
青森県の高齢者・介護の現状



人口 １．本県人口構成の変化
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資料 2005年～2020年まで国勢調査
2025年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

■高齢化率は一貫して上昇する一方、生産年齢人口割合は一貫して減少
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)」

人口 ２．本県人口の見通し（年齢層別）
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■数で見ると、65歳以上人口は足下で増加するも、2025年にピーク超え
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)」」
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人口 ３．本県人口の見通し（65歳以上、年代別）
■老年人口の中でも85歳以上人口は増加を続け、2040年にピーク超え
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人口 ４．高齢者世帯数の見通し

資料 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」
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■本県の高齢者のみ世帯の割合は全国以上に増加、特に高齢単身世帯が増加
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暮らし ５．高齢者の住まい事情
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資料 令和２年国勢調査

■本県の高齢者世帯は全国平均より持ち家率が高い
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暮らし ６．高齢者の就業状況

資料 国勢調査
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■本県では特に第一次産業に従事する高齢者が多い
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【対象】
栃木県大田原市 5,222名（70歳と75歳（要介護認定者を除く）の有効回答者）

【調査方法】
基本チェックリストを用いたアンケート調査

○ 国際医療福祉大学（筆頭著者：広瀬環，責任著者：浦野友彦）らにおいて、「基本チェックリスト」を用いて新型コロナウイルス
感染症の拡大前（2017年～2019年）と拡大下（2020年～2021年）でフレイル有症率を調査した結果、拡大下は拡大前と比べプ
レフレイルやフレイルが有意に増加。

○ 基本チェックリストの回答内容別に見ると、友人との交流の減少や外出の減少を示す回答がコロナ拡大を境に顕著に増加。

介護予防 ７．（参考）コロナ禍のフレイル増加
■コロナ拡大下で高齢者のフレイル率が悪化したことを示唆する研究がある
「日本における2017年から2021年までのフレイル有症率の変化についての研究」

（広瀬環（国際医療福祉大学）ほか、2023）

※2023.7.27同大プレスリリースの内容を当課にて要約 7
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介護予防 ８．つどいの場の状況
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資料：令和３年度介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況（令和3年度実施分）に関する調査結果

■つどいの場の箇所数は増加しているが、参加率は全国に比べ低い
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介護予防 ９．介護予防・日常生活支援総合事業の状況
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資料：令和３年度介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況（令和３年度実施分）に関する調査結果

■総合事業で「従前相当」以外のサービスを実施している市町村は多くない
※割合は、本県40市町村に占める割合
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介護予防 10．本県の生活支援コーディネーターの状況

市町村がＳＣに期待する活動内容が不明瞭
活動に役立つ情報が必ずしもＳＣに提供されない
他の職種との連携が乏しく、SCが孤独を感じている

⇔ 好事例では、市町村等との連携（情報共有や、予算・調整上のバックアップ）が良好

■生活支援コーディネーター（ＳＣ）配置は日常生活圏域には十分行き届いておら
ず、市町村圏域のＳＣも活動上の課題を感じている

※ＳＣの活動上の課題（会議等での聞き取り）
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■虐待の把握数は漸増傾向（ただし、相談体制充実等による効果の可能性）
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認知症 12．認知症高齢者数の推計

○ 令和5年全国将来推計人口値と、加齢に伴う糖尿病頻度を考慮した認知症有病率推定数学モデルを用いて推計したと
ころ、全国の65歳以上における認知症総数は、2025年に1,173万人（3人に1人）、2040年に1,820万人（2人に1人）。

■全国で認知症高齢者数が今後大幅に増加することを示唆するレポートがある

「令和5年全国将来推計人口値を用いた全国認知症推計（全国版）－65歳以上の高齢者層が
ピークとなる2040年には46.3％が認知症の可能性、共生社会の実現を－」

（乾愛（ニッセイ基礎研究所）、2023）

本県の人口に機械的に
当てはめると、
2025年： 14万人
2040年： 20万人
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認知症 13．本県の認知症疾患医療センターの活動

資料 高齢福祉保険課調べ
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認知症 14．本県の認知症行方不明者数
■警察把握分だけでも、本県で毎年数十人の認知症行方不明者が発生

資料 青森県警察本部調べ

※警察に行方不明者届が出された者のうち、届出人から認知症又はその疑いによる旨届出があった件数
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※厚生労働省が作成した「介護人材需給推計ワークシート」を用いて推計。2019年の介護職員数を基準としているため、グラフ上は
2019年の需給数が均衡しているが、実際は有効求人倍率は3倍近くまで上がり、多くの事業所で人手不足と感じている状況。

