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整合

第６期計画
平成27(2015)年度

～

平成29(2017)年度

第７期計画
平成30(2018)年度

～

令和２(2020)年度

第８期計画
令和３(2021)年度

～

令和５(2023)年度

第９期計画
令和６(2024)年度

～

令和８(2026)年度

団塊世代が65歳に

令和７(2025)年

団塊世代が75歳に

令和22(2040)年

団塊世代ジュニアが65歳に

令和22(2040)年までの見通し

第14期計画
令和21(2039)年度

～

令和23(2041)年度



 



 



 

○次期計画期間中には、団塊の世代が全員７５歳以上となる２０２５年を迎えることに

なる。 

○高齢者人口がピークを迎える２０４０年を見通すと、８５歳以上人口が急増し、医

療・介護双方のニーズを有する高齢者など様々なニーズのある要介護高齢者が増加す

る一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。 

○都市部と地方で高齢化の進みが大きく異なるなど、これまで以上に中長期的な地域の

人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに、

地域の実情に応じて地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場

の生産性の向上を図るための具体的な施策や目標を優先順位を検討した上で、介護保

険事業（支援）計画に定めることが重要となる。 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス

種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サ

ービス基盤を計画的に確保していくことが必要 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効

果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共有

し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模

多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普

及 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの

整備を推進することが重要 

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による

在宅療養支援の充実 



 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るもので

あり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住

民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合事業

の充実を推進 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的

支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも期

待 

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めることが

重要 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離

職防止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の経

営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用。 

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 
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出典：住民基本台帳（令和３～５年） 

コーホート変化率法による推計（令和６年～） 

【高齢者年齢２区分人口】 【高齢者年齢２区分構成割合】 

出典：住民基本台帳（令和５年） 

コーホート変化率法による推計（令和６年～） 
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出典：介護保険事業状況報告月報（令和５年５月分） 

出典：見える化システム 
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出典：見える化システム 

※調整済み認定率指標は、「どの地域も全国平均と全く同じ第１号被保険者の性・年齢構成である」と仮定した上

で算出しているため、実際の認定率の分布状況とは異なります。 

 

※調整済み認定率とは、認定率の大小に大きな影響を及ぼす「第 1 号被保険者の性・年齢別人口構成」の影響を除

外した認定率を意味します。 

一般的に後期高齢者の認定率は前期高齢者のそれよりも高くなることがわかっています。第 1 号被保険者の性・

年齢別人口構成が、どの地域も、ある地域又は全国平均の 1 時点と同じになるよう調整することで、それ以外の

要素の認定率への影響について、地域間・時系列で比較がしやすくなります。後期高齢者の割合が高い地域の認

定率は、調整することで下がります。 
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出典：見える化システム 
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出典：見える化システム 

※ 調整済み認定率指標は、「どの地域も全国平均と全く同じ第１号被保険者の性・年齢構成である」と仮定した上

で算出しているため、実際の認定率の分布状況とは異なります。 

 

※ 第 1号被保険者に占める後期高齢者の割合が全国平均よりも高い地域は、調整を行っていない給付月額より調整

済み給付月額が低くなる傾向があります。 
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82.5%

82.0%

7.4%

8.3%

7.6%

6.7%

2.5%

3.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

令和４年度

（N=1,698）

令和元年度

（N=1,997）

介護 ・ 介助は必要ない
何らかの介護 ・ 介助は必要だが、現在は受けていない
現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）
無回答

32.6%

16.3%

24.8%

13.2%

2.3%

0.8%

24.0%

15.5%

33.1%

12.8%

16.5%

7.5%

3.0%

3.8%

32.3%

17.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

配偶者（夫・妻）

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

介護サービスのヘルパー

その他
令和４年度（N=129）

令和元年度（N=133）

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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13.0%

11.4%

8.3%

5.1%

11.8%

5.1%

1.6%

10.6%

5.5%

7.1%

18.5%

8.3%

10.6%

14.6%

2.8%

13.0%

14.0%

5.7%

6.4%

10.0%

8.0%

4.0%

7.7%

3.3%

5.4%

19.1%

9.4%

17.4%

9.0%

0.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

関節の病気（リウマチ等）

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

糖尿病

腎疾患（透析）

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢よる衰弱

その他

不明
令和４年度（N=254）

令和元年度（N=299）

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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10.1%

