
若年者「支援をしたいが、何をすればいいのかわからない」……15.4％
地域の高齢者に対する支援の考え方　高齢者実態調査より

　

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
り
、寝
た
き
り
に
な
っ
て

も
、今
ま
で
わ
た
し
た
ち
の
生
活
し
て
い
る
地
域
を
支

え
て
き
た
一
人
で
あ
り
、家
族
の
一
人
で
す
。ま
ず
は
無

関
心
で
い
な
い
こ
と
、知
ら
な
い
ふ
り
を
し
な
い
こ
と
、

そ
し
て
行
動
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

在
宅
要
支
援
、要
介
護
者
の
36
・
1
％
が「
付
き
合

い
は
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
」と
回
答
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
一
般
世
帯
の
17
・
1
％
が
一
人
暮
ら
し
、も
し

く
は
高
齢
夫
婦
世
帯
で
す
。お
近
く
に
こ
う
い
っ
た

世
帯
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
最
近
お
見
か
け
し
ま
す

か
？
話
し
か
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
そ
し
て

自
分
が
介
護
に
な
っ
た
と
き
、ど
ん
な
ま
ち
だ
っ
た

ら
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
の
か
、考
え
た
こ
と
は
あ
り

ま
す
か
？
気
づ
く
こ
と
、考
え
る
こ
と
は
、お
金
の
負

担
も
極
端
な
労
力
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。で
き
る
こ

と
は
人
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。ま
ず
は
自
分
の
で
き

る
こ
と
を
行
動
に
移
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

本
市
で
は
、総
合
計
画
の
1
つ
の
施
策
と
し
て

「
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
自
立
促
進
と
社
会
参
加
」

を
掲
げ
、高
齢
者
の
皆
さ
ん
の
社
会
参
加
の
促
進
、

介
護
予
防
の
充
実
な
ど
、支
援
体
制
の
整
備
に
努
め

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、行
政
の
力
だ
け
で
は
な
く
、高
齢
者
自

身
も
自
ら
の
生
き
が
い
、趣
味
を
見
つ
け
、地
域
活

動
の
中
に
加
わ
っ
て
も
ら
い
、地
域
で
は
高
齢
者
の

気
持
ち
を
理
解
し
、見
守
る
体
制
を
作
り
上
げ
て
い

く
。こ
の
支
え
あ
い
、助
け
合
い
の
精
神
が
介
護
保
険

制
度
の
根
本
的
な
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
力
添
え
を
い
た
だ
い
て
い

て
、す
べ
て
の
高
齢
者
が
こ
の
住
み
な
れ
た
郷
土
で
、

生
き
が
い
の
あ
る
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、環
境
づ
く
り
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
な

こ
と
で
す
。

　

介
護
保
険
制
度
は
高
齢
者
に
対
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。皆
さ
ん

か
ら
の
介
護
保
険
料
を
使
い
、介
護
が
必
要

な
人
に
最
大
限
の
効
果
が
あ
る
よ
う
に
介

護
支
援
専
門
員
が
作
成
し
た
計
画
書（
ケ

ア
プ
ラ
ン
）に
沿
っ
て
環
境
の
整
備
や
、心
身

の
ケ
ア
を
行
な
い
ま
す
が
、家
族
や
地
域
背

景
の
す
べ
て
を
網
羅
し
た
制
度
に
ま
で
は

育
っ
て
い
ま
せ
ん
。ま
た
制
度
だ
け
で
は
カ

バ
ー
で
き
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。カ
バ
ー

で
き
な
い
部
分
を
読
み
取
り
、個
人
や
地
域

で“
何
が
で
き
る
か
？
”を
学
校
や
ご
家
庭

で
考
え
る
時
間
を
持
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

左
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、平
成
20
年
に
実

施
し
た「
高
齢
者
実
態
調
査
」の
回
答
の
抜

粋
で
す
。紙
面
の
都
合
で
す
べ
て
を
記
載
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、介
護
保
険
制
度

の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
に
わ
た
し
た
ち
が
、何

を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
考
え
る
材
料

に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

※�

高
齢
者
実
態
調
査
は
３
年
に
１
度
、高
齢

者
の
動
向
や
現
状
、サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状

況
、要
望
な
ど
を
把
握
す
る
た
め
実
施
さ

れ
ま
す
。実
態
調
査
を
も
と
に
作
成
さ
れ

た
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

い
ま
で
き
る
こ
と
―
―
―

考
え
る
こ
と
―
―
―
―

知
る
こ
と
―
―
―
―

グループホームの家庭菜園で作業する皆さん

みんなでできること
～ あ り が とう の あ る ま ち に ～

⑴近所付き合いの程度
　一般高齢者　　　　 「あいさつをする程度」� ��������� 48.2%
　　　　　　　　　　 「親しく付き合っている」� ��������� 46.5%
　若年者　　　　　　 「挨拶をする程度」� ����������� 68.7%
　在宅要支援・要介護者「あいさつをする程度」� ��������� 38.3%
　　　　　　　　　　 「付き合いはほとんどしていない」� ����� 36.1%
　サービス未利用者　 「あいさつをする程度」� ��������� 42.3%