資料：厚生労働省「介護人材需給推計（令和3年度公表）」

人材確保 15．青森県の現状 介護職員需給推計

■介護職員は2025年に約2,450人不足するとの推計
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資料： （公財）介護労働安定センター「介護労働安定実態調査（青森県版）」

人材確保 16．介護職員の採用・離職
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■本県介護職員増加率は基本的にプラスで推移し、人材確保動向は全国に遜色ない
■離職率は（コロナ禍除き）全国より低いが、採用率も低い
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人材確保 17．介護職員の仕事の満足度

資料： （公財）介護労働安定センター「介護労働安定実態調査（令和4年度青森県版）」

※各項目につき、5段階の上位2つ（「満足」「やや満足」）と回答した割合

■本県介護職員の多くが仕事の内容・やりがい等に満足を感じている
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資料： （公財）介護労働安定センター「介護労働安定実態調査（令和4年度青森県版）」

人材確保 18．介護職員の悩み、不安、不満等
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※複数回答

■本県介護職員の悩み等としては、人手不足や待遇面、心身の負担面が多い
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人材確保 19．介護職員の離職理由
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■本県介護職員の離職理由として、職場の人間関係、事業所への不満、将来設計や
収入面が多い

資料： （公財）介護労働安定センター「介護労働安定実態調査（令和4年度青森県版）」

※複数回答
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

職場での人間関係について特に悩み、不安、不満等は感じていない

部下の指導が難しい

ケアの方法等について意見交換が不十分である

自分と合わない上司や同僚がいる

経営層や管理職等の管理能力が低い、業務の指示が不明確、不十分である

上司や同僚との仕事上の意思疎通がうまくいかない

経営層の介護の基本方針、理念が不明確である

悩みの相談相手がいない、相談窓口がない

上司や同僚の介護能力が低い

人材確保 20．介護現場での人間関係

資料： （公財）介護労働安定センター「介護労働安定実態調査（令和4年度青森県版）」

※複数回答

■本県介護職員には人間関係に悩みを感じていない者も相当数いるが、部下の指導
やケア手法のすり合わせ等に悩みを持つ者も一定数いる

20



介護保険 21．要介護等認定者数・認定率
■本県の認定率は全国を下回る一方、要介護３以上の認定率は全国を上回って推移
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資料 厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（2021,2022年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

本県の要介護等認定者数・認定率（第1号被保険者） 要介護３以上認定率

21
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（円）

介護保険 22．介護保険料の推移
■本県の介護保険料は、介護保険制度開始後引き続いて全国平均よりも高い状況

22



介護保険 23．介護給付費の推移

資料 厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報
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介護給付費（青森県） 第１号被保険者１人当たり給付月額（青森県） 第１号被保険者１人当たり給付月額（全国）

（億円）

（円）

■本県介護給付費（総額）は微増傾向
■高齢者1人当たり給付費（月額）は漸減しているが全国よりは高い水準

※1人当たり給付月額は調整済みの給付額 23

介護保険 24． 1人あたり給付費内訳（年額）
■高齢者1人当たり給付費をサービス類型別内訳で見ると、本県は在宅系（居宅、地
密）の給付費が高い傾向
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（円）

資料 令和３年介護保険事業状況報告年報※1人当たり給付年額は調整前の給付額 24



介護保険 25．要介護等認定者1人当たりの給付費（月額）
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要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

認定者1人あたり給付額（青森県） 認定者1人あたり給付額（全国）

資料 令和３年介護保険事業状況報告年報

■本県の要介護等認定者1人当たり給付費は、要介護３以上で全国を上回る水準

25

介護保険 26．各サービス類型が給付費に占める割合

資料 令和３年介護保険事業状況報告年報
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■本県では要介護３以上の給付費に占める在宅系（居宅・地密）の割合が高い傾向
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国会議資料

※令和５年７月１０日社会保障審議会介護保険部会資料からあおもり高齢者すこやか
自立プラン２０２１に関連するデータを抜粋したもの
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基本理念 各論部分

基本施策

項目

基本目標

総論部分

　２　高齢者に必要なケアが効果的かつ持続的に提供される青森県

大項目 中項目 項目

１　プランの位置づけ

２　プラン策定の趣旨

１　プランの基本理念

２　計画期間

３　圏域の設定

４　ＰＤＣＡサイクルの推進

　３　均衡ある介護保険制度等の安定運営を実現する青森県

６　介護サービスの状況 項目

　６　ケアの担い手確保と質の向上
　今後、高齢者の増加とともに介護サービスの需要がさらに高まることが予想され
ることから、介護人材確保のための多面的な取組や介護現場における生産性向上の
取組を推進する。

