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○ 第８期佐倉市高齢者福祉・介護計画の位置付け 
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2021 2023

75 2025

22 2040  

22

 

 

○ 計画の期間 
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○ 計画の策定体制 

 

 

 

 

第８期佐倉市高齢者介護計画の策定

計
画
の
検
討

現
状
分
析
課
題
の
抽
出

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（対象者 3,500人）

在宅介護実態調査（対象者 2,500人）

事業参入意向調査（対象事業所109団体）等の調査

統計資料分析、既存計画の振り返り 等

佐倉市高齢者福祉・介護計画推進懇話会
・現状や課題を踏まえ、佐倉市の高齢者福祉・介護保険事業の推進に

向けた活動のあり方などについて審議

パブリックコメントの実施
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◇ 平成 30 年度 第 1 回 懇話会 【平成 30 年 5 月 21 日】 

1  

2 7  

◇ 平成 30 年度 第 2 回 懇話会 【平成 30 年 8 月 17 日】 

1 29  

2  

3  

◇ 平成 30 年度 第 3 回 懇話会 【平成 30 年 11 月 20 日】 

1  

2  

◇ 平成 30 年度 第４回 懇話会 【平成 31 年 2 月 18 日】 

1 31  

2  

3 7  

◇ 令和元年度 第 1 回 懇話会 【令和元年 5 月 27 日】 

1  

2  

3

 

◇ 令和元年度 第２回 懇話会 【令和元年 8 月 21 日】 

1 ( )  

2  

3  

4 30  

◇ 令和元年度 第３回 懇話会 【令和元年 11 月 18 日】 

1  

2  

◇ 令和元年度 第４回 懇話会 【令和２年２月 17 日】 

1  

2 2  

3  

◇ 令和２年度 第 1 回 懇話会 【令和２年７月３日】 

1  

2  

3  

4  

5 8  

◇ 令和２年度 第 2 回 懇話会 【令和２年 11 月 1３日】 

1 8  

◇ 令和２年度 第３回 懇話会 【令和２年 12 月 17 日】 

1 8  

2  

◇ 令和２年度 第４回 懇話会 【令和３年３月  日】 〖 予定 〗 

1  
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○ ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

項目：計画全般や各種サービスの周知度、サービス利用の感想、行政・事業者等に

対する要望・苦情など 

手段：アンケート調査、各種相談事業など 

 

項目：計画全般の達成度、介護保険サービスの利用状況、介護保険会計の動向など 

手段：月次統計など 

 

項目：サービスの利用動向、地域との連携状況など 

手段：アンケート調査など 

 

 

2023
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2020 173,979

65

2025 65 34.2 22

2040 40.8  

65 74 75

22 56,243 7

 

 

 （各年９月末時点、外国人人口を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和 2 年 9 月末時点の住民基本台帳人口を基準としており、佐倉市人口ビジョンの推計人口とは異なります。 

実績：令和 2 年以前は、各年の９月末時点の住民基本台帳人口。 

推計：令和３年以降は、住民基本台帳人口によるコーホート変化率法で算出。 

  

単位：上段/人、下段/％

第９期 第14期
平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和２年
（2020年）

令和３年
（2021年）

令和４年
（2022年）

令和５年
（2023年）

令和７年
（2025年）

令和22年
（2040年）

全人口 175,904 175,279 173,979 172,997 171,901 170,709 168,010 137,836

62,447 61,128 59,461 58,211 56,923 55,726 53,319 39,650
35.5% 34.9% 34.2% 33.6% 33.1% 32.6% 31.7% 28.8%

59,357 59,199 58,689 58,371 58,168 57,909 57,297 41,763
33.7% 33.8% 33.7% 33.7% 33.8% 33.9% 34.1% 30.3%

54,100 54,952 55,829 56,415 56,810 57,074 57,394 56,243
30.8% 31.4% 32.1% 32.6% 33.0% 33.4% 34.2% 40.8%

29,559 28,757 28,720 28,569 27,195 25,717 23,109 24,476
16.8% 16.4% 16.5% 16.5% 15.8% 15.1% 13.8% 17.8%

24,541 26,195 27,109 27,846 29,615 31,357 34,285 31,767
14.0% 14.9% 15.6% 16.1% 17.2% 18.4% 20.4% 23.0%

