は戸数 1

戸を 1人とみなして計算する。 
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基本施策１－３ 介護サービスの質の確保 

介護サービス事業者への指導により、健全な事業運営の確保を図り、保険

給付の適正化を図ります。 

介護サービス提供の場に相談員を派遣し、介護サービスの利用者や家族の

相談、不満や要望等を聴き、介護相談員が気づいたことを事業者へ伝え、サ

ービスの改善や向上を図ります。 

 

① 介護サービス事業者への指導の実施 

現 状 

介護給付等対象サービスの質の確保と、保険給付の適正化を図ることを目的

に、指定する地域密着型サービス事業所などの内、市内に所在する指定事業者

に対する実地指導を、指定の有効期間（6年間）内に 1回以上行うこととなっ

ております。 

これまで対象指定事業所に対し、概ね 3年に 1回の頻度で直接訪問により実

地指導を実施し、運営基準、人員基準、報酬内容等について確認しております。 

加えて、介護保険法改正の際などに、随時指定場所に召集して行う集団指導

を実施しています。 

また、必要に応じ、本市所在の県指定事業所や他市所在の本市指定事業所に

ついても、県や他市町村と協力し、指導や監査を実施しております。 

法改正に伴い、平成 28年度より地域密着型通所介護事業所が、平成 30年

度より居宅介護支援事業所が、市の指定するサービス事業所となり、指定事業

所数が増加したことで、指導等にかかる業務量が増加しています。 

また、居宅介護支援事業所に対しては、ケアプランの点検等、より専門的な

指導体制が必要となっています。 

 

今後の取り組み 

第 7期計画においては、これまでの実地指導の結果等を参考に、実地指導の

頻度の見直しを行い、定期的に実地指導を実施します。 
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実地指導・集団指導の実施状況と見込み         （各年度末時点） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度※ 平成 30 年度※ 

指導対象事業所数 

（指定事業所数） 
19 56 53 87 

実地指導実施事業所数 6 15 15 30 

集団指導実施事業所数 ― 26 ― 34 

※平成 29、30年度は平成 29年 9月末時点の見込み 

 

②介護相談員の派遣 

現 状 

市内に所在する施設系・居住系サービス（介護老人福祉施設、認知症対応型

共同生活介護など）及び通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーション

など）を提供する事業所に対し、市の委嘱する介護相談員を派遣しています。 

介護相談員は、事業所と市との橋渡し役となって、利用者などの疑問や不満、

不安などの相談を受けるとともに、介護相談員が気づいた点をサービス提供事

業者に伝えることにより、サービスの質の向上を図っています。 

また、サービス提供事業者、介護相談員及び保険者の三者の意見交換を重ね

て、サービスの質の改善につなげています。 

現在、介護相談員 2人を１組として訪問していますが、派遣対象事業所数が

増加していることから、1事業所につき 2か月から 3か月に 1回の訪問頻度と

なっています。 

なお、介護相談員の受入れについては、事業所の任意となっているため、す

べての対象事業所への派遣はできていません。 

介護相談員の派遣状況                 （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度※ 

受け入れ事業所数 61 60 65 68 

介護相談員人数 12 14 14 14 

※平成 29年度は平成 29年 11月末時点の見込み 

 

今後の取り組み 

第 7期計画においては、対象事業所すべてに派遣ができるよう、介護相談員

の派遣について事業者及び利用者に周知を図ってまいります。 
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基本施策１－４ 介護給付の適正化計画 

介護給付の適切なサービスの確保と費用の効率化を図るため介護給付費適

正化事業として、介護認定の適正化、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、

縦覧点検・医療情報との突合、介護給付費通知の 5事業を実施します。 

十分な職員体制を整えるとともに、専門的な知識を習得する機会を増やし

てまいります。 

 

① 介護認定の適正化 

現状と今後の取り組み 

認定調査の内容及び結果について点検を実施しており、認定審査会における

一次判定から二次判定の変更率などを分析し、適切かつ公平な要介護認定の確

保を図ります。 

認定申請者数の増加に伴い、認定調査件数、認定審査件数も増加となってお

ります。要介護認定における適正化のデータ件数の増加に対応し分析していき

ます。 

要介護認定調査の項目別選択状況について、国の要介護認定適正化事業の分

析データ等を活用し、分析を行い、要介護認定調査の標準化を図ります。 

介護保険認定申請受付件数              （各年度末現在） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度※ 

受付件数（件） 5,354 5,622 5,934 6,397 

※平成 29年度は平成 29年 10月末時点の見込み 

 

 

② ケアプランの点検 

今後の取り組みと目標 

指定事業所に対し定期的に実地指導を行い、ケアプランの点検を行っていき

ます。 

居宅介護支援事業所については、平成 30 年度より、指定権限が都道府県か

ら市町村へ移譲されることに伴い、実地指導対象事業所数の増加及びケアプラ

ン点検の件数の増加が見込まれます。 

介護給付費の実績から介護給付適正化を推進するため、審査支払業務を委託

している国保連合会より介護給付費点検情報（医療情報と介護給付費の明細書
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の突合、介護給付費適正化システム及びケアプラン分析の情報等）の提供を受

け、個別に点検を行っていきます。 

居宅介護支援事業所等に対し実地指導を行い、また、集団指導の中で主任介

護支援専門員等による介護計画作成能力の向上を目的とした研修会等を実施し、

サービスの質の向上と給付の適正化を図ります。 

第 7期計画における目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

実地指導実施事業所数 10 10 10 

ケアプラン点検件数（件） 100 100 100 

 

 

③ 住宅改修等の点検 

現状と今後の取り組み 

住宅改修費の給付については、給付対象であるかどうか、改修内容が適正で

あるか等、改修前及び改修後の審査を行っています。 

住宅改修費申請の審査については、事前申請により改修可否の判定をし、工

事終了後の事後申請の書類審査を経て保険給付することとしております。 

住宅改修費の給付については、必ず改修事前の申請を受け、詳細な工事の内

訳書や写真等の添付をすることとし、工事内容が適正な改修であるかの点検を

行います。改修事後も、写真等の添付をすることで、改修の確認をいたします。

また、必要に応じ現地の確認を実施していきます。 

 

 

④ 縦覧点検・医療情報との突合 

今後の取り組み 

国保連合会の適正化システムより提供される給付費点検情報を活用し、提供

されたサービスの整合性や算定回数・算定日・入院情報などを突合し、医療と

介護の重複請求の確認を行い、請求誤り等を早期に発見し、過誤申請等に繋げ

るよう努めていきます。 

介護給付費の実績から介護給付適正化を推進するため、審査支払業務を委託

している国保連合会より介護給付費点検情報（医療情報と介護給付費の明細書

の突合、介護給付費適正化システム及びケアプラン分析の情報等）の提供を受

け、個別に点検を行っていきます。 
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⑤ 介護給付費通知の実施 

現 状 

介護保険事業の適正な運営を図るため、介護保険サービスを利用した人に対

し、3 か月ごとに給付費通知を送付し、サービスの利用状況、費用の支払い状

況を提供し、介護保険給付費の適正な執行を図っています。 

介護給付費通知については、発送後、内容についての問い合わせが多数ある

ことから、一定の効果は得られていると捉えていますが、サービス利用者数の

増加に伴い給付費通知件数が増加しています。 

給付費通知報告書 通知件数            （各年度末現在） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

通知件数（件） 17,438 18,389 19,233 

 

今後の取り組みと目標 

介護サービス利用者に対し、定期的に給付費通知を送付し、サービスの利用

状況、費用の支払い状況を提供し、介護保険給付費の適正な執行を図っていき

ます。 

第 7期計画における目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

通知件数（件） 21,200 24,404 25,044 
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第２章 

（基本目標２）安定した日常生活のサポート 
 

基本施策 2－１ 高齢者相談センター（地域包括支援センター）の運営 

 ① 高齢者相談センター（地域包括支援センター）の運営 P.60 

基本施策 2－２ 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事業） 

 ① 多様なサービスの担い手創出 P.64 

 ② 訪問型サービス（第 1号訪問事業） P.65 

 ③ 通所型サービス（第 1号通所事業） P.66 

 ④ その他の生活支援サービス P.66 

 ⑤ 介護予防ケアマネジメント P.67 

基本施策 2－３ 医療と介護の連携体制の構築 

 ① 在宅医療・介護連携推進事業 P.68 

基本施策 2－４ 認知症施策の推進 

 ① 認知症初期集中支援チームの設置 P.72 

 ② 認知症地域支援の推進 P.74 

 ③ 認知症高齢者介護相談 P.75 

 ④ 認知症の人が暮らしやすいまちづくり P.75 

基本施策 2－５ 高齢者の見守り 

 ① 緊急通報装置等による見守り P.78 

 ② 位置情報探索機による見守り P.78 

 ③ 地域住民や地域で活動する事業者による見守り P.79 

 ④ 災害時における避難支援 P.79 

 ⑤ 行方不明となった高齢者への対応 P.79 

基本施策 2－６ 高齢者の権利擁護 

 ① 高齢者の権利擁護 P.80 

 ② 消費者被害の防止 P.80 

 ③ 成年後見制度の利用支援 P.81 

 ④ 福祉サービスの利用援助 P.84 

基本施策 2－７ 高齢者が利用できる福祉サービス 

 ① 日常生活を支援するための事業 P.85 

 ② 高齢者への助成制度 P.87 
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基本施策２－１ 高齢者相談センター（地域包括支援センター）の運営 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続け

られるよう、地域の総合的な相談・支援の窓口として運営されています。 

習志野市では、地域包括支援センターについて、気軽に相談できる場とな

るよう、平成 27年 8 月から「高齢者相談センター」と親しみやすい呼称と

しています。 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職が連携し、どのよう

な支援が必要かを把握した上で、適切な保健・医療・福祉サービスや地域の

支え合い活動等のあらゆる社会資源による支援につなげ、心身の健康の保持

及び生活の安定のために必要な援助を行います。 

また、地域の保健・医療・福祉等の関係者と地域住民との関係機関の連携

を高め、ネットワークの構築を進めます。 

 

高齢者相談センターの配置状況 

 習志野市では、各地域の身近な相談窓口として、日常生活圏域ごとに 1 か所

ずつ高齢者相談センター（地域包括支援センター）を設置しています。 

 

 

  

谷津 
高齢者相談センター 

秋津 
高齢者相談センター 

津田沼・鷺沼 
高齢者相談センター 

屋敷 
高齢者相談センター 

東習志野 
高齢者相談センター 
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①高齢者相談センター（地域包括支援センター）の運営 

現 状 

高齢者相談センターでは、高齢者本人やその家族、地域の高齢者に関する困

りごとへの対応といった業務を中心として、地域の介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）への支援や、介護予防や生活支援サービス等の利用にかかる支援、給

付管理といったマネジメント業務などを行っています。 

第 6 期計画期間からは、高齢者相談センター機能の拡大・充実として、地域

の在宅医療と介護サービスの提供体制の構築、認知症の人が地域で自分らしく

暮らし続けることができる環境づくりの構築、高齢者の社会参加や生活支援の

充実を推進するための地域の担い手やサービスの開発に向けての事業や、地域

ネットワークの構築、地域課題の把握等を推進するための地域ケア会議等を行

っています。 

総合相談支援業務 （手段別相談件数） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

電話相談（件） 5,002 4,292 4,673 

所内相談（件） 1,796 1,548 1,518 

訪問相談（件） 2,809 2,620 2,835 

合計 9,607 8,460 9,026 

 

権利擁護業務 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

実施件数（件） 310 236 229 

 

包括的・継続的ケアマネジメント業務 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

実施件数（件） 1,589 1,699 1,446 

 

介護予防ケアマネジメント（介護予防支援業務） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

実施件数（件） 10,719 [6,712] 11,423 [6,847] 12,084 [7,300] 

 
[ ]内は、委託件数 
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ネットワーク構築に関する活動件数 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

活動件数（件） 433 535 669 

 うち、地域ケア会議 
の実施回数（回） 

18 26 25 

 

課 題 

高齢者人口、特に後期高齢者人口の増加に伴い、地域から寄せられた相談に

対して訪問で対応することが増えるとともに、要支援認定者の増加に伴い給付

管理者数も増加しています。 

また、権利擁護に係る事例や介護サービスに繋がりにくい事例等、困難事例

の対応も増加しています。平成 32 年度にはほとんどの圏域で、高齢者の半数

以上が後期高齢者となることが予測されていることから、相談支援体制の確保

が課題となっています。また、相談内容も高齢者本人だけではなく、家族も含

めた支援が必要となるなど複雑化していることから、多方面での専門性や連携

が必要となっています。 

併せて、高齢者相談センターでは、地域包括ケア体制の構築のために中核的

機関として取り組んでいますが、今後は、これまで蓄積されたネットワーク体

制を強化し、地域課題に対応した取組みや情報発信ができる運営が求められて

います。 

 

圏域別後期高齢者人口                   （単位：人） 

 平成 29年度 平成 32年度※ 平成 37年度※ 

圏域 
高齢者 
人口 

後期 
高齢者 
人口 

後期 
高齢者 
人口 

後期 

谷 津 6,747 3,000 7,161 3,272 7,570 4,006 

秋 津 8,028 3,832 7,961 4,195 7,618 4,836 

津田沼・鷺沼 9,078 4,355 9,342 4,733 9,593 5,424 

屋 敷 7,577 3,646 7,680 3,991 7,739 4,529 

東習志野 7,649 3,600 7,753 3,992 7,743 4,616 

計 39,079 18,433 39,897 20,183 40,263 23,411 

 

 

 

※将来人口推計値 
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今後の取り組み 

第 7 期計画においては、このような状況に対応するため、高齢者相談センタ

ーの運営に必要な人員体制の整備や、関係機関との連携など状況に合わせた対

応をしていきます。 

また、高齢者相談センターの事業の質の向上を図るため、介護保険法で義務

づけられた事業評価については、これまで実施していた高齢者相談センターに

よる自己評価及び市による事業評価と共に、より客観的に評価を行うための第

三者評価（外部評価）を定期的に実施していきます。 

 

習志野市高齢者相談センターの行う業務 

（１）総合相談支援業務 

保健師や看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員が様々な相談に応じ、

適切な保健・医療・福祉サービス及び地域の支え合い活動等のあらゆる社会

資源につなげる等の支援を行っています。相談については、窓口よりも訪問

で対応する割合が増えています。 

（２）権利擁護業務 

高齢者等からの虐待、成年後見制度、消費者被害等の相談に応じるととも

に内容の周知・被害防止の啓発に努めています。対応にあたっては、市役所

担当課、成年後見センター、消費生活センターと連携して業務にあたってい

ます。 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

介護支援専門員と地域の関係機関との連携・協働体制の整備やネットワー

クづくりを支援しています。また、随時、支援困難事例やサービス計画作成

技術等の介護支援専門員への個別指導や相談を行っています。 

（４）介護予防ケアマネジメント業務、指定介護予防支援事業 

平成 29 年度からは、介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、事

業対象者及び要支援１、2の人に対して、介護予防・日常生活支援を目的に、

適切な介護予防サービスや生活支援サービスが効果的に提供されるようケア

プランを作成しています。 

 

 



パブリックコメント用 

第２編  具体的な施策の展開 

第２章 （基本目標２）安定した日常生活のサポート 

63 

（５）在宅医療・介護連携推進事業（P.68参照） 

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進するための業務を市

と協議しながら行っています。 

（６）生活支援体制整備事業（P.103 参照） 

平成 29 年度から各高齢者相談センターに第２層生活支援コーディネータ

ーを配置し、生活支援サービスに関する地域のニーズ把握、地域資源の把握

に努め、生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進する業務を市と連携

して行っています。 

（７）認知症総合支援事業（P.74参照） 

平成 29年度から各高齢者相談センターに認知症地域支援推進員を配置し、

認知症の人又はその疑いのある人や介護者・家族等からの相談に対応してい

ます。また、地域での交流の場や「認知症サポーター養成講座」も開催して

います。 

（８）地域ケア会議の開催 

地域の医療・介護・福祉等の専門職や地域の多様な関係者で、個別ケース

の支援内容の検討・課題分析、高齢者の実態把握や地域課題解決のための地

域包括支援ネットワークの構築のために、主に高齢者相談センター主催で開

催しています。 
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基本施策 2－2 介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防・生活支援サービス事業） 
 