51.1%

3.2%

8.4%

15.3%

16.1%

6.4%

5.7%

10.2%

15.0%

2.8%

3.2%

1.8%

1.1%

0.5%

0.5%

19.7%

6.1%

9.2%

12.8%

45.7%

3.7%

8.1%

12.5%

14.0%

5.9%

6.0%

8.1%

14.0%

4.2%

3.0%

1.0%

1.2%

0.5%

0.6%

18.2%

6.4%

9.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ない

高血圧

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

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

その他

令和４年度（N=1,698）

令和元年度（N=1,997）

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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12.9%

37.8%

24.1%

3.8%

44.1%

11.2%

7.3%

33.2%

18.7%

3.2%

35.8%

12.8%

12.0%

36.2%

21.7%

4.5%

38.2%

15.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

運動器機能低下リスクあり

認知機能低下リスクあり

口腔機能低下リスク

閉じこもりリスクあり

うつリスクあり

IADL低下

世帯状況と生活機能リスク

高齢者独居(N=286) 高齢者夫婦(N=695 その他(N=650)

8.0%

32.7%

18.2%

2.0%

33.9%

9.1%

11.9%

38.3%

23.5%

5.1%

42.4%

16.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

運動器機能低下リスクあり

認知機能低下リスクあり

口腔機能低下リスク

閉じこもりリスクあり

うつリスクあり

IADL低下

社会参加の状況と生活機能リスク

週1回以上社会参加あり（N=747） 週1回以上社会参加なし（N=741）

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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9.1%

31.8%

17.7%

1.0%

31.9%

9.7%

10.9%

37.7%

23.4%

5.6%

43.1%

16.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

運動器機能低下リスクあり

認知機能低下リスクあり

口腔機能低下リスク

閉じこもりリスクあり

うつリスクあり

IADL低下

知人・友人との交流の状況と生活機能リスク

週1回以上知人・友人と交流あり（N=683） 週1回以上知人・友人と交流なし（N=956）

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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36.5%

37.9%

57.8%

58.0%

5.7%

4.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

令和４年度

（N=1,698）

令和元年度

（N=1,997）

はい いいえ 無回答

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

59.9%

69.0%

66.0%

28.9%

50.8%

5.1%

34.6%

64.4%

65.0%

33.3%

53.0%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

認知症に関する相談窓口を知っている

認知症に関する正しい知識の理解、普及啓発

定期的な見守りや声掛け

認知症カフェなど

外出時に迷った時の声掛け

その他

本人または家族の認知症の症状と認知症に関する相談窓口の把握と必要な地域の協力

本人または家族の認知症の症状あり（N=197） 本人または家族の認知症の症状なし（N=1,431）

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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43.6%

39.3%

45.9%

49.1%

10.5%

11.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

令和４年度

（N=1,698）

令和元年度

（N=1,997）

はい いいえ 無回答

17.5%

16.1%

72.3%

71.8%

10.2%

12.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

令和４年度

（N=1,698）

令和元年度

（N=1,997）

はい いいえ 無回答

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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34.0%

36.9%

60.7%

59.0%

5.3%

4.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

令和４年度

（N=1,698）

令和元年度

（N=1,997）

はい いいえ 無回答

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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47.8%

46.3%

8.9%

9.2%

30.6%

36.5%

3.5%

3.4%

0.0%

9.2%

4.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

令和４年度

（N=1,698）

令和元年度

（N=1,997）

自宅 施設 病院 その他 その他（記述） 無回答

17.8%

16.7%

5.6%

14.4%

3.3%

8.9%

13.3%

23.3%

5.6%

28.9%

1.1%

11.1%

5.6%

3.3%

2.2%

10.0%

16.7%

6.7%

0% 20% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=90)

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

【在宅介護実態調査】 
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18.8% 43.8% 10.4% 2.1% 12.5% 12.5%

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

合計(n=48)

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない 無回答

75.3% 12.4% 7.2% 5.2%

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

合計(n=97)

検討していない 検討中 申請済み 無回答

【在宅介護実態調査】 

【在宅介護実態調査】 
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R5
計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 計画値

第1号被保険者数 （人） 8,017 7,981 99.6% 8,139 8,120 99.8% 8,308
要介護認定者数 （人） 1,488 1,503 101.0% 1,520 1,560 102.6% 1,542
要介護認定率 （%） 18.6 18.8 101.5% 18.7 19.2 102.9% 18.6
総給付費 （円） 2,372,341,000 2,276,703,375 96.0% 2,422,211,000 2,301,309,729 95.0% 2,470,133,000