75歳以上

65～74歳

区分

実績 推計
第７期 第８期

65歳以上

40～64歳

40歳未満
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○ 前期高齢者人口と後期高齢者人口の推移と推計（各年 9 月末時点、外国人人口を含む） 

 
※ 令和 2 年 9 月末時点の住民基本台帳人口を基準としており、佐倉市人口ビジョンの推計人口とは異なります。 

実績：令和 2 年以前は、各年９月末時点の住民基本台帳人口 

推計：令和３年以降は、住民基本台帳人口によるコーホート変化率法で算出 

 

65 2020

32.1 2023 33.4 2025

34.2 22 2040 40.8

75 15.6

18.4 20.4 22 23.0

 

○ 高齢化率の推移と推計（各年 9 月末時点、外国人を含む。） 

 

※ 令和 2 年 9 月末時点の住民基本台帳人口を基準としており、佐倉市人口ビジョンの推計人口とは異なります。 

実績：令和２年までは、各年９月末時点の住民基本台帳人口 

推計：令和３年以降は、住民基本台帳人口によるコーホート変化率法で算出 

29,559 28,757 28,720 28,569 27,195 25,717 23,109 24,476

24,541 26,195 27,109 27,846 29,615 31,357 34,285 31,767

54,100 54,952 55,829 56,415 56,810 57,074 57,394 56,243

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

～ 令和７年

（2025年）

～ 令和22年

（2040年）

65～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者）

（人）

16.8% 16.4% 16.5% 16.5%

15.8% 15.1%
13.8%

17.8%

14.0% 14.9% 15.6% 16.1%

17.2% 18.4%
20.4%

23.0%

30.8% 31.4% 32.1% 32.6% 33.0% 33.4% 34.2%

40.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和２年

（2020年）

令和３年

（2021年）

令和４年

（2022年）

令和５年

（2023年）

～ 令和７年

（2025年）

～ 令和22年

（2040年）

65～74歳（前期高齢者）の割合 75歳以上（後期高齢者）の割合 高齢化率
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27 2015 6,529

9,912 10 17 2005

 

○ 高齢者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成２７年国勢調査 

  

12,181 
13,986 14,922 

4,498 

6,912 

9,912 
3,202 

4,688 

6,529 

19,881 

25,586 

31,363 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成17年

(2005年)

平成22年

(2010年)

平成27年

(2017年)

高齢者単身世帯

高齢者のみ２人

以上世帯

高齢者と高齢者

以外の同居世帯

（世帯）
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2020 7,862

2023 8,769 12 2030

22 2040 13,279  

○ 要支援・要介護認定者数の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年までは介護保険事業状況報告９月分 

令和３年以降は、地域包括ケア「見える化」システムを活用して算出 

  

 

 

 

2020 7,862 29

2017 9 873 12.5

6,348 200 3.3 29

4 1

1 2
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55

3

412

14  

3 101 13.5

2 1  

1,168 3 113 10.7

6

80 12.0  

 

〇居宅介護（予防）サービス受給状況（令和 2 年 9 月末現在） 

区 分 
予防給付 介護給付 

合 計 
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

要支援・要介護

認定者数 

1,253 1,506 1,197 1,168 959 1,058 721 7,862 

(100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) (100.0％) 

居宅介護（介護

予防）サービス 

352 765 899 909 601 506 301 4,333 

(28.1%) (50.8%) (75.1%) (77.8%) (62.7%) (47.8%) (41.7%) (55.1%) 

地域密着型（介

護予防）サービス 

2 2 277 227 140 119 80 847 

(0.2%) (0.1%) (23.1%) (19.4%) (14.6%) (11.2%) (11.1%) (10.8%) 

施

設

介

護

サ

｜

ビ

ス 

介護老人 

福祉施設 

0 0 14 35 188 280 228 745 

(0.0%) (0.0%) (1.2%) (3.0%) (19.6%) (26.5%) (31.6%) (9.5%) 

介護老人 

保健施設 

0 0 34 76 87 129 87 413 

(0.0%) (0.0%) (2.8%) (6.5%) (9.1%) (12.2%) (12.1%) (5.3%) 

介護療養型

医療施設 

0 0 0 0 0 1 0 1 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) 

介護医療院 
0 0 0 0 1 4 4 9 

(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.4%) (0.6%) (0.1%) 

 計 
0 0 48 111 276 414 319 1,168 

(0.0%) (0.0%) (4.0%) (9.5%) (28.8%) (39.1%) (44.2%) (14.9%) 