本市では平成 29 年度より介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、要

支援者など（排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるものの、買い物等身

の回りの世話の一部に見守りや手助けを必要とするような高齢者）が、能力

を最大限に活かしつつ、それぞれの状態に応じたサービスを選択でき、また

地域において役割を果たすことにより心身の活動性を向上させ、自立した日

常生活を送り続けられるようにすることを目指しています。 

総合事業の介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所

型サービス、その他の生活支援サービスがあり、これらのサービスは、従前

の介護予防訪問介護（ホームヘルプ）や介護予防通所介護（デイサービス）

と同等のサービスの他にも、人員基準等を緩和したサービスや、住民が主体

となって行う日常生活の支援サービスなど、様々な形態で提供することが可

能となっています。 

また、総合事業のサービス提供と併せて、地域の実情に応じて、住民等の

多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体

制づくりを推進していきます。 

 

①多様なサービスの担い手創出 

現状と課題 

第 6 期計画では、平成 29 年度から、これまでのサービス水準を維持するた

めに、まず、総合事業における介護予防・生活支援サービス事業として、介護

予防給付と同等の従前相当の通所型サービス、訪問型サービスから開始しまし

たが、緩和した基準によるサービスや住民主体のサービスについては、開始で

きていません。 

地域の実情に応じた、多様な主体によるサービスを提供していくためには、

従前相当サービス以外の、緩和した基準によるサービスや住民主体のサービス

について、段階的に実施していく必要があります。 

 

今後の取り組み 

自主的な通いの場や自主活動としてサービスを提供する住民団体、緩和した

基準によるサービスを提供する事業所の創出に努めます。シニアサポーター養

成講座を活用して緩和した基準によるサービスの担い手を育成し、十分な量・
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質のサービスを提供できることを目指します。 

多くの担い手を創出することにより、緩和した基準によるサービスの担い手

としてだけではなく、地域の様々な自主的な通いの場等の支援者となり、継続

して活動することができるとともに、新たな地域の通いの場を展開していくこ

とができます。 

また、通所型サービスでは、短期集中の運動器機能向上プログラムを実施し

ていますが、これらの通いの場が身近な場所にあることによって、参加者がプ

ログラム終了後も、地域の通いの場につながることが期待できます。 

通いの場として活用可能な場所については、公共施設や町会の会館、空き家

等の利活用も視野に入れ、地域資源を有効に利用していく必要があります。 

 

 

②訪問型サービス（第１号訪問事業） 

自宅を訪問し、身体介護や生活援助といったサービスを提供します。 

・従前相当サービス 

訪問介護員による身体介護や生活援助といった、介護予防訪問介護（ホーム

ヘルプ）相当のサービスを提供します。 

・緩和した基準によるサービス 

訪問介護員や市認定ヘルパーによる生活援助等のサービスを提供します。 

・住民主体によるサービス 

住民主体の自主活動として行う生活援助等のサービスを提供します。 

第 7期計画サービス提供量見込み 

  平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

従前相当 計画値（回／年） 4,202 4,443 4,636 

緩和した基準による 計画値（回／年） 467 494 515 

住民主体 計画値（団体） 2 4 5 
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③通所型サービス（第１号通所事業） 

体操やサロンといった通いの場や、介護サービス事業所などを活用し、生活

機能向上のための機能訓練、レクリエーション、入浴等といったサービスを提

供します。 

・従前相当サービス 

生活機能向上のための機能訓練等、介護予防通所介護（デイサービス）相当

のサービスを提供します。 

・緩和した基準によるサービス 

緩和した人員基準等により、ミニデイサービスや運動・レクリエーション等

のサービスを提供します。 

・住民主体によるサービス 

体操・運動等の活動など、自主的な通いの場を提供します。 

・通所型短期集中予防サービス 

生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを

提供します。 

第 7期計画サービス提供量見込み 

  平成 30 年度 平成 31年度 平成 32 年度 

従前相当 計画値（回／年） 5,202 5,501 5,739 

緩和した基準による 計画値（回／年） 578 611 638 

住民主体 計画値（団体） 5 6 7 

通所型短期集中 計画値（人） 35 38 40 

 

 

④その他の生活支援サービス 

訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合に効果のあるサー

ビスを提供します。 

サービスの提供内容は、栄養改善と安否確認を同時に行う配食安否確認サー

ビスがあります。その他、住民主体による訪問型・通所型サービスの体制が確

立されていく中で、提供可能となるサービスを見極めながら検討していきます。 

第 7期計画サービス提供量見込み 

  平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

配食安否確認サービス※ 計画値（回／年） 12,687 13,715 14,765 

※要支援１，２及び基本チェックリスト該当者に対する配食安否確認サービス 
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⑤介護予防ケアマネジメント 

高齢者相談センター（地域包括支援センター）または高齢者相談センターか

ら委託を受けた居宅介護支援事業所により実施されるもので、介護予防の目的

である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ」「要支援・要介護状

態になっても状態がそれ以上に悪化しないようにする」ために、要支援者等の

状態に応じたサービスが一体的かつ効率的に提供されるよう、支援します。 

第 7期計画サービス提供量見込み 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

計画値（回／年） 11,169 12,362 12,899 
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基本施策 2－３ 医療と介護の連携体制の構築 

今後も高齢化が進み、医療や介護など様々なサポートを必要とする人の増

加が見込まれている中、高齢者が疾患を抱えても、自宅等の住み慣れた生活

の場で療養し、生活を続けていくためには、地域における医療・介護の関係

機関が連携して医療・介護の提供を行うことが必要とされています。 

平成 27年度より地域支援事業における包括的支援事業として「在宅医療・

介護連携推進事業」が開始され、その取り組みを進めています。 

平成 29 年度には習志野市の医療・介護連携ネットワークである「あじさ

いネットワーク」が立ち上がりました。地域の医療・介護などに携わる様々

な関係者が顔の見える関係を構築しながら、課題や対応策を検討し、地域に

おける高齢者の暮らしを支えるための医療・介護連携のための仕組みづくり

を進めていきます。 

 

①在宅医療・介護連携推進事業 

●（ア）地域の医療・介護の資源の把握 

現状と今後の取り組み 

平成 27 年度に市内の医療機関、歯科医療機関、薬局、訪問看護ステーショ

ンを対象に、在宅医療・介護に関する調査を実施しました。在宅医療の提供状

況や、今後の取り組みなどについてアンケート調査を行い、平成 28年度に「在

宅医療・介護の提供体制に関する調査結果報告書」として取りまとめました。 

この調査結果により得られた情報の更新・活用については、あじさいネット

ワーク※で検討していきます。 

 

 

●（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

現状と今後の取り組み 

（ア）で行った調査結果から、在宅医療は推進すべきだが、関係者の負担解

消策が必要、在宅医療・介護連携に関する相談支援システムづくり、切れ目な

い在宅医療・介護の提供体制の構築推進、家族の介護負担を軽減するための取

り組み等の課題が抽出されました。 

課題を多職種で共有し、連携により改善できることなどの対応策について、

あじさいネットワーク※などにおいて検討していきます。 
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●（ウ）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

現状と今後の取り組み 

在宅医療については、現在は一部の医療機関、歯科医療機関、薬局、による

訪問診療が提供されています。また、地域の医療機関の医療ソーシャルワーカ

ーによる勉強会「習志野連携の会」が定期的に開催されており、退院支援に重

点をおいた連携が取り組まれています。 

地域の在宅医療・介護を支えるための体制として、医療・介護連携の総合相

談窓口の設置を含め、体制の構築に取り組んでいきます。 

 

 

●（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 

現状と今後の取り組み 

習志野市医師会が中心となり、ICT システムの運用をしています。医師会を

中心として利用している ICT 連携システムの他、千葉県やその他民間組織が開

発・利用を勧めているツールについての情報収集を行いながら、あじさいネッ

トワーク※で多職種・多機関における情報共有のあり方を検討し、支援をして

いきます。 

 

 

●（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

現状と今後の取り組み 

医療機関の医療ソーシャルワーカーと、高齢者相談センターが患者・家族、

住民からの在宅医療・介護の連携に関する主な相談窓口となり、相談支援を行

っています。 

入退院、転院時の各医療機関、施設、介護事業所等との調整が困難な場合の

相談窓口として、医療・介護連携の総合相談窓口を設置していきます。相談に

応じて医療関係者と介護関係者の連携調整や患者・家族の要望を踏まえた地域

の医療機関・介護事業所などの紹介を行えるように取り組んでいきます。 
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●（カ）医療・介護関係者の研修 

現状と今後の取り組み 

医療・介護連携推進のための多職種研修会の開催を医師会と共催で開催しま

した。講義やグループワークを通じて、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、理

学療法士、ケアマネージャー、高齢者相談センター、行政など多職種にわたる

関係者が意見交換を行い、「顔が見える関係づくり」を構築してきました。 

また、地域ケア会議では５つの高齢者相談センターが中心となり、地域の医

療関係者、介護関係者、地域住民、行政関係者が具体的な事例を議論し、地域

課題を抽出するための地域ケア会議を開催しました。 

引き続き、顔の見える関係を構築しながら、事例検討や講義を通して、研修

を実施し、連携強化を支援していきます。 

 

 

●（キ）地域住民への普及啓発 

現状と今後の取り組み 

平成 29 年度に在宅医療・介護連携の啓発を行うためのパンフレットを作成

し、高齢者へ配布をしました。 

介護が必要となった場合に在宅で生活をするために必要な準備や知識等に焦

点をあてた市民向けの講座などを行い、高齢者相談センターと連携しながら、

住民へ普及啓発をしていきます。 

 

 

●（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

現状と今後の取り組み 

東葛南部 6市において、会議を年 2回開催し、意見交換、情報交換を行いな

がら連携をしています。東葛南部 6 市において、今後も意見交換・情報交換を

行っていきます。 
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在宅医療介護連携推進事業の工程イメージ 

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

（ア）地域の医療・介護の資源

の把握 

      

（イ）在宅医療・介護連携の課

題の抽出と対応策の検討 

      

（ウ）切れ目のない在宅医療と

介護の提供体制の構築推進 

      

（エ）医療・介護関係者の情報

共有の支援 

      

（オ）在宅医療・介護連携に関

する相談支援 

      

（カ）医療・介護関係者の研修 

  

      

（キ）地域住民への普及啓発 

  

      

（ク）在宅医療・介護連携に関

する関係市区町村の連携 

      

  

※習志野あじさいネットワーク 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的

に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを

目的とし、平成 29 年 5 月に「習志野あじさいネットワーク」が立ち上がりま

した。会議では、医療・介護連携に関する課題と対応策の協議、情報共有など

の連携体制の整備、地域住民への普及啓発に関する協議等を行っています。 

【構成団体】 

習志野市医師会、習志野市歯科医師会、習志野市薬剤師会、習志野市訪問看

護協議会、習志野連携の会（病院ＭＳＷ）、習志野市、習志野市リハビリ協議

会、習志野市ケアマネ連絡会、習志野健康福祉センター（保健所）、習志野市

リハビリテーション協議会、エーザイ株式会社、習志野市高齢者相談センタ

ー運営法人 

【事務局】 

習志野市 高齢者支援課 

情報の更新（随時） 調査 

課題の抽出 課題の抽出と対応策検討（随時） 

体制の推進 体制の構築 

ツールの検討 運用支援 

窓口の設置 窓口の活用 

研修の実施 

媒体作成・配布 普及啓発 

東葛南部 6市との連携 
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基本施策 2－4 認知症施策の推進 

高齢化の進展、後期高齢者の増加に伴い、認知症の人の数は増加していく

と見込まれています。国の推計では、2012 年（平成 24 年）では高齢者の

7 人に 1 人、2025 年（平成 37 年）には高齢者の 5 人に 1 人が認知症で

あると言われており、習志野市においても認知症の人の数は増加していくと

推定されます。 

認知症は早期に気づいて診断・治療を行い、適切に対応することで、症状

の改善や、進行を遅らせることができる場合もあります。また、症状が軽い

うちに、今後どのように生活していくのかなど、相談機関を利用して、専門

職の意見を聞きながら話し合うことで、将来の生活の準備をすることができ

ます。 

しかし、本人や家族、身近な人が認知症について知識が不足していて発見

が遅れ、症状が進行したり、認知症に対する対応方法がわからず、本人だけ

でなく、周囲も苦しい思いをしたりすることもあります。 

今後増加が推定されている、認知症の人が、可能な限り自宅での生活が送

れるようにするためには、家族や地域における認知症に関する知識の普及啓

発に取り組み、認知症の早期発見、早期対応ができるようにしていくこと、

相談支援体制の充実が必要です。 

 

①認知症初期集中支援チームの設置 

現 状 

認知症になっても認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域

で暮らし続けられるよう、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構

築することを目的として、平成 29 年度より、認知症の人やその家族に早期に

関わる「認知症初期集中支援チーム」（以下「支援チーム」）を設置し、モデル

チームを発足しました。 

また、医療・保健・福祉に携わる関係者から構成される「認知症初期集中支

援チーム検討委員会」（以下「検討委員会」）を設置し、支援チームの活動につ

いて協議しました。 

今後の取り組みと目標 

今後、認知症の人の増加が予想されており、支援チームが円滑に稼働し、地

域の人と医療・介護専門職等、認知症の人とその家族を支える連携体制の構築

が必要となっていることから、第 7 期計画においては、平成 30 年度から支援
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チームを本格設置し稼働します。 

支援チームの活動状況について協議するため、検討委員会において、本市に

おける事業実施についての適正な体制整備について検討します。 

 

第 7期計画における目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

認知症初期集中支援チームによる

介入・支援 件数（件）※ 
12 16 20 

  ※実件数 

 

認知症初期集中支援チームによる支援の流れ 

 

 

 

 

 

  

高齢者、 

家族など 

高齢者相談 

センター 

認知症初期集中支援チーム 

（構成メンバー） 

・専門医 1 名 

・国の研修を受講した専門職の 

チーム員 2 名以上 

チーム員会議の開催 

・アセスメントに基づく専門医受診など

の判断、受診方法の検討 

・介護保険の申請など、在宅生活継続の

ための体制整備の検討 

訪問支援 

相談 連絡 

かかりつけ医・ 

認知症疾患医療センター 
連携 

受
診 

認知症初期集中支援チーム検討委員会 

 （構成メンバー） 

 医療・保健・福祉に携わる関係者 

認知症初期集中支援チームの設置及び活動について検討 
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②認知症地域支援の推進 

●認知症地域支援推進員による取り組み 

現 状 

平成 29年度より、認知症地域支援推進員（以下「推進員」）を、各高齢者相

談センターへ配置しました。 

推進員は、認知症に関する知識の普及啓発や、認知症ケアパスの作成、認知

症の人とその家族への相談支援、地域の高齢者のつどいの場の企画と運営、医

療機関、介護サービス及び地域ボランティアの連携強化等により、支援体制の

構築と、認知症ケアの向上を図る取り組み等を行っています。 

今後の取り組み 

第 7 期計画では、認知症に関する知識の普及啓発や、認知症の人とその家族

への相談支援、高齢者相談センターでの地域の高齢者のつどいの場の企画と運

営の充実を図ります。また、認知症初期集中支援チームと連携し、支援体制の

構築に取り組みます。 

 

 