⑵地域の高齢者に対する支援についての考え方
　一般高齢者「近所に住むものとして、できる範囲で支援したい」� �� 44.1%
　　　　　　「支援をしたいが、自分の生活で精一杯でその余裕がない」�32.9%
　若年者　　「支援をしたいが、自分の生活で精一杯でその余裕がない」�38.9%
　　　　　　「近所に住むものとして、できる範囲で支援したい」� �� 36.5%
　　　　　　「支援をしたいが、何をすればいいのかわからない」��� 15.4%�

⑶保健福祉施策の不満の内容
　在宅要支援・要介護者「在宅で介護をする家族に対する支援が少ない」�40.5%
　　　　　　「在宅介護を支えてくれるサービスが少ない」� ���� 25.3％
　　　　　　「介護してくれる施設がない」� ����������� 25.3%
　　　　　　「移送サービスがない」��������������� 22.8%
　一般高齢者「介護してくれる施設が少ない」� ���������� 52.8%
　　　　　　「在宅介護を支えてくれるサービスがない」� ����� 34.2%
　　　　　　「在宅で介護をする家族に対する支援が少ない」���� 33.7%
　　　　　　「緊急通報サービスがない」������������� 31.2％
　　　　　　「利用者が介護サービスを適切に選択することができる環境がない」� 31.2%
　　　　　　「認知症高齢者グループホームがない」�������� 30.2%

　　※�一般高齢者…介護保険の認定を受けていない65歳以上の人
　　※若年者…40歳から64歳の人

介護保険料のお支払いについて
　

皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く

保
険
料
は
、介
護
保
険
を
支
え
る

大
切
な
財
源
で
す
。保
険
料
の
納

付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。�

　

納
付
期
限
か
ら
１
年
以
上
、特
別

な
事
情
が
な
い
の
に
介
護
保
険
料
を

納
め
て
い
な
い
人
は
、滞
納
期
間
に
応

じ
て
次
の
よ
う
な
保
険
給
付
を
制
限

さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。��

第
１
号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
）の
場
合

●
１
年
以
上
滞
納
す
る
と

①�

支
払
方
法
が

　

変
更
に
な
り
ま
す

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
は

１
割
か
ら
10
割
に
な
り
、９
割
分
は

後
で
市
か
ら
払
い
戻
し
を
受
け
る
た

め
の
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す（
保

険
給
付
の
償
還
払
い
）。

●
１
年
６
カ
月
以
上
滞
納
す
る
と

②
保
険
給
付
が

　

一
時
差
し
止
め
ら
れ
ま
す

　

さ
ら
に
滞
納
が
続
く
と
、利
用
者

負
担
は
全
額
自
己
負
担
に
な
り
、申

請
し
て
も
９
割
分
が
払
い
戻
し
さ
れ

な
く
な
り
ま
す（
保
険
給
付
の
一
時

差
し
止
め
）。保
険
給
付
が
一
時
差
し

止
め
に
な
っ
て
も
保
険
料
を
納
付
し

な
い
場
合
に
は
、差
し
止
め
ら
れ
た

保
険
給
付
額
が
滞
納
保
険
料
に
充
て

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
２
年
以
上
滞
納
す
る
と

③
利
用
者
負
担
が

　

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

　

保
険
料
未
納
期
間
に
応
じ
て
、利

用
者
負
担
額
が
１
割
か
ら
３
割
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。ま
た
、高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費（
１
割
の
利
用
者
負
担

が
高
額
に
な
り
、一
定
額
を
超
え
た

場
合
に
支
給
さ
れ
る
費
用
）の
支
給

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

利
用
者
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
る

期
間
は
、保
険
料
の
未
納
期
間
が
長

い
ほ
ど
長
く
な
る
よ
う
に
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
措
置
は
現
在
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
て
い
な
い
場
合
で
も
、将
来
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
適
用
に

な
り
ま
す
。

※�

滞
納
が
２
年
以
上
続
く
と
、介
護

保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
・
滞
納
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

介護報酬改定（プラス3％）に伴う保険料上昇分が軽減されます

■改定による保険料の上昇分を3年間均等に軽減した場合のイメージ
3年間均等に軽減

改定による保険料
の増加分

本来の保険料
基準額

3年間均等に軽減
した場合の
第4期保険料基準額

国の特別対策により
2年間軽減された
保険料上昇のイメージ

（青色の部分）

自然増を含む
保険料

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

高齢者に関するさまざまなご相談は…
合志市地域包括支援センター(西合志庁舎)　☎２４２－１１２４

介護保険制度、高齢者福祉に関するご相談は…
高齢者支援課 高齢者保険班(西合志庁舎)　☎２４２－１１０９

　平成21年4月から介護に従事する人の処遇改善のため
に、介護報酬改定（プラス3％）が行なわれました。
この改定が反映され、介護保険料も上昇しますが、急激な
上昇とならないように国の特別対策による軽減措置が実施
されます。
　国の特別対策により軽減されるのは、改定による平成21年

度の保険料上昇分の全額と、改定による平成22年度の保険
料上昇分の半額ですが、わたしたちの市では、平成21年度～
平成23年度の3年間の改定による保険料の上昇分を均等に
軽減し、第4期保険料基準額を本来の基準額より低く設定する
こととしました。このことにより、平成21年度～平成23年度の保
険料は、所得段階に変更がなければ3年間同額となります。
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