 

  

（単位：人） 
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8  

65  3,500  

31  

 

3,500 2,500 71.4  

 

   

 

 

11 2 7  

 

2,500 808 32.3  

 773  

 

   

 

 

2 7 18 8 31  

FAX  

109 8  
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④ 介護人材の確保・定着に関する実態調査  

 

 

2 7 22 8 31  

 

254 160 62.9  

 

⑤ 介護労働者の実態及び意識調査  

 

5 254 5 254  

2 7 22 8 31  

 

508 279 54.9%  

 

⑥ 介護サービス利用意向調査（介護サービス未利用者） 

 

 

 

 

836 512 61.2  

 

⑦ 介護サービス利用意向調査（特別養護老人ホーム入所希望者） 

 

 

 

 

258 85 32.9  
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（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

47.4 29 11.2

40.6  

47.0

47.8 45.9

 

○ 高齢者の各リスクの割合 

 

11.5

37.8

67.7  

○ 老研式活動能力指標「低下」の割合 

  

5.1 

0.8 

16.8 15.3 

34.9 

47.0 

20.3 

1.3 

27.8 27.4 

45.9 
47.8 

13.0 

1.1 

22.5 21.5 

40.6 

47.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

運動機能の低下 栄養改善 口腔機能の低下 閉じこもり 物忘れ うつ傾向

前期高齢者（1,205） 後期高齢者（1,293） 全体（n=2,500）

（％）

6.4 

36.1 

66.2 

26.4 

16.2 

39.4 

69.2 

34.3 

11.5 

37.8 

67.7 

30.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

手段的自立度

（IADL)

知的能動性 社会的役割 総合評価

前期高齢者（1,205） 後期高齢者（1,293） 全体（n=2,500）

（％）
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29.5

49.5  

○ 過去１年に転んだ経験           ○ 転倒に対する不安 

    

②健康について（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

68.5

16.3 10.5  

 

○ 高齢者の健康観 

  

  

何度もあ

る

7.7%

１度ある

21.6%

ない

68.9%

無回答

1.8%
全体（n=2,500）

とても不安

である

12.4%

やや不安

である

37.1%

あまり不

安でない

29.2%

不安でな

い

19.6%

無回答

1.7%
全体（n=2,500）

10.1

11.0

10.5

64.2

73.0

68.5

19.8

12.5

16.3

3.4

1.4

2.4

2.6

2.0

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

後期高齢者（1,293）

前期高齢者（1,205）

全体（n=2,500）

n=（2,500）

まあよい よくない

無回答

とてもよい
あまりよくない
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15.6

38.6

2.6

9.0

13.7

14.3

4.4

7.0

9.2

13.0

3.6

5.0

1.5

1.7

0.6

0.6

17.3

4.5

11.0

5.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

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

無回答

全体（n=2,500）

14.0

24.2

33.1

10.0

6.6
5.3

2.2

21.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

①ボランティア

のグループ

②スポーツ関係

のグループ

やクラブ

③趣味関係

のグループ

④学習・教養

サークル

⑤介護予防の

ための通い

の場

⑥高齢者

クラブ

⑦町内会・

自治会

⑧収入の

ある仕事

（％）
n=（2,500）

38.6

17.3 15.6

14.3 13.7

13.0  

○ 現在治療中、または後遺症のある病気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③社会参加の場について（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

33.1

24.2

21.4 14.0

 

○ 参加している会・グループ（年に数回以上参加） 
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47.3

34.0

7.5

55.4 31.2

4.2  

 

○ 参加している会・グループ（年に数回以上参加） 

 

 

④あなたとまわりの人の「助け合い」について 
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

61.0

43.6 38.8  

57.8

44.3 37.6  

○ 心配事や愚痴を聞いてくれる人/聞いてあげる人 

 

2.5

7.5

31.2

47.3

55.4

34.0

4.2

5.8

6.8

5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

企画・運営（お世話役）として

参加者として

n=（2,500）

参加してもよい 既に参加している
無回答

是非参加したい
参加したくない

57.8

16.4

37.6

35.5

13.7

44.3

1.7

5.5

3.2

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

無回答

0% 20% 40% 60% 80%

愚痴を聞いてあげる人
全体（n=2,500）

61.0

19.2

38.8

33.0

11.3

43.6

2.6

3.4

1.9

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

無回答

0% 20% 40% 60% 80%

愚痴を聞いてくれる人
全体（n=2,500）



 