●認知症カフェ（ならしのオレンジテラス） 

現 状 

認知症の人とその家族が、地域の人や医療と介護の専門職らと集い、お茶や

お菓子を囲んで歓談や相談ができる場として、平成 27 年度より 5 つの日常生

活圏域に 1か所ずつ「認知症カフェ」を設置しました。 

第 6期計画においては、日常生活圏域ごとに 1か所の設置でしたが、認知症

の人やその家族を支える地域づくりを推進するために、認知症カフェの設置・

運営方法についての新たな仕組みづくりが必要となっております。 

認知症カフェの開催実績     （各年度末時点） 

 平成 27年度※ 平成 28年度 

設 置 数 5か所 5か所 

開 催 回 数 14回 60回 

参 加 者 数 448人 1,773人 

※平成 27年度は、平成 28年 1月より設置 

今後の取り組み 

第 7 期計画においては、身近な地域で認知症カフェの開催ができるよう、多

様な設置・運営に向けた体制の構築を目指します。 
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③認知症高齢者介護相談 

現 状 

精神科医師による認知症又は認知症疑いによる本人又は介護者の相談を行い

ました。自分や家族の認知機能低下に不安がある人、対応に困っている人等個々

の状況に応じて、医療面と併せて介護・福祉サービスの活用への助言をすると

ともに、支援が継続されるよう関係機関との連携を図っています。 

認知症高齢者介護相談の実績           （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

開催回数 16回 16回 16回 

相談件数 
実 23人 

延 23回 

実 22人 

延 22回 

実 18人 

延 19回 

今後の取り組み 

第 7期計画においても、取り組みを継続します。 

 

 

④認知症の人が暮らしやすいまちづくり 

●認知症サポーター、キャラバン・メイトの養成と活動支援 

現 状 

認知症の人やその家族が安心して暮らしやすいまちをめざして、認知症を正

しく理解し、地域で見守り支援する認知症サポーターを養成する「認知症サポ

ーター養成講座」を開催しています。 

また、認知症サポーター養成講座の講師となる「キャラバン・メイト」の県

主催の養成研修受講を推進し人材の確保に努めています。 

活動支援・意欲向上のための研修を目的としたキャラバン・メイト連絡会を

実施しています。 

今後の取り組み 

第 7 期計画においても、これらの取り組みを継続するとともに、認知症サポ

ーターの地域での活動を支援するため、フォローアップ研修の充実を図ります。 
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●認知症サポート事業所登録制度 

現 状 

認知症サポーター養成講座を実施した事業所を対象に、平成 27 年度より認

知症の人とその家族を支援している事業所を認知症サポート事業所として登録

し、ホームページ等で公表するとともにその目印として事業所にステッカーを

交付しています。 

 

今後の取り組み 

第 7期計画においても、取り組みを継続します。 

認知症サポート事業所登録制度登録数 （各年度末時点） 

 平成 27年度 平成 28年度 

事業所数 18 41 

 

 

認知症サポート事業所ステッカー 
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民生委員 

高齢者相談員 

自治会 

社会福祉協議会支部 

など 

認知症の人を支える連携体制 イメージ 

介護・福祉 保健・医療 

本人・家族 近隣・地域住民 

連
携
・
支
援 

認知症 

初期集中支援チーム 

ごみ収集 

新聞配達 

商店 

金融機関 

防犯・防災 

など 

生活関連領域 

介護サービス事業者 

ケアマネジャー  など 

かかりつけ医療機関 

薬局 

認知症サポート医 

認知症疾患医療センター 

 

社会福祉協議会 

認知症の人と家族の会 

など 

高齢者相談センター 

（地域包括支援センター） 

診断・治療 

サービス 
提供 

見守り 
早期発見 

見守り 
早期発見 

支援 
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基本施策 2－5 高齢者の見守り 

同居家族のいない高齢単身世帯などの増加にともない、高齢者に対する見

守りの必要性は増している一方で、地域との関係の希薄化・閉じこもりがち

な高齢者の増加などにより、個々に対してまんべんなく見守りを行うことは

難しくなっています。 

このような状況の中、通報装置などによる見守りや、地域で行われる見守

り等を重層的に行うとともに、災害時や行方不明時といった緊急時の対応の

体制を整えることにより、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らし続け

られるよう、支援していきます。 

 

①緊急通報装置等による見守り 

●緊急通報体制整備事業 

現 状 

緊急時に非常ボタンを押すだけで消防署に通報することができる装置を貸与

しています。 

 

●緊急通報サービス事業 

現 状 

緊急時に非常通報ボタンを押すだけで受信センターに通報することができる

携帯端末を貸与しています。 

受信センターでは、24時間 365日体制で急病や健康上の相談等に応じ、必

要時には本人に代わって消防署に通報します。 

 

 

②位置情報探索機による見守り 

●徘徊高齢者家族支援事業 

現 状 

認知症等により徘徊することのある高齢者に対し位置情報探索機を貸与し、

高齢者の安全を確保し、もって介護者の精神的負担を軽減するサービスです。 

利用料の一部を助成することで、介護者の経済的負担の軽減も行います。 
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③地域住民や地域で活動する事業者による見守り 

●高齢者見守りネットワーク 

現 状 

民生委員、高齢者相談員を含む地域住民や、高齢者宅を訪問する機会がある

事業者などが、身近な地域に住む高齢者の異変を感じた際に、高齢者相談セン

ターへ連絡、相談することにより、高齢者をゆるやかに見守る「高齢者見守り

ネットワーク」を推進しています。 

 

 

④災害時における避難支援 

●避難行動要支援者支援事業 

現 状 

災害時に迅速な安否確認、避難支援及び救護活動をするため、要介護認定を

受けている人や障がいのある人など、自力で避難することが困難な人について

名簿並びに避難支援計画書を作成しています。 

 

 

⑤行方不明となった高齢者への対応 

●習志野市 SOS ネットワーク 

現 状 

認知症等により行方不明となった高齢者を速やかに発見するため、警察署、

消防署と連携し、緊急情報メールの配信、習志野市公式ツイッターによる情報

配信、防災行政無線の放送などを活用した「SOS ネットワーク」により市民等

に呼びかけることで情報収集を行い、早期発見に努めています。 

 

目 標 

第 7期計画における目標 

習志野市 SOS ネットワークにより発見できない行方不明の高齢者：0人 
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基本施策 2－6 高齢者の権利擁護 

高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を送ることができる環境づくりが

求められているなか、高齢者が虐待により人権を侵害されることや、判断能

力の低下によって必要なサービスが受けられない、消費被害に遭うこと等か

ら守るため、様々な支援を行っています。 

また、経済的な不利益を受けないように管理することや、生活上に必要な

手続きなど法律行為を支援する成年後見制度を、必要とする人が適切に利用

できるよう、「成年後見センター」の機能強化などにより、支援する体制を作

っていきます。 

 

①高齢者の権利擁護 

現状と今後の取り組み 

市と高齢者相談センターでは高齢者の総合相談窓口として、権利擁護や成年

後見制度に関する相談に応じ、制度の啓発及び情報提供、関係機関の紹介を行

っています。 

また、高齢者虐待防止の取組みとして、介護負担から虐待へと発展すること

が無いよう、必要なサービスや制度の利用につなげ、各関係機関による支援を

導入することで、虐待の早期発見や対応を行っています。 

さらに、関係者間での連携体制を構築しながら、高齢者やその介護家族が孤

立することの無いように努めています。 

また、環境上または経済的理由により自宅での生活が困難な高齢者を保護す

るための施設として、「養護老人ホーム白鷺園」（定員数：50人）を設置し、指

定管理者による運営を行っています。 

第 7 期計画においても、指定管理者へのモニタリング等、適正な運営の継続

に努めます。 

 

 

②消費者被害の防止 

現状と今後の取り組み 

消費生活センターでは、専門の消費生活相談員により、商品やサービスなど

の契約に関する苦情、問い合わせへの対応や、トラブル解決のための支援を行

っています。 

高齢消費者への情報提供と注意喚起、町会等への出前講座や消費生活展など
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各種イベントにおける消費啓発や注意喚起を行っているほか、広報習志野に「消

費生活メモ」を定期的に掲載し、高齢者を含む市民向けに最新の具体例とアド

バイスにより、多様化している消費者トラブルに関する周知を行っています。 

平成 28年度からは、相談窓口開所日を拡大し（第 2土曜日を開所）、相談し

やすい環境を整備しました。 

高齢者に関する消費生活相談の増加、ひとり暮らしの高齢者を狙った悪質な

勧誘など、高齢者の消費者トラブルが全体の 3 割以上を占めており、年々増加

しています。 

高齢者が安心・安全な消費生活を送るために、消費者トラブルに巻きこまれ

ない、また、巻きこまれた場合でも解決のための早急な対応ができる環境をつ

くるため、家庭・地域・事業者・行政などのネットワーク整備を行います。 

 

 

③成年後見制度の利用支援 

●市長による審判申立て 

現 状 

認知症等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を利用する場合に、

親族からの申立てが困難な人について、市長による審判申立てを代行していま

す。また、費用負担が困難な場合は審判申立てに係る費用や、成年後見人等に

支払うべき報酬費用を助成しています。 

市長による成年後見審判申立て数         （各年度末） 

区 分 平成 26 年度 平成 27年度 平成 28年度 

申立件数(件) 1 1 10 

 

成年後見人等報酬費用助成件数          （各年度末） 

区 分 平成 26 年度 平成 27年度 平成 28年度 

助成件数(件) 1 4 1 
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●成年後見センターによる支援 

現 状 

これまで、成年後見制度に関する相談支援を行う「成年後見センター」を設

置し、平成 28年度は月に 2回、平成 29年度は週に１回開設してきました。 

 

今後の取り組みと目標 

第 7 期計画ではセンターを常設化し、相談支援に加え、制度の普及啓発や市

民後見人の養成・育成及び支援、後見人を必要とする人の関係機関への紹介や

後見受任、といった機能を段階的に充実させていきます。 

こうした成年後見センターの機能が整備されるとともに、センターを中核と

して、福祉や法律に関する専門職団体や関係機関、地域住民等との連携ネット

ワークを構築していくよう努めていきます。 

第 7期計画における目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

成年後見センターによる法人後見

新規受任件数（件） 
5 5 5 
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第 7期計画における成年後見センター・各機関の業務イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

習志野市成年後見センター 

・成年後見制度に関する相談 

・法人後見の受任、受任調整 

・市民後見人の養成、支援（指導監督） 

・普及啓発活動 

 
（受任後の役割） 

成年後見センター 

…市民後見人の指導監督 

市民後見人 

…身上監護を中心に実施 

習志野市社会福祉協議会 
福祉サービス利用援助事業では 
対応の難しい人が候補者 

NPO 団体、専門職団体 

弁護士会、司法書士会、社会福祉士会 

他の成年後見センターなど 連携 

習志野市 

・申立て能力のない人の申立代行（市長申立） 

・報酬費等助成 

高齢者相談センター 

障がい者相談支援事業所 

市 民 

 

 

連携 

紹介 紹介 

相談 

 相談  相談 



パブリックコメント用 

第２編  具体的な施策の展開 

第２章 （基本目標２）安定した日常生活のサポート 

84 

④福祉サービスの利用援助 

●福祉サービス利用援助事業 ［習志野市社会福祉協議会］ 

現 状 

習志野市社会福祉協議会では、「介護保険や福祉サービスなど制度の利用の仕

方がわからない」「銀行通帳や年金証書など大事な書類の扱いに不安がある」等、

市内在住の高齢者の人や障がいのある人で利用に必要な契約内容を理解できる

人に対して、福祉サービスを利用するための手続きや日常的な金銭管理を代行

して、地域で安心して暮らすことができるように援助しています。 

契約内容を理解する能力がない人に対しては、関係機関と連携をとりながら、

成年後見制度利用への橋渡しを行っています。 

福祉サービス利用援助事業の実績             （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

相談者 

相
談
人
数 

相
談
・
訪
問
調

査
等
延
べ
回
数 

新
規
契
約
締
結

件
数 

相
談
人
数 

相
談
・
訪
問
調

査
等
延
べ
回
数 

新
規
契
約
締
結

件
数 

相
談
人
数 

相
談
・
訪
問
調

査
等
延
べ
回
数 

新
規
契
約
締
結

件
数 

合計 46 166 4 32 97 5 41 86 4 

うち高齢者 31 127 3 23 70 3 26 64 3 

平成 29年３月末の状況は以下のとおりです。 

・契約件数  ２３件 

・生活支援員 １０名 

課 題 

多様な生活課題を持つ利用者が増えてきており、各関係機関とより連携した

支援が必要となっています。各機関との連携強化とともに、専門員（職員）や

生活支援員の資質向上も必要な状況です。 

今後の取り組み 

当事者を支援する関係機関に事業の周知を図り、必要な人に情報が行き届く

ようにしていきます。また、生活支援員養成講座の実施により生活支援員の発

掘を行うとともに、研修会を実施して育成に努めます。併せて専門員も研修会

に参加し、資質向上に努めていきます。 
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基本施策 2－7 高齢者が利用できる福祉サービス 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、介護保険のサー

ビスだけでなく、高齢者の日常生活を様々な角度から支援する必要がありま

す。 

食生活の支援や外出の移動支援など、生活全般にわたって高齢者を総合的

にサポートしていくサービスや助成制度による支援を行うとともに、それら

を必要とする人に届けられるよう、周知に努めます。 

 

①日常生活を支援するための事業 

●「食」の自立支援事業（配食安否確認サービス） 

現 状 

在宅の高齢者に対して、食にかかわる各種サービスの利用調整を行ったうえ

で、栄養のバランスがとれた食事を提供することで、食生活の自立、健康の増

進等を図り、在宅生活での自立支援することを目的に、平日の夕食の提供及び

安否確認を行い、利用者の健康状態を把握しています。 

平成 29 年度からは、要支援 1，2 の人と基本チェックリスト該当者に対し

ては、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス

事業のひとつとして実施しています。（P.66参照） 

配食安否確認サービス実施実績            （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

利用者数（人） 263  269  244  

配食数（食） 29,085  29,615  27,629  

１日あたり平均配食数（食） 110  110  113  

 

 

●高齢者外出支援事業（タクシー券） 

現 状 

在宅の高齢者に対し、日常生活に必要な交通手段の確保と、その運賃の一部

を助成することにより、経済的負担を軽減し、高齢者の外出を促進することを

目的に、タクシー券（500 円×36 枚（12 か月分））の交付を行っています。 
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タクシー券交付実績と利用実績            （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

交付世帯数（件） 1,184  1,430  1,543  

交付枚数（枚） 36,699  46,293  51,678  

利用枚数（枚） 29,275  36,902  41,562  

利用率（％） 79.8  79.7  80.4  

  

 

●高齢者住宅等安心確保事業（シルバーハウジング） 

現 状 

高齢者が地域社会の中で自立して安全かつ快適な生活を営むことを目的に、

バリアフリー化された住宅（県営住宅）において、ライフサポートアドバイザ

ー（LSA：生活援助員）を配置し、入居者の安否確認、生活相談、緊急時対応

など高齢者が生活しやすい環境整備を行っています。 

高齢者住宅等安心確保事業 利用実績         （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

利用世帯数（世帯） 46 44 48 

利用者数（人） 52 50 54 

※所在地：東習志野 2－10－1（27 戸）、東習志野 2－10－2（23戸） 

 

 

●高齢者及び障がい者戸口収集支援事業 

現 状 

自身でごみを集積所まで出すことが困難な要支援・要介護者等に対して、ご

み出しの負担を軽減することで在宅での生活を支援するため、平成 15 年度よ

りごみの戸口収集を行っています。 

平成 29 年度からは、介護予防・生活支援サービス事業対象者（基本チェッ

クリストにおけるくらし又は運動の基準に該当する人）を対象者に追加しまし

た。 

戸口収集支援事業利用者数（要支援・要介護認定者）（各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

利用者数（人） 

（要支援・要介護認定者） 
110 115 121 
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②高齢者への助成制度 