施設サービス給付費 （円） 800,120,000 769,495,133 96.2% 815,538,000 782,490,860 95.9% 834,003,000
居住系サービス給付費 （円） 244,774,000 226,118,428 92.4% 244,910,000 227,711,831 93.0% 244,910,000
在宅サービス給付費 （円） 1,327,447,000 1,281,089,814 96.5% 1,361,763,000 1,291,107,038 94.8% 1,391,220,000

第1号被保険者1人あたり給付費 （円） 295,913.8 285,265.4 96.4% 297,605.5 283,412.5 95.2% 297,319.8

第8期
R3 R4

R5
計画値 実績値 対計画比 計画値 実績値 対計画比 計画値

施設サービス 小計 （円） 800,120,000 769,495,133 96.2% 815,538,000 782,490,860 95.9% 834,003,000
介護老人福祉施設 （円） 348,378,000 370,462,167 106.3% 354,946,000 375,975,200 105.9% 360,986,000
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （円） 103,230,000 102,279,902 99.1% 103,288,000 94,882,017 91.9% 103,288,000
介護老人保健施設 （円） 250,901,000 219,136,659 87.3% 251,041,000 238,994,472 95.2% 254,500,000
介護医療院 （円） 57,123,000 29,746,512 52.1% 79,322,000 25,469,199 32.1% 101,659,000
介護療養型医療施設 （円） 40,488,000 47,869,893 118.2% 26,941,000 47,169,972 175.1% 13,570,000

居住系サービス 小計 （円） 244,774,000 226,118,428 92.4% 244,910,000 227,711,831 93.0% 244,910,000
特定施設入居者生活介護 （円） 49,912,000 43,545,035 87.2% 49,939,000 41,700,812 83.5% 49,939,000
地域密着型特定施設入居者生活介護 （円） 0 0 - 0 0 - 0
認知症対応型共同生活介護 （円） 194,862,000 182,573,393 93.7% 194,971,000 186,011,019 95.4% 194,971,000

在宅サービス 小計 （円） 1,327,447,000 1,281,089,814 96.5% 1,361,763,000 1,291,107,038 94.8% 1,391,220,000

訪問介護 （円） 153,665,000 133,926,353 87.2% 157,026,000 136,837,380 87.1% 164,003,000
訪問入浴介護 （円） 3,476,000 1,881,121 54.1% 3,478,000 3,470,671 99.8% 3,478,000
訪問看護 （円） 58,297,000 54,502,877 93.5% 61,732,000 51,185,741 82.9% 65,397,000
訪問リハビリテーション （円） 20,106,000 19,813,311 98.5% 21,499,000 19,768,067 91.9% 22,880,000
居宅療養管理指導 （円） 12,597,000 12,253,972 97.3% 12,790,000 13,511,529 105.6% 13,446,000
通所介護 （円） 273,859,000 260,471,972 95.1% 289,659,000 267,495,791 92.3% 291,478,000
地域密着型通所介護 （円） 190,145,000 167,823,034 88.3% 190,250,000 154,535,933 81.2% 192,488,000
通所リハビリテーション （円） 300,227,000 294,600,043 98.1% 304,107,000 283,550,812 93.2% 310,592,000
短期入所生活介護 （円） 32,893,000 35,123,342 106.8% 33,522,000 47,092,469 140.5% 34,399,000
短期入所療養介護（老健） （円） 12,265,000 10,523,298 85.8% 12,887,000 8,150,362 63.2% 13,461,000
短期入所療養介護（病院等） （円） 881,000 2,224,584 252.5% 882,000 1,790,640 203.0% 882,000
短期入所療養介護（介護医療院） （円） 0 0 - 0 0 - 0
福祉用具貸与 （円） 71,954,000 78,339,379 108.9% 72,346,000 86,681,449 119.8% 73,476,000
特定福祉用具販売 （円） 3,743,000 3,427,293 91.6% 3,743,000 3,057,056 81.7% 3,743,000
住宅改修 （円） 8,428,000 8,395,830 99.6% 8,428,000 8,668,625 102.9% 8,428,000
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （円） 0 2,614,869 - 0 10,737,955 - 0
夜間対応型訪問介護 （円） 0 0 - 0 0 - 0
認知症対応型通所介護 （円） 24,940,000 34,388,643 137.9% 26,862,000 28,679,572 106.8% 28,635,000
小規模多機能型居宅介護 （円） 23,039,000 21,278,268 92.4% 23,052,000 24,596,728 106.7% 23,052,000
看護小規模多機能型居宅介護 （円） 0 0 - 0 0 - 0
介護予防支援・居宅介護支援 （円） 136,932,000 139,501,625 101.9% 139,500,000 141,296,258 101.3% 141,382,000
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