- 24 - 

65.9

35.8 23.5  

66.5

31.1 22.7

 

○ 看病や世話をしてくれる人/あげる人 

 

 

39.8

26.7 20.1

 

○ 家族や友人・知人以外で相談する相手 

 

66.5

20.2

31.1

22.7

4.6

8.7

1.5

11.8

4.5

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

無回答

0% 20% 40% 60% 80%

看病や世話をしてあげる人
全体（n=2,500）

65.9

23.5

35.8

14.0

3.0

5.2

1.5

5.3

1.8

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

無回答

0% 20% 40% 60% 80%

看病や世話をしてくれる人
全体（n=2,500）

8.6 

6.2 

6.5 

7.8 

9.4 

20.1 

26.7 

39.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

無回答

その他

ケアマネジャー

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

地域包括支援センター・役所・役場

医師・歯科医師・薬剤師・看護師

そのような人はいない

全体（n=2,500）

（％）
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2.8

6.4

0.9

1.3

10.1

18.8

19.3

19.4

28.4

29.9

56.5

73.5

0 20 40 60 80

無回答

わからない

その他

自宅に歯科医師が訪問して診療してくれる

見守ってくれる友人・知人が近くにいる

夜間にも訪問介護や訪問看護など、訪問してくれる介護サービスがある

介護者の入院など緊急時に入所可能な短期入所サービスが利用できる

自宅に医師が訪問して診療してくれる

日中に訪問介護や通所サービスなど、普段から利用できる介護サービスがある

身近に利用できる医療機関がある

家族が同居または近くにいる

住み続けられる住まいがある

全体（n=2,500）

（％）

⑤在宅の継続に必要なこと（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

   

73.5 56.5

 

○ 自宅で暮らし続けるために必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥介護保険で重点的に取り組んでほしい施策 
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

○ 介護保険で重点的に取り組んで欲しい施策 

 
  

5.5

6.0

8.8

19.8

21.5

25.2

26.5

33.4

50.7

55.6

0 20 40 60

無回答

認知症高齢者などの権利を守るための制度

苦情・相談窓口の充実

介護予防や要介護度の進行防止のための介護予防事業の充実

介護専門職の資質の向上支援

低所得者への負担軽減対策

介護支援専門員（ケアマネジャー）やサービス提供事業者に関する情報提供の充実

介護保険サービスの量や質の充実

介護保険制度のしくみや利用方法に関する情報提供の充実

家族の介護負担を軽減するための施策・事業の充実

全体（n=2,500）

（％）
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⑦要介護者の主な介護者が不安に感じている介護（在宅介護実態調査） 

29 36.5

26.1 33.9 27.0

 

46.8% 29.9%  

 

 

○ 要介護度別・介護者が不安に感じる介護 

 

 

  



 

- 27 - 

⑧在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

○ 要介護度別・在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス 

 

  



 

- 28 - 

⑨医療ニーズの高い在宅療養者を支えるサービスの提供体制 
（在宅介護実態調査） 

 

 

○ 要介護度別・訪問診療の利用割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩介護職員の不足状況（介護人材の確保・定着に関する実態調査） 

 

○ 現在の介護職員の不足状況 

 

 

 

 

 

 

 

45.2%

27.9%

22.8%

11.9%

5.0%

6.6%

7.9%

54.8%

72.1%

77.2%

88.1%

95.0%

93.4%

92.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

要介護５（n=31）

要介護４（n=43）

要介護３（n=57）

要介護２（n=118）

要介護１（n=121）

要支援２（n=212）

要支援１（n=151）

利用している 利用していない

不足している

37.5%

不足していないが余裕はない

50.6%

余裕がある

9.4%

無回答

2.5%
n=（160）
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⑪介護職員の定着状況（介護人材の確保・定着に関する実態調査） 

11.3%  

○ 現在の介護職員の定着状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫賃金や手当等への希望（介護労働者の実態及び意識調査） 

 

○ 賃金や手当等への希望 

 

  