●高齢者生活援護給付金支給事業 

現 状 

低所得の高齢者の経済的負担を軽減することを目的に、65歳以上で要介護 4

または 5の認定を受けており、市民税非課税世帯に属する人を対象に給付金（年

額 25,000円）の支給を行っています。 

高齢者生活援護給付金 支給実績       （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

支給実績（人） 535 541 569 

 

 

●高齢者入院療養給付金支給事業 

現 状 

長期入院している高齢者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、75歳以上

で年間通算 30 日以上入院しており、市民税非課税世帯に属する人を対象に給

付金（年額 25,000 円）の支給を行っています。 

 高齢者入院療養給付金 支給実績       （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

支給実績（人） 89  88  95  

 

 

●はり、きゅう、マッサージ等施術助成事業 

現 状 

市民の健康保持、増進を目的に、65 歳以上高齢者等に対し、はり、きゅう、

マッサージ、あん摩又は指圧の施術費用を一部助成する利用券（1回 700円×

24枚（12か月分））の交付を行っています。 

はり、きゅう、マッサージ等施術助成事業 利用実績（各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

利用者数（人） 72  61  72  

利用枚数（枚） 905  734  843  
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●敬老祝金事業 

現 状 

市民の長寿を祝し、高齢者の福祉を増進することを目的に、長寿を祝う節目

の年齢の人に敬老祝金を支給しています。 

77歳、88歳、99歳、100歳以上の人に対し祝金を支給しておりましたが、

事業の継続を図るため、課題であった支給対象等を見直し、平成 29 年度より

敬老祝金支給条例を改正しました。 

改正内容としては、77歳への支給廃止及び支給基準日の変更（9月 15日か

ら 4月 1日へ変更）を行いました。 

支給方法についても、現金での支給から、支給対象者の銀行等の本人口座に

振込をする方法に変更しております。 

敬老祝金支給実績              （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

77歳（人） 1,529 1,564 1,397 

88歳（人） 395 432 437 

99歳（人） 20 34 30 

100歳以上（人） 59 48 57 

合計（人） 2,003 2,078 1,921 

 

 

●在宅高齢者紙おむつ支給事業 

現 状 

要介護３、４、５の認定を受けている 65 歳以上の高齢者で、居宅において

現に紙おむつを使用している人に紙おむつを支給することにより、介護者の経

済的負担を軽減し、高齢者が在宅での生活を維持していくための支援を行って

います。 

在宅高齢者紙おむつ支給事業実績      （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

支給実人数(人) 556 593 634 
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第３章 

（基本目標３）いつまでも元気に暮らせる健康づくり 

 

 

 

  

基本施策 3－１ 成人期から取り組む健康づくり 

 ① 健康づくり P.91 

 ② 健康診査とがん検診 P.92 

基本施策 3－2 介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業） 

 ① 要支援、要介護状態となるリスクの高い人の把握 P.94 

 ② 高齢者を対象とした健康教育・健康相談の実施 P.95 

 ③ 介護予防教室の開催 P.96 

 ④ てんとうむし体操（転倒予防体操）の実施と普及 P.99 
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基本施策 3－1 成人期から取り組む健康づくり 

高齢期を迎えても元気で豊かな生活を続けるためには、高齢期になる前の

成人期から健康づくりに取り組むことが大切です。 

健康づくりの総合計画である「健康なまち習志野計画」に基づき、健康相

談、健康教育や健康診査などの事業を実施し、介護予防を見据えた若い世代

からの健康づくりの実践を促進していきます。 

 

①健康づくり 

●健康相談と健康教育の実施 

現 状 

「健康なまち習志野計画」（平成 27 年度～31 年度）に基づく健康増進事業

として随時、電話や面接による健康相談の実施やまちづくり会議、市民からの

依頼による健康教育（まちづくり出前講座等）にて健康づくりについての健康

教育を実施しています。 

また、子どもの頃から健康的な生活習慣を確立するとともに、保護者の生活

習慣の見直しを含めた家族単位での生活習慣病予防の取組を推進するため、小

中学校と連携し、授業において生活習慣病予防健康教育に取り組んでいます。 

 

●健康づくり推進員の育成、支援 

現 状 

市民一人ひとりが健康でいきいきとした生活を送るために市民の健康づくり

を推進する「健康づくり推進員」を育成しています。健康づくり推進員は協議

会を組織し、協議会が主催する年 9 回のウオーキング「習志野発見ウオーク」

や、料理教室「ヘルシーライフ料理教室」の開催に向けた健康づくり推進員の

活動支援を行っています。 

 

●健康マイレージ事業 

現 状 

健康習慣のきっかけづくり・継続・定着をめざし誰もが健康で幸せな生活が

できること及び地域産業の活性化を図ることを目的として、平成 27 年 1 月よ

り健康マイレージ事業を実施しています。 
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日々の健康行動（日常的な運動や地域活動への参加など）でポイントがため

られ協力店で各種サービスを受けられるカードが発行される事業です。 

 

今後の取り組み 

第 7 期計画では、各事業の継続とともに、広報等を活用し、健診やがん検診

受診の必要性、生活習慣病予防についての正しい情報の提供に取り組んでいき

ます。 

 

 

②健康診査とがん検診 

●健康診査 

現 状 

平成 20 年度より、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、習志野市国

民健康保険の被保険者である 40歳～74歳の人に対し「特定健康診査・特定保

健指導」を実施するとともに、後期高齢者医療の被保険者である 75 歳以上の

人については千葉県後期高齢者医療広域連合より委託を受け「後期高齢者健康

診査」を実施しています。 

40歳以上の医療保険に加入していない人に対しては「一般健康診査」を実施

しています。これらの受診率向上により早期発見、重症化予防を推進するため、

未受診者に対して受診勧奨（コールリコール）を実施しています。 

特定保健指導は平成 26 年度より、医師会委託に加え民間委託による積極的

支援を導入し、受けやすい体制づくりに努めています。 

また、平成 28 年度より、国保加入者へのデータヘルス計画に基づき、特定

保健指導対象者以外の人に対し、個別保健事業として血圧の受診勧奨、糖尿病

発症予防および重症化予防健康相談、慢性腎不全予防健康相談を実施していま

す。 

 

今後の取り組みと目標 

第 7 期計画では、これらの取り組みを継続するとともに、対象者への個別通

知、広報習志野への掲載などによる効果的な周知や、集団検診の実施による受

診機会の拡大を図ることで、引き続き受診率向上に取り組みます。 

第 7期計画における目標値 

 平成 30 年度 平成 31年度 平成 32年度 

特定健康診査の受診率 35％ 36％ 37％ 
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●がん検診 

現 状 

「健康増進法」に基づく肺がん、胃、大腸、子宮、乳のがん検診、肝炎ウイ

ルス検診、50歳以上の男性に前立腺がん検診に加え、平成 28年度より胃がん

リスク検診を実施しています。 

未受診者に対する受診勧奨（コールリコール）のほか、要精密検査になった

人への受診勧奨を実施しています。 

 

今後の取り組みと目標 

第 7期計画では、これらの取り組みを継続し、受診率向上に取り組みます。 

第 7期計画における目標値 

高齢者等実態調査結果で、1年以内にがん

検診を受けたと回答した人の割合 

平成 31年度 

（調査実施年度） 

40歳～64歳の人 50％ 

65歳以上の人 50％ 
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基本施策 3－2 介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業） 

平成 29年度から開始した、介護予防・日常生活支援総合事業における「一

般介護予防事業」は、これまで実施していた、一次予防事業と二次予防事業

を区別せずに、市の実情に応じた、効果的かつ効率的な介護予防の取り組み

を推進し、さらに、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけでな

く、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境も含めたバランスのとれた

アプローチができるよう見直しを行うこととされました。 

一般介護予防事業においては、65歳以上のすべての高齢者を対象とし、年

齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実

させ、人と人のつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大してい

くような地域づくりを推進していきます。 

また、地域リハビリテーション事業として、リハ職等を活かした自立支援

に資する取り組みを推進し、介護予防を機能強化していきます。 

 

①要支援、要介護状態となるリスクの高い人の把握 

●介護予防把握事業 

現 状 

平成 29 年度より、特定健康診査及び後期高齢者健康診査の未受診者を「閉

じこもり等何らかの支援が必要と見込まれる高齢者」として把握し、介護予防

や高齢者相談センター等に関するパンフレットを送付することにより、相談先

の周知、介護予防に関する相談等を受けることによって、支援が必要な対象者

の把握に努めました。 

また、後期高齢者健康診査の受診者で、運動器の機能低下が疑われる人に対

しても同様に、パンフレット等の送付により、相談先の周知等を図りました。 

各高齢者相談センターでは、これらの対象者（パンフレット送付対象者）か

らの相談に対し、介護予防についての情報提供を行うとともに、積極的に地域

の集いの場や地域の資源とつなげる等の支援を行っています。 

 

今後の取り組み 

要支援・要介護状態となるリスクの高い対象者の把握は、健診担当課との連

携が不可欠であり、健診を入口としてリスクの高い者の抽出を行い、要介護状

態にある者に多くみられる関連疾患（脳疾患、認知症、転倒骨折等）へのアプ

ローチとして、健診未受診者への受診勧奨の機会とするとともに、介護予防事
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業の参加へつなげる機会としていきます。 

介護予防把握事業 パンフレット送付実績 

 平成 29 年度 

送付数（通） 11,460  

 

 

②高齢者を対象とした健康教育・健康相談の実施 

●高齢者を対象とした健康教育と健康相談の実施 

現 状 

老人クラブや、社会福祉協議会支部の「ふれあい・いきいきサロン」、地域の

サークル、町会など高齢者が集まる活動の場において、主に転倒予防、低栄養

予防、口腔機能向上、認知症予防などの介護予防について健康教育を実施し普

及を図っています。 

また、健康、栄養、歯科に関する相談を保健師、栄養士、歯科衛生士が個別

に電話、面接、訪問で行っています。 

今後の取り組み 

第 7期計画においても、取り組みを継続します。 

 

 

●地域リハビリテーション活動支援事業 

現 状 

平成 29 年度から地域リハビリテーション活動支援事業として、リハビリテ

ーション職による介護予防出前講座を実施し、健康教育の充実を図りました。 

今後の取り組み 

第 7期計画においても、取り組みを継続します。 

 

 

●介護予防推進事業者登録制度 

現 状 

平成 29 年度より、市内で介護予防に資するイベントを実施する事業者、ま

たは市民が介護予防活動を行うための場所の提供が可能な事業者が市に登録し、

市は市民に情報提供を行う「介護予防推進事業者登録制度」の運用に取り組ん
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でいます。 

今後の取り組みと目標 

第 7期計画においても取り組みを継続し、登録事業所の増加を目指します。 

 

③介護予防教室の開催 

現 状 

第 6 期計画では、要支援または要介護状態となるリスクの高い高齢者につい

て、早期に把握し適切な介護予防プログラムを提供することにより、要介護状

態になることの予防を目的として、下記の介護予防教室を開催しました。 

専門職などによる指導で各教室の内容に対する参加者の満足度は高く、すべ

ての教室の参加者に対して、教室参加後４～6か月頃に行ったアンケートでは、

回答者の 8 割以上が健康状態の維持または改善につながっているという結果と

なりました。 

また、運動器の機能向上に関する参加者では、教室終了後には多くの参加者

の体力の維持・向上がみられました。 

 

各介護予防教室の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介
護
予
防
教
室 

教
室
終
了
後 

地域のサロン、つどいの場 

介護保険サービス 

健 康                   虚 弱      要介護・要支援 

（ 加 齢 ） 

転倒予防体操（てんとうむし体操）

の活動場所 

・運動器の機能向上 

・認知症予防 

・閉じこもり予防 

運動・外出機会の習慣化 
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第 6期計画における介護予防教室の開催実績    （各年度末時点） 

種 別 平成 26 年度 平成27年度 平成 28年度 

運動器の機能向上教室 

（理学療法士による個別指導）※ 

実 45人 

延 839回 

実 50人 

延 1,033回 

実 67人 

延 1,386回 

認知症予防の教室 
実 158人 

延 524人 

実 163人 

延 536回 

実 131人 

延 456回 

閉じこもり予防教室 
実 45人 

延 438人 

実 60人 

延 534回 

実 73人 

延 713回 

運動器の機能向上教室 

（スポーツインストラクター

によるグループ指導） 

実 105人 

延 1,032 回 

実 84人 

延 823回 

実 90人 

延 894回 

合 計 
実 353人 

延 2,833 人 

実 357人 

延 2,926回 

実 361人 

延 3,449回 

 ※平成 29年度以降は介護予防・生活支援サービス事業における通所型短期集中 

予防サービスとして実施 

 

第 6期計画における介護予防教室参加者 ※1 の健康状態の状況 ※2 

  

ステップアップ教室 足腰筋力アップ教室 楽らく元気塾 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

改善 20.0% 18.2% 49.1% 26.7% 33.9% 26.8% 

維持 65.0% 77.3% 43.4% 40.0% 56.5% 60.7% 

悪化 15.0% 4.5% 3.8% 6.7% 7.8% 10.7% 

死亡 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

その他 0.0% 0.0% 3.8% 26.7% 1.7% 1.8% 

※1 平成 28年度までは、二次予防事業として要支援・要介護状態となる恐れの高い虚弱

な状態にある人を対象として教室を実施した。 

※2 介護予防教室参加者への個別調査により把握した数値 

 

課 題 

教室の参加中は外出や運動の機会が得られることにより、健康に関する意識

が高まり体力の向上などみられますが、教室終了後も継続して、運動や外出を

習慣化する仕組みがないことが課題となっています。 

また、平成 28 年度までは、二次予防事業対象者把握事業（基本チェックリ

ストによる把握）で把握した対象者に対する参加勧奨をしていましたが、平成
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29年度より、閉じこもり予防教室を除く教室の参加者を一般公募としたところ、

運動器の機能向上教室は参加希望者に対し定員が少ない状況であり、認知症予

防教室は、一般からの応募が定員に満たない場合もあります。 

 

今後の取り組み 

第 7 期計画においては、教室への参加を外出や運動習慣のきっかけとして位

置づけ、教室終了後は地域の通いの場、てんとうむし体操活動場所など他の事

業につなげるなど、高齢者相談センターと連携しながら、運動や外出を習慣化

できるよう、住民の健康づくりを支援していきます。 

運動器の機能向上教室は開催場所を増やし、どなたでも参加していただける

教室として参加可能な人数を増やし、運動習慣のきっかけづくりとして介護予

防に取り組む高齢者の増加に取り組んでいきます。 

また、新規の教室参加者を増やすために、広報での周知とともに、ちらしの

配布やまちづくり会議、出前講座、老人会などを活用して周知方法の充実を図

っていきます。 

第 7期計画における目標値 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護予防教室参加者の合計数（実人数） 350人 350人 350人 

介護予防教室参加者のうち、地域の通いの

場につながった人の人数（実人数）※ 
50人 50人 50人 

介護予防教室参加者のうち、運動習慣化の 

意識を持っている人の割合※ 
80％ 80％ 80％ 

介護予防教室参加者のうち、生活機能が 

維持・向上している人の割合※ 
80％ 80％ 80％ 

※介護予防教室参加者への個別調査により把握する数値  



パブリックコメント用 

第２編  具体的な施策の展開 

第３章 （基本目標３）いつまでも元気に暮らせる健康づくり 

99 

④てんとうむし体操（転倒予防体操）の実施と普及 

現状と今後の取り組み 

平成 16 年度より、地域における介護予防を推進するため、転倒予防を目的

とした習志野市オリジナルの体操である「てんとうむし（転倒無視）体操」を、

健康教育の場で実施しています。 

また、てんとうむし体操の普及啓発を行う「転倒予防体操推進員」の養成及

び活動支援をしています。 

転倒予防体操推進員は、町内の集会所や市内の公園等、地域の身近な場所を

利用し、住民とてんとうむし体操に取り組んでいます。 

平成 20年度から、さらなる普及を図るため、音楽媒体（CD・カセットテー

プ）や映像媒体（DVD・VHS）およびカラーリーフレットを作製したほか、イ

メージキャラクター「てんてんちゃん」を入れた T シャツ・ポロシャツを推進

員に配布し、PR活動に取り組んできました。 

平成 29 年度には、高齢者や聴覚障害の人でも体操を行いやすいよう、DVD

の字幕編集を行いました。 

第 7 期計画においても、地域における介護予防に取り組む人的資源として高

齢者相談センターと協力しながら、取り組みを継続します。 

 

転倒予防体操推進員地域活動の実績           （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27 年度 平成 28年度 

活動場所の数（箇所） 38 41 44 

転倒予防体操 延べ参加人数（人） 25,390 25,390 30,415 

 

てんとうむし体操イメージキャラクター「てんてんちゃん」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



パブリックコメント用 

第２編  具体的な施策の展開 

第３章 （基本目標３）いつまでも元気に暮らせる健康づくり 

 

100 

 

 



パブリックコメント用 

第２編  具体的な施策の展開           

第４章 （基本目標４）地域で支え合う仕組みの拡大 

 

101 

第４章 

（基本目標４）地域で支え合う仕組みの拡大 

 

 

 

  

基本施策 4－１ 高齢者を地域で支える仕組みの拡大 

 ① 生活支援サービス提供体制の整備 P.103 

 ② 高齢者相談員の活動支援 P.106 

 ③ 地域で高齢者を支える市民の養成と活動支援 P.107 

 ④ 地域住民や地域で活動する事業者による見守り活動の推進 P.111 

 ⑤ 習志野市社会福祉協議会による活動 P.112 

基本施策 4－２ 高齢者の社会参加の促進 

 ① 高齢者の就業支援 P.114 

 ② 老人クラブ活動の支援 P.115 

 ③ 老人福祉センターの運営 P.116 

 ④ 高齢者の地域交流の支援 P.117 

 ⑤ 生涯学習参加への支援 P.118 

 ⑥ 生涯スポーツ参加への支援 P.119 

 ⑦ バリアフリーのまちづくりの推進 P.120 
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基本施策 4－1 高齢者を地域で支える仕組みの拡大 

今後ますます高齢化が進展する中で、地域の高齢者のニーズは多様化し、

要支援者など軽度の支援が必要な高齢者にとって、例えば高齢者の病院受診

の付添いや、ごみ出し（粗大ごみ）、サービスの不定期利用など、介護保険サ

ービスだけでは担うことができないサービスや支援の必要性が高くなってい

ます。 

これに対して、地域のボランティアなどの地域活力を活かしたサービスの

提供体制をつくることが必要になっています。 

 生活支援コーディネーターが中心となって、地域住民の方々とともに各地

域での生活支援サービスのあり方を検討していく協議体を活用する等して、

不足するサービスの創出を行います。 

①生活支援サービス提供体制の整備 

●生活支援体制整備事業 

現 状 

要支援者など介護度の軽い高齢者については、IADL（手段的自立度）の低下

により生じる日常生活上の困りごとや外出などに対する支援が求められていま

す。 

第 6 期計画においては、習志野市における互助を基本とした生活支援・介護

予防サービスを創出するため、地域の資源開発やネットワークの構築、担い手

の創出などを行う「生活支援コーディネーター」を、第 1層（市内全域）、第 2

層（日常生活圏域）ごとに配置しました。 

また、市内の生活支援サービスに関する情報共有・連携強化の中核となるネ

ットワーク（協議体）として「地域支え合い推進協議会」を設置しました。 

高齢者相談員協議会では、平成 28 年度と平成 29 年度の２年間にわたり、

近隣市の住民主体の支援活動の場に視察に出向き、その活動体制の実際の状況

を学習いたしました。こうした学びから、行政と住民とが一丸となって、本市

での活動に活かせるよう、今後も協議を継続します。 

今後の取り組み 

第 7期計画では、第 1層の生活支援コーディネーターによる支援のもと、第

2 層に配置した生活支援コーディネーターを中心として、日常生活圏域ごとに

協議体を設置し、各圏域におけるネットワークの強化、資源開発に努めます。 

また、地域における生活支援のあり方について地域住民と協議を重ね、地域
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住民が主体となって、通いの場の創出や、生活上の困りごとをお互いにサポー

トし合えるような仕組みづくりに取り組んでまいります。 

 

第 6期～7期計画における生活支援体制整備の工程イメージ 

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

第１層 

（市域全体） 

      

第２層 

（各日常生活圏域） 

      

 

サービスの充実に向けての考え方 

サロンのような通いの場（通所型サービス）において、支え手と利用者が

分け隔てのない交流を通じて互いの信頼関係を築いていくなかで、訪問での

手伝い（訪問型サービス）の輪が広まり、繰り返しの相互作用で、地域での

支え合いの活動が各地域で広まっていくことが、継続的な支援活動へと育っ

ていくという考えのもと、これらの活動に対する支援やコーディネートを行

ってまいります。 

 

サービスの充実に関する目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

通所型サービス※を提供する団体数（団体） 5 6 7 

訪問型サービス※を提供する団体数（団体） 2 4 5 

※介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体のサービス 

 

  

生活支援コーディネーターの配置 

「地域支え合い推進協議会」の設置 

 通所型サービスの創出 

 

 訪問型サービスの創出 

 

発
展 

資
源
開
発 

生活支援コーディネーターの配置 

協議体の設置 
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生活支援体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・支援を要する人と支援の担い手どうしの 

 マッチング 

・担い手の創出、育成、活動継続の支援 

 第１層 ・ 第２層コーディネーター 

習志野市 

・コーディネーターの配置 

・担い手に対し、補助金等による支援 

地域サロン 

（通いの場） 
家事の支援 

（訪問） 
見守り 

軽度の支援を要する 

高齢者 

支援の担い手 

市民団体・ボランティアグループ 

介護事業者 など 
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②高齢者相談員の活動支援 

現 状 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、定期訪問による見守りや

福祉制度の案内等を行う高齢者相談員協議会を設置しています。 

平成 26 年度までは定員 53 名で活動していましたが、高齢者数の増加等に

対応するため、平成 27年度より定員 55名に増員しました。 

定期訪問以外にも、避難行動要支援者支援事業等の事業に協力し、地域の高

齢者の安全・安心に寄与しています。 

高齢者相談員による定期訪問活動実施状況     （年度末時点） 

区分 平成 26 年度 平成 27年度 平成 28年度 

独居高齢者世帯 1,166 1,103 975 

高齢者世帯 158 114 87 

日中独居世帯 66 81 94 

合計 1,390 1,298 1,156 

 

 

今後の取り組み 

第 7期計画においても、取り組みを継続します。 
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③地域で高齢者を支える市民の養成と活動支援 

●シニアサポーターの養成と活動支援 

現 状 

要支援者など軽度の高齢者については、IADL（手段的自立度）の低下に対応

した日常生活上の困りごとや外出に対する多様な支援が求められています。 

 多様な生活支援サービスや介護予防のサービスを提供することができる人材

として、シニアサポーターの育成を行うため、平成 28 年度より「シニアサポ

ーター養成講座」を行っています。 

シニアサポーター養成講座の実績 （年度末時点） 

 平成 28年度 

開催期数（期） 2 

修了者数（人） 24 

シニアサポーター養成講座のカリキュラム概要（平成 28年度） 

・介護保険制度改正と新しい総合事業について（合計 75分） 

・高齢者の特徴と対応（合計 80分） 

・利用者との接し方について学ぶ（合計 275分） 

・その他（合計 35分） 

・入所施設等での生活援助実習（2日間） 

 

今後の取り組みと目標 

第 7 期計画では、養成講座を継続するとともに、養成したシニアサポーター

が地域の高齢者の生活の支援ができるよう、地域のボランティアなど必要なサ

ービスの活動に関わっていける体制の整備に努めてまいります。 

第 7期計画における目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

シニアサポーター養成講座受講者のうち、 

習志野市ボランティア・市民活動センターへ

登録する人の割合 

100％ 100％ 100％ 
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●市民後見人の養成と活動支援 

現 状 

認知症等により判断能力が十分でない人が成年後見制度を利用する場合に、

本人に代わり、財産管理や必要な介護サービス等の契約行為をする後見人は、

これまで親族や専門職等が担ってきました。 

今後、専門職などの担い手の不足といった理由から、地域の中で社会貢献に

意欲のある人に、きめ細やかな対応が可能な後見人となっていただく市民後見

人の養成が必要となっているため、平成 26 年度より市民後見人養成講座を開

催しています。 

市民後見人養成講座の実績            （各年度末時点） 

区分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

修了者数（人） 27 13 18 

市民後見人養成講座のカリキュラム概要（平成 29年度） 

・成年後見制度について（合計 270分） 

・後見人の業務について（合計 540分） 

・対象者の理解について（合計 270分） 

・社会福祉制度について（合計 490分） 

・現場実習（2日間） 

・その他 

 

今後の取り組みと目標 

第 7 期計画では、養成講座を継続するとともに、平成 30 年度より常設化す

る成年後見センターにおいて、市民後見人が後見業務に関する業務に携われる

よう支援体制の整備に努めてまいります。 

第 7期計画における目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

市民後見人養成講座受講者のうち、習志野市

成年後見センターへ登録する人の割合 
100％ 100％ 100％ 
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●認知症サポーターの養成 

現 状 

認知症の人やその家族が安心して暮らしやすいまちをめざして、地域で見守

り支援する認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催

しています。 

事業所での開催や地域での開催など浸透してきていますが、市主催の養成講

座の参加者は、約 7 割が 60 代以上と若年層の参加が少なく、若年層のサポー

ターの養成が課題となっています。 

認知症サポーター養成講座の実績                   （各年度末時点） 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28年度 

市
主
催 

実施回数（回） 2 3 3 

受講者数（人） 135 135 71 

うち 60 歳以上の受講者（人） 54 82 49 

事
業
所
等 

実施回数（回） 37 31 29 

受講者数（人） 1,026 1,026 767 

 

今後の取り組みと目標 

第 7期計画では、年間 500人のサポーター養成に取り組みます。 

養成にあたっては、市内教育機関での取り組みが進むよう、市教育委員会や

市内教育機関などと連携し、若年層に対する養成講座の開催に努めます。 

また、認知症サポーターの地域での活動を支援するため、フォローアップ研

修の充実を図ります。 

第 7期計画における受講者数の目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

認知症サポーター養成講座受講者数（人） 500 500 500 
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●キャラバン・メイトの養成と活動支援 

現 状 

「認知症サポーター養成講座」の講師役である「キャラバン・メイト」を確

保するため、高齢者相談センター職員や介護従事者、民生児童委員等に、千葉

県が開催するキャラバン・メイト養成研修へ参加していただき、キャラバン・

メイトとして活動していただいています。 

また、キャラバン・メイトを対象に、活動支援・意欲向上のための研修会と

して、キャラバン・メイト連絡会を開催しています。 

キャラバン・メイト登録者数（平成 29年 10月 10日現在）：94人 

 

 

●転倒予防体操推進員の養成 

現 状 

てんとうむし体操（転倒予防体操）の普及啓発を行う「転倒予防体操推進員」

を養成するため、平成 27 年度から転倒予防体操推進員養成講座を実施してい

ます。 

平成 28 年度には新たに 15 名が加わり、102 名が登録しています。（平成

28年度末時点） 

 

転倒予防体操推進員養成講座の実績          （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

新規登録者数（人） ― 15 15 

転倒予防体操推進員数（人） 84 94 102 

 

今後の取り組み 

第 7期計画においても、取り組みを継続します。 
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④地域住民や地域で活動する事業者による見守り活動の推進 

現 状 

民生委員、高齢者相談員を含む地域住民や、高齢者宅を訪問する機会がある

事業者などが、身近な地域に住む高齢者の異変を感じた際に、高齢者相談セン

ターへ連絡・相談することにより、高齢者をゆるやかに見守る「高齢者見守り

ネットワーク」を推進しています。 

これまで、声かけや訪問による見守り活動を支援するツールとして、高齢者

に有益な情報を記載したパンフレットや、高齢者相談センター等の通報先一覧

を携帯できる「連絡先カード」、簡易温度計を貼付した「熱中症予防カード」と

いった物品を作成し、配布しました。 

また、平成 23 年 5 月に発足した「習志野市高齢者見守り事業者ネットワー

ク」は、発足当時 32 事業者と協定を締結し、協力をいただいてきました。平

成 29年 9月時点では 45事業者に拡大しています。 

平成 27 年度からは、協定を締結した事業者による見守りや高齢者に関する

困りごとの対応例などを情報共有し、事業者の連携強化を図るため、「『高齢者

見守り事業者ネットワーク』協力事業者連絡会」を年 1回開催しています。 

高齢者見守り事業者ネットワーク協力事業者数 （各年度末時点） 

 平成 27 年度 平成 28年度 平成 29年度※ 

協定締結事業者数 41事業者  44事業者  45事業者  

  ※平成 29年度は 9月末時点  

 

今後の取り組みと目標 

第 7期計画においても、これらの取り組みを継続します。 

「習志野市高齢者見守り事業者ネットワーク」について、事業者の協力を募

り、50事業者との協定締結を目指します。 
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⑤習志野市社会福祉協議会による活動 

●ふれあい・いきいきサロン 

現 状 

地域の人たちが集い食事会・茶話会・おしゃべり・情報交換をはじめ、参加

者が先生となって手芸・趣味活動に取り組んだり、親睦を深めるための歌やゲ

ームやレクリエーション活動、世代間交流の行事や健康体操や健康チェックな

ど、活動の内容は各支部（16地域）により異なり多岐にわたります。16地域

のすべての支部で「ふれあい・いきいきサロン」活動を行っています。 

参加する方々と運営するボランティアが自由な発想で企画し、自主的に運営

する地域の特性を活かしたサロン活動を推進していることが「ふれあい・いき

いきサロン」の特色です。 

 

今後の取り組み 

地域住民が歩いて行けるより身近な場所で実施している住民同士の交流や仲

間づくり、生きがいづくり、閉じこもり予防・介護予防などを行う地域住民の

集まりを更に増やしていくことで、地域住民が住み慣れた地域で孤立せずいつ

までも安心して生活していける地域づくりにつなげていくことができるのでは

ないかとの思いから、平成３０年度から地域住民を対象とした「地域サロン事

業」に取り組んでいきます。 

 

 

●三世代交流と思いを届ける出前講座 

現 状 

地域の行事やイベントでの三世代交流、学校等も含めた世代間交流を行って

います。 

また、この事業とは別に障がいのある人やその家族などで構成されている団

体の協力をいただき、「想いを届ける出前講座」を実施しています。 

 

今後の取り組み 

習志野市社会福祉協議会のホームページや学校に配布している「福祉図書目

録」を活用して、講座の普及に努めます。 

 また、学校の「福祉教育」や地域の「勉強会」で活用してもらえるよう働き

かけを行っていきます。 
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●住民参加型家事援助等サービス事業 

現 状 

地域の高齢者を中心に、障がい者や子育て中の家庭を対象として、掃除、外

出のお手伝い、話し相手等、身体介護等の専門性を要する援助を除いた「日常

生活のちょっとした困りごと」を、地域住民同士で助けあうサービスを実施し

ています。 

現在 16 支部中 8 支部で実施しており、1 時間 400〜500 円の有償で行わ

れています。 

 