15.1%

4.7%

5.4%

8.2%

11.8%

15.1%

20.1%

26.2%

30.1%

41.2%

48.4%

67.7%

0% 20% 40% 60% 80%

賃金や手当に関する希望はない

その他

移動時間の労働時間への算入や移動手当の導入・引上げ

通勤手当の導入・引上げ

連絡用の携帯電話の支給・通信費支給

早朝・夜間勤務手当の導入・引上げ

役職手当の導入・引上げ

資格手当の導入・引上げ

勤務年数に応じた評価の実施

能力や仕事ぶりに応じた評価の実施

賞与（ボーナス）の導入・引上げ

基本給の引上げ

全体（n=279）

定着率が低く困っている

11.3%

定着率は低いが困っていない

6.9%

定着率は低くない

81.3%

無回答

0.6%
n=（160）
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⑬市に望むこと（介護労働者の実態及び意識調査） 

 

○ 市に望む施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭現在の法人に就職した理由（介護労働者の実態及び意識調査） 

 

○ 現在の法人に就職した理由 
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⑮現在の法人に就職したきっかけ（介護労働者の実態及び意識調査） 

現在の法人に就職したきっかけについては、「友人・知人からの紹介」、「折込チラシ、

新聞・雑誌の広告」、「求人・就職情報誌・求人サイト」の回答割合が大きくなってい

ます。 

○ 現在の法人に就職したきっかけ 
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⑯介護サービスを利用していない理由（介護サービス利用意向調査） 

         ※ 介護サービス未利用者 

1 1

 

2 5

 