今後の取り組み 

社会福祉協議会広報紙「ふくし習志野」あるいは、社会福祉協議会ホームペ

ージを活用して、この事業を支える協力員を募集していきます。また、ボラン

ティア・市民活動センターとも連携し、養成講座を通じて協力員の発掘・育成

を図り、現在この事業を実施していない 8支部についても実施に向け取り組ん

でいきます。 

また、住民のお困りごとに対応している他の機関の発掘、連携についても検

討していきます。 
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基本施策 4－2 高齢者の社会参加の促進 

高齢になると心身の機能の低下などから、不安感・孤独感が高まってくる

傾向にあります。明るく活力に満ちた高齢社会を実現していくためには、生

きがいを見出し、持ち続けることが大切です。 

高齢者がこれまで培った知識・技能を活かして地域社会で生かすことが生

きがいや地域の活力を生み出し、また、高齢者自身の健康づくり、介護予防

にもつながることから、高齢者が性別や年齢を超えて地域の人々と交流し、

ともに活動できるよう地域で活躍する場の支援や整備を推進していきます。 

 

①高齢者の就業支援 

●シルバー人材センター補助事業 

現 状 

定年退職後等の高齢者に対して、地域に密着した仕事を提供し、高齢者の生

きがいの充実や高齢者の社会参加の促進を図ることを目的に、公益社団法人習

志野市シルバー人材センターに対し補助を行っています。 

シルバー人材センターでは、60歳以上で入会した人に対し就業支援を行うと

ともに、会員の増強活動や就業開拓、普及啓発への積極的な取組により、会員

数は増加傾向となっています。 

シルバー人材センター会員数等の推移         （各年度末現在） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

会員数（人） 930 938 943 

就業率（％） 94.7 96.8 95.0 

契約件数（件） 2,824 2,899 2,802 

延就業人数 107,051 111,116 113,230 

今後の取り組み 

ますます高齢化が進展する中で、高齢者が持つ知識や技能を活かし、就業を

通じて生きがいの充実や活力のある地域社会づくりに寄与できるよう、引き続

き支援を継続します。 

（参考）シルバー人材センター中期基本計画における達成目標 

平成 30年度末の会員数：1,100 人 
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②老人クラブ活動の支援 

●あじさいクラブ活動事業 

現 状 

高齢者の健康維持増進や親睦を目的とした老人クラブの合同組織として「習

志野市あじさいクラブ連合会」を組織し、各種スポーツ大会や芸能大会など、

会員同士の親睦を図っています。 

 

今後の取り組み 

高齢者が住み慣れた地域で元気に活動することで地域の活性化につながり、

地域社会が豊かになることが期待されるため、第 7 期計画においても、引き続

き老人クラブ活動への支援を継続していきます。 

市内老人クラブ数及び会員数 （各年度 4月 1日現在） 

 平成 26 年度 平成 27年度 平成 28年度 

クラブ数 50  50  50  

会員数(人) 2,428  2,417  2,377  

あじさいクラブ連合会主催事業の参加状況 

 平成 26 年度 平成 27年度 平成 28年度 

高齢者スポーツ大会 501  479  490  

グラウンドゴルフ大会 196  152  171  

パークゴルフ大会 200  163  135  

ペタンク大会 42  68  70  

芸能大会 755  753  737  
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③老人福祉センターの運営 

現 状 

習志野市では 2 か所の老人福祉センター（老人福祉センターさくらの家、高

齢者福祉センター芙蓉園）を設置し、指定管理者による運営を行っています。 

現在は指定管理者制度の導入から 10 年以上が経過し、指定管理者による運

営が定着し、健康づくりや各種講座の開催といった法人独自の取り組みが好評

を得ています。 

 

今後の取り組み 

社会参加・仲間づくりにより生きがいを持って日常生活を営むことや、運動

の習慣の継続などにより、心身の機能を維持し、要支援・要介護状態を予防す

ることも期待されます。 

また、介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体の通いの場や、介

護予防教室の開催場所として活用することも可能であるため、第 7 期計画にお

いても運営を継続します。 

  

  老人福祉センターの利用実績            （各年度末時点） 

 老人福祉センターさくらの家 高齢者福祉センター芙蓉園 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

一般利用者数（人） 60,129 56,319 58,931 49,396 51,816 59,383 

団体利用数（人） 998 827 824  598  3,654  2,577 
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④高齢者の地域交流の支援 

●高齢者ふれあい元気事業 

現 状 

高齢者を敬愛し、多世代による地域交流を促進することを目的に、地域や町

会等が主催する各種事業（地域まつり、高齢者を交えた交流会など）に対し、

補助金を交付しています。 

事業開始以来、約 8 割の町会等で実施され、高齢者と地域の交流を図るため

の取組として活用されています。 

高齢者ふれあい元気事業実施状況        （各年度末時点） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

全体町会数 250 249 252 

実施町会数 201 200  202 

実施率(％) 80.4 80.3 80.2 

 

今後の取り組みと目標 

今後も町会等において積極的に本事業が取り組まれるよう、引き続き補助を

していくとともに、未実施の町会等についても実施してもらえるよう努め、実

施率の向上を目指します。 

第 7期計画における目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

高齢者ふれあい元気事業を 

実施する町会の割合(％) 
81.0 82.0 83.0 
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⑤生涯学習参加への支援 

現 状 

市内 7 公民館では、60 歳以上の人を対象とした「寿学級」をはじめ、各種

講座を開講しています。寿学級は高齢者の生きがいと社会参加を促進するため、

毎週水曜日に開催され、年間延べ 6,000人の学級生が一般教養やレクリエーシ

ョン等の学習を通し、親睦を図っています。また、多様化するニーズに対応し

たテーマや、退職後のいわゆる「前期高齢者」をターゲットとした地域参加の

ための講座にも取り組んでいます。 

生涯学習のまちづくりを実践する地域学習圏会議は、市内 7 公民館それぞれ

の地域の特色を活かした活動を展開しており、世代を超えた人々が交流・参加

する場となっています。 

市民カレッジは平成 7 年度から開講し、高度化する市民の学習ニーズに応え

てきました。平成 25 年度より「学びの成果を地域で活かす」ことを目標とし

た新カリキュラムで実施しており、座学より実践的な体験学習を中心に展開し

ております。平成 28 年度までの卒業生は 1,668名にのぼります。 

 

今後の取り組みと目標 

公民館の講座については、地域の高齢者、特に前期高齢者の参加を促進する

ため、多様化するニーズに応えられる魅力的な講座や学習内容の拡充に努めて

いきます。 

市民カレッジについては、新カリキュラムの実施と受講者アンケートの結果

を踏まえ、学習内容の拡充を図ります。アンケート調査の結果によると、受講

生は概ねカリキュラムに満足をしていることから、市民カレッジホームページ

の作成を進め、受講生募集の周知や日々の活動内容のＰＲに努めます。 

第 7期計画における目標 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

寿学級 年間延べ参加者数（人） 6,000 6,000 6,000 

市民カレッジ 受講生数（人） 60 60 60 
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⑥生涯スポーツ参加への支援 

現 状 

スポーツ推進委員が主催する「スポーツ奨励大会」や市民スポーツ指導員が

企画・運営する「地区活動」において、高齢者が参加しやすいスポーツイベン

トが開催され、多くの人が参加しています。 

また、行政と協働で立ち上げた３つの総合型地域スポーツクラブにおいては、

多くの高齢者が会員として活動し、スポーツを通じた健康づくりはもちろん、

地域の人とのコミュニケーションづくりに役立っています。 

さらに、（公財）習志野市スポーツ振興協会では、高齢者のニーズに応じたプ

ログラムや取り組みやすい運動メニューを提供しています。 

生涯スポーツ参加状況                （各年度末時点） 

 平成 27年度 平成 28年度 

総合型地域スポーツクラブ（３クラ

ブ）の 60歳以上の会員数（人） 
424人 397人  

スポーツ奨励大会（歩け歩け大会）の

60歳以上の参加者数（人） 
137人 58人※ 

※平成 28 年度は雨天により参加者数が減少した 

 

課 題 

平成 27年度に実施した「習志野市スポーツ・運動に関する市民アンケート」

によると、高齢者のスポーツ・運動の実施率は他の年代に比べて、高いことが

わかっています。ただし、普段運動する人やイベントや行事への参加者は固定

化している傾向があり、いかに普段運動していない高齢者の参加につなげられ

るかが課題です。 

そのため、新たな参加機会の拡充や魅力あるプログラムの提供を図り、さら

には高齢者の交流の場、生きがいの場として整備・拡充に取り組んでいく必要

があります。 

 

今後の取り組みと目標 

今後も継続して、高齢者が参加しやすいプログラムやイベントを企画し、高

齢者が積極的に取り組み、楽しむことができるよう関係各課やスポーツ推進団

体と連携を図り、支援します。 
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第 7期計画における目標 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

総合型地域スポーツクラブ（３クラ

ブ）の 60歳以上の会員数（人） 
438人 452人 466人 

スポーツ奨励大会（歩け歩け大会）

の 60歳以上の参加者数（人） 
145人 150人 155人 

 

 

⑦バリアフリーのまちづくりの推進 

現 状 

高齢者・障がい者等の移動が困難な人が、住み慣れた地域で自立した生活を

送れるよう、平成 18 年に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」に対応した整備を推進するため、平成 17 年 3 月に策定し

た「交通バリアフリー基本構想」を発展的に見直し、平成 26 年 10 月に「習

志野市バリアフリー移動等円滑化基本構想」を策定いたしました。 

「習志野市バリアフリー移動等円滑化基本構想」の基本理念を「誰もが心身

ともに快適に移動できる やさしいまちづくり」とし、心のバリアフリー（障が

い等に対する正しい理解や支援体制の充実等）とハード面の整備（駅やバス・

タクシー、歩道、信号機等のバリアフリー整備）により、安全に・安心して外

出や施設利用ができる環境をつくり、心身ともに健やかにくらすことができる、

やさしいまちづくりを進めています。 

今後の取り組みと目標 

習志野市バリアフリー移動等円滑化基本構想において重点整備地区に選定し

た 3 地区「JR 津田沼駅・新京成新津田沼駅周辺地区」「京成津田沼駅周辺地区」

「JR新習志野駅周辺地区」について、平成 37 年度を目標年度とする本基本構

想に基づいた「習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画」により、一

体的なバリアフリー整備を図ります。 

また、重点整備地区以外の地区についても、高齢者や障がい者等が円滑に通

行できるよう、道路や公共施設等の新設・改築にあわせて、順次バリアフリー

整備を推進します。 
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習志野市バリアフリー移動等円滑化特定事業計画における目標 

① 当該地区内の主要施設を結ぶ経路のうち、重点的にバリアフリー化を図る

べき経路である「生活関連経路」について、障がい者誘導用ブロック設置

や歩道の段差改善を推進すると共に、バリアフリー対応信号機整備を促進

します。（平成 37 年度 整備率 100％） 

② 公共交通機関について、バス停へのベンチ等の設置、ノンステップバス車

両や福祉タクシー車両の導入を促進します。（平成 32 年度 ノンステップバ

ス導入率 70％） 
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第 5章 各施策の個別目標のまとめ 

 

 

 

 

 
指 標 

第 7期計画の個別目標 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

基本施策 1－1 介護サービス等の提供体制の整備 

 

特別養護老人ホームの新規整備状況 1施設（100床）整備に着手 

認知症グループホームの定員数 179人（新規整備分：36人） 

小規模多機能型居宅介護と複合型

サービスの合計定員数 
116人（新規整備分：58人） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の事業所数 
1事業所（新規整備分：1事業所） 

基本施策 1－2 高齢者の住まいの確保 

 高齢者向け住まいの量 65歳以上人口の 3％ 

基本施策 1－３ 介護サービスの質の確保 

 
市指定介護事業者に対する実地指

導の実施 
定期的に実施 定期的に実施 定期的に実施 

 
施設・居住系、通所系サービス事業

所への介護相談員の派遣 
実 施 実 施 実 施 

基本施策 1－４ 介護給付の適正化 

 介護認定の適正化 実 施 実 施 実 施 

 実地指導実施事業所数 10事業所 10事業所 10事業所 

 ケアプラン点検件数 100件 100件 100件 

 住宅改修等の点検 実 施 実 施 実 施 

 縦覧点検・医療情報との突合 実 施 実 施 実 施 

 介護給付費通知の通知件数 21,200件 24,404件 25,044件 

 

  

基本目標１ 自分に合った生活場所と介護サービスの充実 
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指 標 

第 7期計画の個別目標 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

基本施策 2－1 高齢者相談センター（地域包括支援センター）の運営 

 第三者評価の実施状況 － 実 施 － 

基本施策２－2 介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防・生活支援サービス事業） 

 住民主体による訪問型サービスを

提供する団体数 
2団体 4団体 5団体 

 住民主体による通所型サービスを

提供する団体数 
5団体 6団体 7団体 

基本施策２－3 医療と介護の連携体制の構築 

 医療介護連携の総合相談窓口の設

置状況 
設 置 設 置 設 置 

 医療・介護関係者の研修の実施状況 実 施 実 施 実 施 

 地域住民への普及啓発の実施状況 実 施 実 施 実 施 

基本施策２－4 認知症施策の推進 

 認知症初期集中支援チームによる

介入・対応件数（実件数） 
12件 16件 20件 

基本施策２－5 高齢者の見守り 

 習志野市SOSネットワークにより 

発見できない行方不明高齢者の数 
0人 0人 0人 

基本施策２－6 高齢者の権利擁護 

 成年後見センターによる法人後見

の新規受任件数 
5件 5件 5件 

 

  

基本目標２ 安定した日常生活のサポート 
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指 標 

第 7期計画の個別目標 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

基本施策 3－1 成人期から取り組む健康づくり 

 特定健康診査の受診率 35％ 36％ 37％ 

 高齢者等実態調査結果で、1年以内

にがん検診を受けたと回答した人

の割合（40歳～64 歳） 

－ 50％ － 

 高齢者等実態調査結果で、1年以内

にがん検診を受けたと回答した人

の割合（65歳以上） 

－ 50％ － 

基本施策 3－2 介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業） 

 介護予防推進事業者登録制度登録

事業所数 
2事業所 3事業所 4事業所 

 介護予防教室参加者の合計数 350人 350人 350人 

 介護予防教室参加者のうち、地域の

通いの場につながった人の人数 
50人 50人 50人 

 介護予防教室参加者のうち、運動習

慣化の意識を持っている人の割合 
80％ 80％ 80％ 

 介護予防教室参加者のうち、生活機

能が維持・向上している人の割合 
80％ 80％ 80％ 

 

  

基本目標３ いつまでも元気に暮らせる健康づくり 
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指 標 

第 7期計画の個別目標 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

基本施策 4－1 高齢者を地域で支える仕組みの拡大 

 住民主体による通所型サービスを

提供する団体数 
5団体 6団体 7団体 

 住民主体による訪問型サービスを

提供する団体数 
2団体 4団体 5団体 

 シニアサポーター養成講座受講者のう

ち、習志野市ボランティア・市民活動

センターへ登録する人の割合 

100％ 100％ 100％ 

 市民後見人養成講座受講者のうち、習

志野市成年後見センターへ登録する人

の割合 

100％ 100％ 100％ 

 認知症サポーター養成講座受講者数 500人 500人 500人 

 高齢者見守り事業者ネットワーク協力

事業者数 
50事業者 

基本施策 4－2 高齢者の社会参加の拡大 

 シルバー人材センター会員数 1,100人 － － 

 高齢者ふれあい元気事業を実施す

る町会の割合 
81％ 82％ 83％ 

 寿学級 年間延べ参加者数 6,000人 6,000人 6,000人 

 市民カレッジ 受講生数 60人 60人 60人 

 総合型地域スポーツクラブ（３クラ

ブ）の 60歳以上の会員数 
438人 452人 466人 

 スポーツ奨励大会（歩け歩け大会）

の 60歳以上の参加者数 
145人 150人 155人 

 公共交通機関におけるノンステッ

プバス導入率 
－ － 70％ 

 

 

基本目標４ 地域で支え合う仕組みの拡大 
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第 1章 介護サービス量等の実績と見込み 

第 1節 サービス別の実績と見込み 

 

①居宅サービスの実績と見込み 

●訪問介護 

介護福祉士や訪問介護員（ホームヘルパー）が、要介護者等の自宅を訪問し

て、食事・入浴・排せつなどの身体介助や炊事・掃除・洗濯などの家事支援を

行い、利用者が居宅で日常生活を継続できるよう支援するサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（回／年） 288,731 304,570 311,782 

実績値（回／年） 273,640 280,925 288,801 

予防給付 
計画値（人／年） 4,848 5,184 2,760 

実績値（人／年） 4,753 4,970 2,828 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（回／年） 296,069 311,809 323,479 

予防給付 計画値（人／年） － － － 

※ 介護予防訪問介護は、平成 29年度より介護予防・日常生活支援総合事業に

おける介護予防・生活支援サービス事業に移行しており、予防給付はなくな

ります。 
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●（介護予防）訪問入浴介護 

簡易浴槽を積んだ移動入浴車で、入浴が困難な要介護者等の自宅を訪問し、

身体の清潔の保持や心身機能の向上を図るため、入浴の介護を行うサービスで

す。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（回／年） 7,936 8,368 8,393 

実績値（回／年） 5,132 4,944 5,247 

予防給付 
計画値（回／年） 8 8 10 

実績値（回／年） 1 0 0 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（回／年） 5,885 6,826 7,931 

予防給付 計画値（回／年） 24 24 24 

 

 

●（介護予防）訪問看護 

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、病状が安定期にあり訪

問看護が必要と主治医が認めた要介護者等の自宅を訪問し、療養上の世話や必

要な診療補助となる看護を行うサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（回／年） 30,950 32,605 33,539 

実績値（回／年） 36,229 40,286 43,641 

予防給付 
計画値（回／年） 1,451 1,547 1,642 

実績値（回／年） 3,449 3,671 3,837 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（回／年） 54,895 65,755 77,779 

予防給付 計画値（回／年） 4,579 5,296 5,902 
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●（介護予防）訪問リハビリテーション 

病院・診療所・介護老人保健施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、

要介護者等の自宅を訪問して、心身機能の維持回復及び日常生活の自立支援等

を目的に、医師の指示に基づき必要なリハビリテーションを行うサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（回／年） 9,622 10,141 10,324 

実績値（回／年） 5,892 5,366 4,674 

予防給付 
計画値（回／年） 632 673 714 

実績値（回／年） 772 390 216 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（回／年） 6,029 6,258 6,373 

予防給付 計画値（回／年） 490 490 490 

 

 

●（介護予防）居宅療養管理指導 

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等が要介護者等の自宅を訪問し、定期

的な療養上の管理及び指導等を行うサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／年） 8,340 8,796 9,012 

実績値（人／年） 8,868 9,813 10,368 

予防給付 
計画値（人／年） 396 432 456 

実績値（人／年） 541 742 696 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／年） 12,012 13,236 14,328 

予防給付 計画値（人／年） 1,080 1,272 1,488 
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●通所介護 

居宅の要介護者等が、定員19人以上のデイサービスセンターに通って、入

浴・排せつ・食事等の介護や、生活等についての相談・助言・健康状態の確認

などの日常生活の世話と機能訓練を受けるサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（回／年） 161,183 109,606 114,148 

実績値（回／年） 165,751 117,135 117,318 

予防給付 
計画値（人／年） 4,632 4,944 2,628 

実績値（人／年） 5,323 5,753 3,750 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（回／年） 124,086 129,736 134,730 

予防給付 計画値（人／年） － － － 

※ 介護予防通所介護は、平成 29 年度より介護予防・日常生活支援総合事業におけ

る介護予防・生活支援サービス事業に移行しており、予防給付はなくなります。 

 

●（介護予防）通所リハビリテーション 

居宅の要介護者等が、心身機能の維持回復及び日常生活の自立支援等を目的

に、介護老人保健施設や病院等に通所し、理学療法などの必要なリハビリテー

ションを受けるサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（回／年） 33,572 35,358 36,991 

実績値（回／年） 35,096 34,992 38,127 

予防給付 
計画値（人／年） 1,128 1,212 1,284 

実績値（人／年） 1,626 1,758 1,851 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（回／年） 40,814 44,292 47,723 

予防給付 計画値（人／年） 2,232 2,496 2,748 
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●（介護予防）短期入所生活介護・療養介護 

短期入所生活介護は、要介護者等の心身の状況や、家族の身体的・精神的負

担の軽減を図るために、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期

間入所し、食事・入浴等の介護や機能訓練を受けるサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（日／年） 47,951 50,571 51,949 

実績値（日／年） 45,525 49,990 52,200 

予防給付 
計画値（日／年） 234 248 264 

実績値（日／年） 280 298 159 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（日／年） 60,281 68,159 75,773 

予防給付 計画値（日／年） 131 131 131 

 

●（介護予防）福祉用具貸与 

居宅の要介護者等で、心身の機能が低下し、日常生活を営むことに支障があ

る場合、居宅での日常生活を支援する特殊寝台や車椅子等を貸与するサービス

です。 

現 状 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／年） 16,968 17,880 18,480 

実績値（人／年） 16,742 17,543 18,507 

予防給付 
計画値（人／年） 2,196 2,352 2,496 

実績値（人／年） 3,086 3,532 3,891 

 

今後の見込み 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／年） 20,316 21,660 22,944 

予防給付 計画値（人／年） 5,256 6,336 7,428 
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●（介護予防）特定福祉用具販売 

要介護者等が、居宅で生活を営むために必要な福祉用具のうち、貸与になじ

まない、入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合の購入費用を支

給するサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（千円／年） 13,040 13,668 14,265 

実績値（千円／年） 12,553 11,928 14,313 

予防給付 
計画値（千円／年） 3,436 3,652 3,887 

実績値（千円／年） 2,520 3,239 3,562 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（千円／年） 15,428 16,742 18,373 

予防給付 計画値（千円／年） 4,179 5,375 5,973 

 

 

●（介護予防）住宅改修 

在宅の要介護者等が、実際に居住する住宅について、手すりの取付け等の一

定の住宅改修を行ったときに、改修費を支給するサービスです。 

住宅改修費については、工事費用の全額（上限 20 万円）を施工事業者に支

払った後に、保険負担分（7 割～9 割）を市に申請する「償還払い」と、利用

者の利便性を考慮し自己負担分（1 割～3 割）のみを施工事業者に支払い、保

険負担分の受領を施工事業者に委任する「受領委任払い」の 2 つの方法があり

ます。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（千円／年） 36,166 37,929 39,653 

実績値（千円／年） 28,809 24,394 31,712 

予防給付 
計画値（千円／年） 15,082 16,038 17,080 

実績値（千円／年） 13,276 15,607 17,167 
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第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（千円／年） 38,178 46,461 52,869 

予防給付 計画値（千円／年） 19,268 21,596 25,088 

 

 

●（介護予防）特定施設入居者生活介護 

介護保険法に基づく指定を受けた有料老人ホームなどの高齢者向けの住まい

に入居している要介護者等に対して、入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活

上の援助、機能訓練等を行うサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／月） 358 395 431 

実績値（人／月） 299 312 326 

予防給付 
計画値（人／月） 26 24 23 

実績値（人／月） 35 44 43 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／月） 326 359 394 

予防給付 計画値（人／月） 43 50 57 
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●（介護予防）居宅介護支援 

居宅で介護を受ける要介護者等が、日常生活を営むために必要な居宅サービ

スを受けられるように助言し、支援するサービスです。 

具体的には、要介護者等の心身の状態、置かれている環境や本人・家族の希

望を考慮して、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成するとともに、そのケ

アプランに基づき、居宅サービス事業者等との連絡調整などの支援を行います。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／年） 29,712 31,332 32,640 

実績値（人／年） 28,981 30,045 31,050 

予防給付 
計画値（人／年） 9,816 10,488 11,160 

実績値（人／年） 11,346 11,911 11,121 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／年） 32,544 33,624 34,440 

予防給付 計画値（人／年） 12,648 13,152 13,572 
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②地域密着型サービスの実績と見込み 

 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の

定期巡回と、ケアコールに応じる随時対応を一体的に提供するサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／年） 12 408 408 

実績値（人／年） 20 43 39 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／年） 48 216 420 

 

 

●夜間対応型訪問介護 

要介護者が、可能な限りその居宅において、自立した生活を営むことができ

るように、夜間において、定期的な巡回訪問により、または通報を受け、その

人の居宅において、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話を

行うサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／年） 72 60 60 

実績値（人／年） 42 60 69 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／年） 84 96 96 
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●（介護予防）認知症対応型通所介護 

認知症の居宅要介護者等について、デイサービスセンターに通所し、当該施

設において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話（支援）

及び機能訓練を行うサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（回／年） 8,228 8,227 8,312 

実績値（回／年） 6,374 7,646 8,346 

予防給付 
計画値（回／年） 116 119 121 

実績値（回／年） 0 0 0 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（回／年） 9,634 9,578 9,926 

予防給付 計画値（回／年） 126 126 126 

 

 

●（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

居宅の要介護者等について、その人の心身の状況、その置かれている環境等

に応じて、その人の選択に基づき、事業所への「通い」を中心に、利用者の状

態や希望に対応した「訪問」や「短期間の宿泊」により、入浴、排せつ、食事

等の介護その他の日常生活上の世話（支援）及び機能訓練を行います。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／月） 24 74 74 

実績値（人／月） 0 3 24 

予防給付 
計画値（人／月） 1 1 1 

実績値（人／月） 0 1 3 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／月） 52 66 78 

予防給付 計画値（人／月） 6 6 9 



パブリックコメント用 

第３編  介護保険事業費と保険料の推計  

第１章  介護サービス量等の実績と見込み 

 

139 

●（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

認知症の要介護者等が、共同生活を営む住居（グループホーム）で、入浴、

排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話（支援）及び機能訓練を受けるサー

ビスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／月） 130 166 166 

実績値（人／月） 105 106 120 

予防給付 
計画値（人／月） 1 1 1 

実績値（人／月） 0 0 1 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／月） 148 166 203 

予防給付 計画値（人／月） 1 2 2 

 

 

●地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員 29 人以下の小規模な介護専用型有料老人ホームに入居している要介

護者について、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画に基づき

行われる入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上

の世話を行います。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／月） 0 0 0 

実績値（人／月） 0 0 0 

  

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／月） 0 0 0 

※ 特定施設入居者生活介護（大規模・混合型）で対応が可能なことから、第 7

期計画においては、地域密着型特定施設としての整備を計画には位置付けま

せん。 
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●地域密着型介護老人福祉施設 

常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者（原則、要介護3以上の人）

に対し、定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームにおいて、施設サービ

ス計画に基づいて行われる入浴・排せつ・食事などの介護とその他の日常生活

上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／月） 20 20 20 

実績値（人／月） 20 20 20 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／月） 22 22 22 

 

 

●看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

医療ニーズの高い居宅の要介護者について、その人の心身の状況、その置か

れている環境等に応じて、その人の選択に基づき、事業所への「通い」を中心

に、利用者の状態や希望に対応した「訪問」や「短期間の宿泊」による入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話（支援）及び機能訓練とあわ

せて、訪問看護のサービスを提供します。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／月） 0 0 0 

実績値（人／月） 0 0 0 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／月） 0 14 29 
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●地域密着型通所介護 

居宅の要介護者等が、定員18人以下の小規模なデイサービスセンターに通っ

て、入浴・排せつ・食事等の介護や、生活等についての相談・助言・健康状態

の確認などの日常生活の世話と機能訓練を受けるサービスです。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（回／年） － 60,326 62,825 

実績値（回／年） － 57,984 65,238 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

  平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（回／年） 66,532 68,279 69,990 
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③施設サービスの実績と見込み 

 

●介護老人福祉施設 

常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者（原則、要介護3以上の人）

に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴・排せつ・食事などの介護

とその他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設

です。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／月） 500 500 600 

実績値（人／月） 501 526 536 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／月） 639 652 664 

 

 

●介護老人保健施設 

病状が安定期にあり、看護・介護やリハビリテーションなどの医学的管理が

必要な要介護者に、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下における

介護や機能訓練、その他の必要な医療や日常生活上の世話などを行うことによ

って、在宅復帰を目指す施設です。 

 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／月） 249 252 255 

実績値（人／月） 246 268 265 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31 年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／月） 293 305 317 
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●介護療養型医療施設 

病状が安定期にあり、長期にわたり医療を介した療養が必要な要介護者に、

施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護

や機能訓練、その他の必要な医療や日常生活上の世話などを行う医療施設です。 

平成35年度末で制度が廃止になることから、介護老人保健施設や介護医療院

への転換が見込まれます。 

第 6期計画サービス利用実績 

 平成 27年度 平成 28 年度 平成 29年度（見込） 

介護給付 
計画値（人／月） 26 26 26 

実績値（人／月） 24 27 24 

 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

介護給付 計画値（人／月） 22 20 18 

 

 

●介護医療院 

医療を介した療養が必要な要介護者に対して、日常的な医学管理や看取り・

ターミナルケアといった医療サービスと、介護や機能訓練、日常生活上の世話

などの介護サービスを併せて行う施設です。 

主に介護療養型医療施設からの転換が見込まれることから、転換が進むにし

たがい、徐々に給付が増加することが見込まれます。 

平成 30 年度より創設された新しいサービスであるため、第 6 期計画におけ

る実績はありません。 

第 7期計画サービス利用見込み 

 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護給付 計画値（人／月） 6 13 20 
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第 2節 介護サービス提供量の実績と見込み 

第 6期計画における実績及び達成率 

居宅サービス 

項  目 単位 平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

※見込 

訪問介護 

介護給付 
計画値 

回／年 
288,731 304,570 311,782 

実績値 273,640 280,925 288,801 

達成率 ％ 94.8 92.2 92.6 

予防給付 
計画値 

人／年 
4,848 5,184 2,760 

実績値 4,753 4,970 2,828 

達成率 ％ 98.0 95.9 102.5 

訪問入浴介護 

介護給付 
計画値 

回／年 
7,936 8,368 8,393 

実績値 5,132 4,944 5,247 

達成率 ％ 64.7 59.1 62.5 

予防給付 
計画値 

回／年 
8 8 10 

実績値 1 0 0 

達成率 ％ 12.5 0.0 0.0 

訪問看護 

介護給付 
計画値 

回／年 
30,950 32,605 33,539 

実績値 36,229 40,286 43,641 

達成率 ％ 117.1 123.6 130.1 

予防給付 
計画値 

回／年 
1,451 1,547 1,642 

実績値 3,449 3,671 3,837 

達成率 ％ 237.7 237.3 233.7 

訪問リハビリテー
ション 

介護給付 
計画値 

回／年 
9,622 10,141 10,324 

実績値 5,892 5,366 4,674 

達成率 ％ 61.2 52.9 45.3 

予防給付 
計画値 

回／年 
632 673 714 

実績値 772 390 216 

達成率 ％ 122.2 57.9 30.3 

居宅療養管理指導 

介護給付 
計画値 

人／年 
8,340 8,796 9,012 

実績値 8,868 9,813 10,368 

達成率 ％ 106.3 111.6 115.0 

予防給付 
計画値 

人／年 
396 432 456 

実績値 541 742 696 

達成率 ％ 136.6 171.8 152.6 

通所介護 

介護給付 
計画値 

回／年 
161,183 109,606 114,148 

実績値 165,751 117,135 117,318 

達成率 ％ 102.8 106.9 102.8 

予防給付 
計画値 

人／年 
4,632 4,944 2,628 

実績値 5,323 5,753 3,750 

達成率 ％ 114.9 116.4 142.7 

通所リハビリ 
テーション 

介護給付 
計画値 

回／年 
33,572 35,358 36,991 

実績値 35,096 34,992 38,127 

達成率 ％ 104.5 99.0 103.1 

予防給付 
計画値 

人／年 
1,128 1,212 1,284 

実績値 1,626 1,758 1,851 

達成率 ％ 144.1 145.0 144.2 
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短期入所生活介護 
短期入所療養介護 