○ 介護サービスを利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75.0%

0.0%

0.0%

5.0%

5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

15.0%

0% 50% 100%

病院に入院していたから

特別養護老人ホーム、老人保健施設等の施設さーぼすの空きを待っているから

利用したいサービス（施設サービスを除く）を申し込んだところ、空きがないなどの理由で断られた

サービスの利用をしなくても家族の介護で生活できる

サービスの利用をしなくても自分の力で生活できる

普段介護をしてくれる人が急病など緊急のときだけサービスを利用したい

短期入所サービス（短期入所生活介護・短期入所療養介護）のみを利用したい

住宅改修の支給や福祉用具購入費の支給のみを利用したから

私用したいと思うサービスがない

サービスを利用するための手続きなどが複雑で面倒だから

要介護者本人が家族・親族以外の介護を好まないから

他人を自宅に入れたくないから

外出したり、他人とかかわったりしたくないから

事業者とのトラブルがあったから

利用料の負担が大変だから

感染症予防のため

その他

無回答

要介護５（n=20）

76.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

11.8%

0.0%

5.9%

0% 50% 100%

病院に入院していたから

特別養護老人ホーム、老人保健施設等の施設さーぼすの空きを待っているから

利用したいサービス（施設サービスを除く）を申し込んだところ、空きがないなどの理由で断られた

サービスの利用をしなくても家族の介護で生活できる

サービスの利用をしなくても自分の力で生活できる

普段介護をしてくれる人が急病など緊急のときだけサービスを利用したい

短期入所サービス（短期入所生活介護・短期入所療養介護）のみを利用したい

住宅改修の支給や福祉用具購入費の支給のみを利用したから

私用したいと思うサービスがない

サービスを利用するための手続きなどが複雑で面倒だから

要介護者本人が家族・親族以外の介護を好まないから

他人を自宅に入れたくないから

外出したり、他人とかかわったりしたくないから

事業者とのトラブルがあったから

利用料の負担が大変だから

感染症予防のため

その他

無回答

要介護４（n=17）

64.3%

0.0%

0.0%

21.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7.1%

7.1%

0.0%

0% 50% 100%

病院に入院していたから

特別養護老人ホーム、老人保健施設等の施設さーぼすの空きを待っているから

利用したいサービス（施設サービスを除く）を申し込んだところ、空きがないなどの理由で断られた

サービスの利用をしなくても家族の介護で生活できる

サービスの利用をしなくても自分の力で生活できる

普段介護をしてくれる人が急病など緊急のときだけサービスを利用したい

短期入所サービス（短期入所生活介護・短期入所療養介護）のみを利用したい

住宅改修の支給や福祉用具購入費の支給のみを利用したから

私用したいと思うサービスがない

サービスを利用するための手続きなどが複雑で面倒だから

要介護者本人が家族・親族以外の介護を好まないから

他人を自宅に入れたくないから

外出したり、他人とかかわったりしたくないから

事業者とのトラブルがあったから

利用料の負担が大変だから

感染症予防のため

その他

無回答

要介護３（n=14）

0.0%

0.0%

0.0%

31.0%

4.8%

9.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

26.2%

0.0%

4.8%

0.0%

0.0%

7.1%

7.1%

9.5%

0% 50% 100%

病院に入院していたから

特別養護老人ホーム、老人保健施設等の施設さーぼすの空きを待っているから

利用したいサービス（施設サービスを除く）を申し込んだところ、空きがないなどの理由で断られた

サービスの利用をしなくても家族の介護で生活できる

サービスの利用をしなくても自分の力で生活できる

普段介護をしてくれる人が急病など緊急のときだけサービスを利用したい

短期入所サービス（短期入所生活介護・短期入所療養介護）のみを利用したい

住宅改修の支給や福祉用具購入費の支給のみを利用したから

私用したいと思うサービスがない

サービスを利用するための手続きなどが複雑で面倒だから

要介護者本人が家族・親族以外の介護を好まないから

他人を自宅に入れたくないから

外出したり、他人とかかわったりしたくないから

事業者とのトラブルがあったから

利用料の負担が大変だから

感染症予防のため

その他

無回答

要介護１（n=42）

0.7%

0.7%

0.7%

31.7%

17.6%

8.5%

0.0%

3.5%

2.8%

0.7%

1.4%

2.8%

0.7%

0.0%

0.7%

12.0%

9.2%

6.3%

0% 50% 100%

病院に入院していたから

特別養護老人ホーム、老人保健施設等の施設さーぼすの空きを待っているから

利用したいサービス（施設サービスを除く）を申し込んだところ、空きがないなどの理由で断られた

サービスの利用をしなくても家族の介護で生活できる

サービスの利用をしなくても自分の力で生活できる

普段介護をしてくれる人が急病など緊急のときだけサービスを利用したい

短期入所サービス（短期入所生活介護・短期入所療養介護）のみを利用したい

住宅改修の支給や福祉用具購入費の支給のみを利用したから

私用したいと思うサービスがない

サービスを利用するための手続きなどが複雑で面倒だから

要介護者本人が家族・親族以外の介護を好まないから

他人を自宅に入れたくないから

外出したり、他人とかかわったりしたくないから

事業者とのトラブルがあったから

利用料の負担が大変だから

感染症予防のため

その他

無回答

要支援２（n=142）

2.5%

0.5%

0.0%

23.8%

33.2%

6.9%

0.0%

2.5%

2.0%

3.5%

1.5%

1.5%

0.5%

0.0%

2.5%

5.4%

7.4%

6.4%

0% 50% 100%

病院に入院していたから

特別養護老人ホーム、老人保健施設等の施設さーぼすの空きを待っているから

利用したいサービス（施設サービスを除く）を申し込んだところ、空きがないなどの理由で断られた

サービスの利用をしなくても家族の介護で生活できる

サービスの利用をしなくても自分の力で生活できる

普段介護をしてくれる人が急病など緊急のときだけサービスを利用したい

短期入所サービス（短期入所生活介護・短期入所療養介護）のみを利用したい

住宅改修の支給や福祉用具購入費の支給のみを利用したから

私用したいと思うサービスがない

サービスを利用するための手続きなどが複雑で面倒だから

要介護者本人が家族・親族以外の介護を好まないから

他人を自宅に入れたくないから

外出したり、他人とかかわったりしたくないから

事業者とのトラブルがあったから

利用料の負担が大変だから

感染症予防のため

その他

無回答

要支援１（n=202）

11.1%

0.4%

0.2%

24.8%

22.1%

6.1%

0.2%

2.5%

1.8%

2.0%

3.7%

1.4%

1.0%

0.0%

1.6%