介護給付 
計画値 

日／年 
47,951 50,571 51,949 

実績値 45,525 49,990 52,200 

達成率 ％ 94.9 98.9 100.5 

予防給付 
計画値 

日／年 
234 248 264 

実績値 280 298 159 

達成率 ％ 119.7 120.2 60.2 

福祉用具貸与 

介護給付 
計画値 

人／年 
16,968 17,880 18,480 

実績値 16,742 17,543 18,507 

達成率 ％ 98.7 98.1 100.1 

予防給付 
計画値 

人／年 
2,196 2,352 2,496 

実績値 3,086 3,532 3,891 

達成率 ％ 140.5 150.2 155.9 

特定福祉用具販売 

介護給付 
計画値 

千円／年 
13,040 13,668 14,265 

実績値 12,553 11,928 14,313 

達成率 ％ 96.3 87.3 100.3 

予防給付 
計画値 

千円／年 
3,436 3,652 3,887 

実績値 2,520 3,239 3,562 

達成率 ％ 73.3 88.7 91.6 

住宅改修 

介護給付 
計画値 

千円／年 
36,166 37,929 39,653 

実績値 28,809 24,394 31,712 

達成率 ％ 79.7 64.3 80.0 

予防給付 
計画値 

千円／年 
15,082 16,038 17,080 

実績値 13,276 15,607 17,167 

達成率 ％ 88.0 97.3 100.5 

特定施設入居者生
活介護 

介護給付 
計画値 

人／月 
358 395 431 

実績値 299 312 326 

達成率 ％ 83.5 79.0 75.6 

予防給付 
計画値 

人／月 
26 24 23 

実績値 35 44 43 

達成率 ％ 134.6 183.3 187.0 

居宅介護支援 

介護給付 
計画値 

人／年 
29,712 31,332 32,640 

実績値 28,981 30,045 31,050 

達成率 ％ 97.5 95.9 95.1 

予防給付 
計画値 

人／年 
9,816 10,488 11,160 

実績値 11,346 11,911 11,121 

達成率 ％ 115.6 113.6 99.7 
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地域密着型サービス 

項  目 単位 平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

※見込 

定期巡回・随時対応型訪問介護
看護 

計画値 
人／年 

12 408 408 

実績値 20 43 39 

達成率 ％ 166.7 10.5 9.6 

夜間対応型訪問介護 
計画値 

人／年 
72 60 60 

実績値 42 60 69 

達成率 ％ 58.3 100.0 115.0 

認知症対応型通所
介護 

介護給付 
計画値 

回／年 
8,228 8,227 8,312 

実績値 6,374 7,646 8,346 

達成率 ％ 77.5 92.9 100.4 

予防給付 
計画値 

回／年 
116 119 121 

実績値 0 0 0 

達成率 ％ 0 0 0 

小規模多機能型居
宅介護 

介護給付 
計画値 

人／月 
24 74 74 

実績値 0 3 24 

達成率 ％ 0 4.1 32.4 

予防給付 
計画値 

人／月 
1 1 1 

実績値 0 1 3 

達成率 ％ 0 100.0 300.0 

認知症対応型共同
生活介護 

介護給付 
計画値 

人／月 
130 166 166 

実績値 105 106 120 

達成率 ％ 80.8 63.9 72.3 

予防給付 
計画値 

人／月 
1 1 1 

実績値 0 0 1 

達成率 ％ 0 0 100.0 

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護 

計画値 
人／月 

20 20 20 

実績値 20 20 20 

達成率 ％ 100.0 100.0 100.0 

地域密着型通所介護 
計画値 

回／年 
- 60,326 62,825 

実績値 - 57,984 65,238 

達成率 ％ - 96.1 103.8 

 

施設サービス 

項  目 単位 平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

※見込 

介護老人福祉施設 
計画値 

人／月 
500 500 600 

実績値 501 526 536 

達成率 ％ 100.2 105.2 89.3 

介護老人保健施設 
計画値 

人／月 
249 252 255 

実績値 246 268 265 

達成率 ％ 98.8 106.3 103.9 

介護療養型医療施設 
計画値 

人／月 
26 26 26 

実績値 24 27 24 

達成率 ％ 92.3 103.8 92.3 
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推計サービス見込量のまとめ 

第6期計画では、本市の65歳以上人口を114,831人（3年間累計、以下同じ。）

を見込み、高齢化率は22.3％（3年間平均、以下同じ。）と推計していました。

第６期計画期間の実績見込み（各年10月1日現在）では、65歳以上人口は

115,652人、高齢化率は22.6％です。 

第7期計画では、65歳以上人口を119,269人、高齢化率を22.9％と見込ん

でいます。第6期計画値との比較では、65歳以上人口が4,438人、3.9％の増

加となり、高齢化率も0.6％増加し、今後も高齢化が進んでいくものと推計し

ています。 

このような状況を踏まえ、また、施設サービス及び地域密着型サービスの整

備計画（P.46～48）を勘案し、サービス見込量を推計しました。 

 

居宅サービス 

項  目 単位 
計画期間における見込量 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

訪問介護 
介護給付 回／年 296,069 311,809 323,479 

予防給付 人／年 - - - 

訪問入浴介護 
介護給付 

回／年 
5,885 6,826 7,931 

予防給付 24 24 24 

訪問看護 
介護給付 

回／年 
54,895 65,755 77,779 

予防給付 4,579 5,296 5,902 

訪問リハビリテーション 
介護給付 

回／年 
6,029 6,258 6,373 

予防給付 490 490 490 

居宅療養管理指導 
介護給付 

人／年 
12,012 13,236 14,328 

予防給付 1,080 1,272 1,488 

通所介護 
介護給付 回／年 124,086 129,736 134,730 

予防給付 人／年 - - - 

通所リハビリテーション 
介護給付 回／年 40,814 44,292 47,723 

予防給付 人／年 2.232 2.496 2,748 

短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

介護給付 
日／年 

60,281 68,159 75,773 

予防給付 131 131 131 

福祉用具貸与 
介護給付 

人／年 
20,316 21,660 22,944 

予防給付 5,256 6,336 7,428 

特定福祉用具販売 
介護給付 

千円 
15,428 16,742 18,373 

予防給付 4,179 5,375 5,973 
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住宅改修 
介護給付 

千円 
38,178 46,461 52,869 

予防給付 19,268 21,596 25,088 

特定施設入居者生活介護 
介護給付 

人／月 
326 359 394 

予防給付 43 50 57 

居宅介護支援 
介護給付 

人／年 
32,544 33,624 34,440 

予防給付 12,648 13,152 13,572 

 

地域密着型サービス     

項  目 単位 
計画期間における見込量 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 
介護給付 人／年 48 216 420 

夜間対応型訪問介護 介護給付 人／年 84 96 96 

認知症対応型通所介護 
介護給付 

回／年 
9,634 9,578 9,926 

予防給付 126 126 126 

小規模多機能型居宅介護 
介護給付 

人／月 
52 66 78 

予防給付 6 6 9 

認知症対応型共同生活介護 
介護給付 

人／月 
148 166 203 

予防給付 1 2 2 

地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 
介護給付 人／月 22 22 22 

複合型サービス 介護給付 人／月 0 14 29 

地域密着型通所介護 介護給付 回／年 66,532 68,279 69,990 

 

施設サービス 
    

項  目 単位 
計画期間における見込量 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護老人福祉施設 介護給付 人／月 639 652 664 

介護老人保健施設 介護給付 人／月 293 305 317 

介護療養型医療施設 介護給付 人／月 22 20 18 

介護医療院 介護給付 人／月 6 13 20 
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第２章 総給付費等の見込み 

 

 

第6期計画での介護給付費 

第6期計画における給付実績は、平成27年度8,317,899,155円、平成28年

度8,711,936,275円となっています。 

 

第7期計画での介護給付費 見込額 

第7期計画の介護給付費見込額については、第７期計画期間における要介護認

定者数や利用者数の伸び、サービス利用実績や、施設・在宅サービスの施策の

方向性等を勘案して算出しています。 

（単位：円） 

項  目 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計 

 居宅サービス給付
額 

4,454,991,000 4,845,549,000 5,224,105,000 14,524,645,000 

施設サービス給付
額 

3,037,994,000 3,138,715,000 3,233,591,000 9,410,300,000 

地域密着型サービ
ス給付額 

1,288,288,000 1,464,182,000 1,704,667,000 4,457,137,000 

居宅介護支援費給
付額 

523,932,000 541,312,000 554,599,000 1,619,843,000 

特定福祉用具販売
費給付額 

19,607,000 22,117,000 24,346,000 66,070,000 

住宅改修費給付額 57,446,000 68,057,000 77,957,000 203,460,000 

特定入所者サービ
ス費等給付額 

294,418,434 325,405,058 356,843,886 976,667,378 

高額介護サービス
費等給付額 

294,595,875 350,878,691 391,481,695 1,036,956,261 

算定対象審査支払
手数料 

8,870,450 9,597,850 10,384,850 28,853,150 

標準給付費見込額 9,980,142,759 10,765,813,599 11,577,975,431 32,323,931,789 

 介護予防・日常生活
支援総合事業 

338,427,083 357,852,797 373,383,608 1,069,663,488 

包括的支援事業 247,607,200 257,765,200 255,645,200 761,017,600 

地域支援事業費 586,034,283 615,617,997 629,028,808 1,830,681,088 

 

※国による介護報酬改定の内容が判明次第決定 
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【介護保険の費用負担割合】 

 公費 保険料 

国 千葉県 習志野市 
第1号被保険者 

保険料 

第2号被保険者 

保険料 

給付費 

居宅給付費 25% ※ 12.5% 12.5% 23% 27% 

施設給付費 20% ※ 17.5% 12.5% 23% 27% 

地域支援 

事業 

介護予防・日常生

活支援総合事業 
25% ※ 12.5% 12.5% 23% 27% 

包括的支援事業 38.5% 19.25% 19.25% 23% ― 

※給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業の国負担分のうち、5％相当分は、市町

村間の高齢者の所得等に応じて調整。 
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第３章 第１号被保険者の保険料推計 

 

平成30年度から平成32年度までの3年間の標準給付費見込額をもとに、第1

号被保険者の保険料月額を推計しています。 

本計画では、保険料の大幅な値上げを抑制するため、市の介護給付費準備基

金取崩による       円を活用いたします。 

このことにより、本来第6期計画における月額基準保険料は、     円で

あったのに対し、準備基金の繰り入れにより、    円の保険料の負担軽減が

図られ、     円となります。 

なお、本計画と同様の方法を用いて保険料月額を推計すると、2025年度（平

成37年度）の月額基準保険料は、約     円となる見込みです。 

 

項  目 推計結果 

１．標準給付費見込額 円 

２．地域支援事業費 円 

３．第１号被保険者負担分及び調整交付金合計相当額 円 

４．調整交付金見込額 円 

５．財政安定化基金拠出金見込額 円 

６．介護給付費準備基金取崩額 円 

７．財政安定化基金取崩による交付額 円 

８．保険料収納必要額 円 

９．予定保険料収納率 ％ 

10．保険料賦課総額 円 

 

保険料基準額（年額）＝ 保険料賦課総額 ÷ 所得段階別加入割合補正後被保険者数 

≒         円（条例：       円） 

保険料基準額（月額）＝         円 ÷ 12 ≒      円 

  

※国による介護報酬

改定の内容が判明 

次第決定 
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平成30年度から32年度の保険料の所得段階と保険料額は、次のとおりです。 

所得
段階 

対 象 者 
基準額に 
対する割合 

保険料額 
（年間） 

第 1
段階 

生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で世帯全
員が市町村民税非課税の方、又は世帯全員が市町村民
税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入金
額の合計額が 80万円以下の方 

×0.47 27,420 円 

第 2
段階 

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額
と公的年金等収入金額の合計額が 80 万円超 120万円
以下の方 

×0.65 37,930 円 

第 3
段階 

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額
と公的年金等収入金額の合計額が 120 万円超の方 

×0.72 42,010 円 

第 4
段階 

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は
市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公
的年金等収入金額の合計額が 80 万円以下の方 

×0.90 52,520 円 

第 5
段階 

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は
市町村民税非課税で、第 4段階以外の方 

×1.00 58,360 円 

第 6
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が                  
120万円以下の方 

×1.10 64,190 円 

第 7
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が              
120万円超 160万円未満の方 

×1.20 70,030 円 

第 8
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が              
160万円以上 200 万円未満の方 

×1.30 75,860 円 

第 9
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が                
200万円以上 300 万円未満の方 

×1.40 81,700 円 

第 10
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が               
300万円以上 400 万円未満の方 

×1.50 87,540 円 

第 11
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が               
400万円以上 500 万円未満の方 

×1.65 96,290 円 

第 12
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が              
500万円以上 600 万円未満の方 

×1.75 102,130円 

第 13
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が              
600万円以上 700 万円未満の方 

×1.85 107,960円 

第 14
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が             
700万円以上 800 万円未満の方 

×2.00 116,720円 

第 15
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が               
800万円以上 1,000 万円未満の方 

×2.10 122,550円 

第 16
段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が            
1,000万円以上の方 

×2.30 134,220円 

※国による介護報酬改定の内容が判明次第決定 
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①庁内の推進体制 

本計画に定める高齢者保健福祉施策及び介護保険事業は、福祉・保健・医療・

まちづくり・防災など広範囲の分野が関わっています。 

本計画の理念を具体化し、関係施策を効果的かつ計画的に展開していくため

には、庁内の関係各課が緊密に連携して、取り組む必要があります。 

そこで、健康福祉部を中心とする組織体制で、計画の推進を図ります。 

 

 

②関係団体や地域との連携 

様々な人が地域で支え合いに参加するための場の提供や､地域の中での協

働・連携をさらに深め、住み慣れた地域の中で、高齢者を支えながら過ごせる

ような体制づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者とその家族 

協 働 
連 携 

公 

各担当課 

高齢者相談センター 

習志野市 

健康福祉センター など 

民 

医療機関 

介護サービス事業者 

町会・自治会 

社会福祉協議会 

NPO、ボランティア など 

民生委員 

高齢者相談員 
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③近隣自治体との連携及び国、県への要望 

計画を着実に進行するため、近隣自治体や県との連携を図るとともに、財政

的な支援や制度の改善に向けて必要な事項の要望を、国や県に対して行い、制

度の円滑な運用を図っていきます。 

 

 

④計画の進行管理と実績評価 

本計画を着実に実行していくためには、進捗状況を客観的に評価し、点検す

ることが必要です。 

このため本市では、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、介護保険被保険

者、介護サービス事業者から構成する「習志野市介護保険運営協議会」におい

て、介護保険事業や高齢者施策全体にわたり、意見を取り入れながら進行管理

を行います。 

また、本計画において設定した個別目標（P. 123～126）に対する各年度の

実施状況・達成状況について、実績評価を行います。 

第 8期計画の策定にあたっては、この評価結果を踏まえて策定するものとし

ます。 

 

 

 

 

進
行
管
理 

習志野市 光輝く高齢者未来計画２０１８ 

（習志野市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画） 

習志野市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画 

実績評価 

実績評価 

実績評価 

意 見 

実態調査 
パブリックコメント 

市 民 

介護サービス事業者 

介護保険 

運営協議会 