6.8%

6.8%

7.6%

0% 50% 100%

病院に入院していたから

特別養護老人ホーム、老人保健施設等の施設さーぼすの空きを待っているから

利用したいサービス（施設サービスを除く）を申し込んだところ、空きがないなどの理由で断られた

サービスの利用をしなくても家族の介護で生活できる

サービスの利用をしなくても自分の力で生活できる

普段介護をしてくれる人が急病など緊急のときだけサービスを利用したい

短期入所サービス（短期入所生活介護・短期入所療養介護）のみを利用したい

住宅改修の支給や福祉用具購入費の支給のみを利用したから

私用したいと思うサービスがない

サービスを利用するための手続きなどが複雑で面倒だから

要介護者本人が家族・親族以外の介護を好まないから

他人を自宅に入れたくないから

外出したり、他人とかかわったりしたくないから

事業者とのトラブルがあったから

利用料の負担が大変だから

感染症予防のため

その他

無回答

総計（n=512）

30.0%

0.0%

0.0%

30.0%

6.7%

3.3%

3.3%

3.3%

0.0%

3.3%

3.3%

0.0%

3.3%

0.0%

0.0%

3.3%

10.0%

0.0%

0% 50% 100%

病院に入院していたから

特別養護老人ホーム、老人保健施設等の施設さーぼすの空きを待っているから

利用したいサービス（施設サービスを除く）を申し込んだところ、空きがないなどの理由で断られた

サービスの利用をしなくても家族の介護で生活できる

サービスの利用をしなくても自分の力で生活できる

普段介護をしてくれる人が急病など緊急のときだけサービスを利用したい

短期入所サービス（短期入所生活介護・短期入所療養介護）のみを利用したい

住宅改修の支給や福祉用具購入費の支給のみを利用したから

私用したいと思うサービスがない

サービスを利用するための手続きなどが複雑で面倒だから

要介護者本人が家族・親族以外の介護を好まないから

他人を自宅に入れたくないから

外出したり、他人とかかわったりしたくないから

事業者とのトラブルがあったから

利用料の負担が大変だから

感染症予防のため

その他

無回答

要介護２（n=30）
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⑰今後の介護保険サービスの利用意向（介護サービス利用意向調査） 

   ※調査対象者：介護サービス未利用者 

 

 

○ 今後の介護保険サービスの利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.0%

0.0%

50.0%

10.0%

0.0%

5.0%

0.0%

10.0%

10.0%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護５（n=20）

5.9%

5.9%

64.7%

5.9%

0.0%

5.9%

5.9%

0.0%

5.9%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護４（n=17）

7.1%

7.1%

50.0%

7.1%

14.3%

7.1%

0.0%

7.1%

0.0%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護３（n=14）

2.4%

9.5%

2.4%

38.1%

14.3%

19.0%

0.0%

9.5%

4.8%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護１（n=42）

1.4%

5.6%

0.0%

30.3%

7.0%

41.5%

2.8%

5.6%

5.6%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要支援２（n=142）

3.5%

5.9%

1.0%

23.3%

4.0%

53.0%

1.0%

4.0%

4.5%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要支援１（n=202）

3.3%

5.7%

7.0%

24.6%

5.5%

40.6%

1.4%

5.7%

6.3%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

総計（n=512）

3.3%

10.0%

16.7%

23.3%

3.3%

26.7%

0.0%

13.3%

3.3%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護２（n=30） 15.0%

0.0%

50.0%

10.0%

0.0%

5.0%

0.0%

10.0%

10.0%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護５（n=20）

5.9%

5.9%

64.7%

5.9%

0.0%

5.9%

5.9%

0.0%

5.9%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護４（n=17）

7.1%

7.1%

50.0%

7.1%

14.3%

7.1%

0.0%

7.1%

0.0%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護３（n=14）

2.4%

9.5%

2.4%

38.1%

14.3%

19.0%

0.0%

9.5%

4.8%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護１（n=42）

1.4%

5.6%

0.0%

30.3%

7.0%

41.5%

2.8%

5.6%

5.6%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要支援２（n=142）

3.5%

5.9%

1.0%

23.3%

4.0%

53.0%

1.0%

4.0%

4.5%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要支援１（n=202）

3.3%

5.7%

7.0%

24.6%

5.5%

40.6%

1.4%

5.7%

6.3%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

総計（n=512）

3.3%

10.0%

16.7%

23.3%

3.3%

26.7%

0.0%

13.3%

3.3%

0% 50% 100%

今後も利用するつもりはない

現在利用しようと思っている

病院を退院したら利用したい

介護している人の体力が低下するなど、介護を受けられなくなったら、利用したい

介護をしてくれる人が急病や外出など、緊急の時に利用したい

身の回りのことが自分でできなくなったら、利用したい

希望するサービスに空きができたら、利用したい

その他

無回答

要介護２（n=30）
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⑱特別養護老人ホームに入所したい時期（介護サービス利用意向調査） 

   ※特別養護老人ホーム入所希望者 

27.1 38.7 11.6

5.9 8.4 3.5

12.9%

10.1 2.8

34.1 28.6 5.5

 

○ 特別養護老人ホームに入所したい時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今すぐ入所したい

27.1%

３か月～半年くらい先に入所したい

5.9%

半年～１年先に入所したい

12.9%

当面は入所しなくてもよいが、

必要になった時に入所したい

34.1%

その他

4.7%

無回答

15.3%

n=（85）
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 第８期佐倉市高齢者福祉・介護計画の策定にあたり、第７期計画を施策に沿って評価し

ました。 

 

 

  

 

30 2019

2020
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75 2025

22 2040

8

7

 

 

○ 基本理念 

 

 

○ 基本目標 
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○  

 

 

○ 

 

 

 

○  

 

 

 

 

○ 7 2025 22 2040

 

○ 

 

○  

 

  

重点施策 １ （第１章 ３、56 ページ） 

重点施策 ２ （第２章 ２、65 ページ） 

重点施策 ３ （第２章 ４、71 ページ） 

重点施策 ４ （第３章 ２、82 ページ） 
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○ 市内の日常生活圏域 

 
  

「日常生活圏域」設定のポイント 
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2020

65

36.4 33.6

29.8 30.0  

2023

30  

  7 2025 22 5 3 40

。 

○ 日常生活圏域別人口の推移と推計 

 
※ 令和 2 年 9 月末時点の住民基本台帳人口を基準としており、佐倉市人口ビジョンの推計人口とは異なります。 

実績：各年９月末時点の住民基本台帳人口（外国人人口を含む） 

推計：令和３年以降は住民基本台帳人口によるコーホート変化率法で算出 

 

 

 

  

単位：上段/人、下段/％

第９期 第14期
平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和２年
（2020年）

令和３年
（2021年）

令和４年
（2022年）

令和５年
（2023年）

令和７年
（2025年）

令和22年
（2040年）

全人口 175,904 175,279 173,979 172,997 171,901 170,709 168,010 137,836

　うち65歳以上 54,100 54,952 55,829 56,415 56,810 57,074 57,394 56,243
　（全人口に占める割合） 30.8% 31.4% 32.1% 32.6% 33.0% 33.4% 34.2% 40.8%

人口 40,776 40,809 40,713 40,642 40,535 40,415 40,076 34,601

　うち65歳以上 11,784 11,996 12,232 12,372 12,488 12,571 12,724 13,707
　（人口に占める割合） 28.9% 29.4% 30.0% 30.4% 30.8% 31.1% 31.7% 39.6%

人口 36,084 35,753 35,445 35,140 34,802 34,444 33,673 26,288

　うち65歳以上 10,840 10,947 11,033 11,076 11,063 11,073 11,054 11,142
　（人口に占める割合） 30.0% 30.6% 31.1% 31.5% 31.8% 32.1% 32.8% 42.4%

人口 41,260 41,032 40,752 40,439 40,104 39,746 38,968 30,512

　うち65歳以上 13,272 13,486 13,707 13,889 14,038 14,139 14,216 13,307
　（人口に占める割合） 32.2% 32.9% 33.6% 34.3% 35.0% 35.6% 36.5% 43.6%

人口 28,759 28,584 28,150 27,854 27,550 27,223 26,520 19,895

　うち65歳以上 10,030 10,155 10,246 10,304 10,354 10,369 10,369 9,418
　（人口に占める割合） 34.9% 35.5% 36.4% 37.0% 37.6% 38.1% 39.1% 47.3%

人口 29,025 29,101 28,919 28,921 28,910 28,881 28,772 26,540

　うち65歳以上 8,174 8,368 8,611 8,774 8,867 8,922 9,031 8,669
　（人口に占める割合） 28.2% 28.8% 29.8% 30.3% 30.7% 30.9% 31.4% 32.7%

志津南部圏域

臼井・千代田圏域

佐倉圏域

根郷・和田・弥富圏域

区分

実績 推計
第７期 第８期

志津北部圏域

市全体
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  1 5  

 

○ 各地域包括支援センター一覧 

日常生活圏域 地域包括支援センター名称 地   域 
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75 2025

22 2040

 

22

 

○ 地域包括ケアシステムと「自助・互助・共助・公助」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域包括支援センターの運営体制 

18 2006

 

18 2006 21 2009



 

- 46 - 

 

 

 

 

 

 

. 

 