　７　介護サービス等の基盤整備と見込量
　人口・現役世代人口が減少する中で、高齢人口のピークを迎えることが見込まれ
ており、各地域の実情に応じた介護サービス基盤を整備する。

　５　本人主体のケアの確立と実践

主な内容

あおもり高齢者すこやか自立プラン2024（仮称）構成案

主な内容

全ての高齢者が生きがいを持って健康に暮らせる持続可能な地域社会の実現

１　高齢者がコミュニティの一員として支え、支えられる地域の輪が根付いた青森県

２　高齢者に必要なケアが効果的かつ持続的に提供される青森県

３　均衡ある介護保険制度等の安定運営を実現する青森県

　全国、本県の人口構造、本県の要支援・要介護者の状況、高齢者
世帯の状況、高齢者の就業状況

５　高齢者の現状

　利用者数、介護給付費、サービス種別毎の状況

　従来の介護事業者への指導・監督に加え、非常災害・感染症対策等の注意喚起を
行うとともに良質なサービスを提供する事業者を支援する。

　 ９　未来志向の介護保険財政の運営 　介護保険制度の持続性を維持するため、介護給付の適正化を推進する。

　 ８　介護事業者の健全な発展

Ⅱ　総論

　４　認知症の人が希望を持って暮らせ
　　　る「共生社会」づくり

　高齢者の生活において、「健康」はその基盤となるものであり、健康寿命をでき
るだけ伸ばしていくことが重要となるため、市町村と連携し、ライフステージに応
じた生活習慣等の改善に取り組むとともに専門職を活用した高齢者の自立支援に資
する取組を推進する。

　１　高齢者がコミュニティの一員として支え、支えられる地域の輪が広がり、維持される青森県

Ⅰ　はじめに
　市町村計画や県の他計画との関係、プラン策定の経緯、プラン全
体を通じた概念

　中項目のとおり

　国の認知症施策推進大綱や認知症基本法を踏まえ、認知症の人を含めた国民一人
一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いな
がら共生する活力ある社会を実現するため、認知症の人が地域で希望を持って暮ら
し続けることができるための取組を推進する。

主な内容

　２　生きがいを感じる居場所づくり
　高齢者が地域社会で「居場所」や「出番」を得ることやこれまで培ってきた豊か
な知識や経験を生かし、地域社会の担い手として、健康で意欲を持ち続けながら活
躍できるよう、高齢者の活躍の場づくりや自主的な取組への支援を行う。

　３　支え合い共に生きる地域づくり
　介護予防とともに、介護が必要となっても地域で暮らし続けられる地域での支え
合いをベースとした地域づくりを推進する。

　１　豊かな生活を叶える自立と健康

　高齢者の医療・介護ニーズの特徴として、慢性疾患による受療が多くなることや
複数の疾病にかかりやすくなる、また、要介護発生率や認知症の発生率が高くなる
など医療と介護の両方を必要となることから、高齢者が地域で自分らしい生活を続
けることができるよう、医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在
宅医療と介護を一体的に提供する取組を推進する。

主な内容



基本理念 各論部分

基本施策

１　地域の支え合いで高齢者の元気と笑顔があふれる青森県

中項目

基本目標

（１）多彩な活躍

①　つどいの場

②　生涯学習・生涯スポーツの推進

①　地域包括支援センター

②　地域ケア会議

③　多様な主体による助け合い・支え合い

④　高齢者にやさしいまちづくり

（２）　介護に取り組む家族等への支援

①　成年後見制度

総論部分 ②　自分らしい老後の在り方の探求・ＡＣＰ

（１）　本人及びその家族への支援

大項目 中項目 （２）　正しい知識の普及啓発

２　介護や医療が必要となった高齢者に寄り添い続ける青森県

１　プランの基本理念 中項目

２　計画期間

３　圏域の設定 ①　在宅医療の推進

４　ＰＤＣＡサイクルの推進 ②　看取りの充実

５　高齢者の現状 ①全国の人口の推移と今後の見通し

②青森県の人口の推移と今後の見通し ①　居宅サービス

（２）平均寿命の状況 ②　地域密着型サービス

①要支援・要介護度区分別の推移と今後の見通し （３）　施設サービス ④　施設等サービス

②圏域別の要支援・要介護認定者数の推移と今後の見通し （４）　多様な高齢者向け住まい ⑤　介護保険以外の施設サービス

①高齢者世帯の状況

②住宅の保有状況 ３　活気に満ちた介護現場を創造し、介護保険制度への信頼を守り続ける青森県

（５）高齢者の就業状況 中項目

（２）　介護現場の革新

①　社会福祉士、介護福祉士、主任介護支援専門員・介護支援専門員

②　医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師

③　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

④　管理栄養士・栄養士、歯科衛生士

①　介護サービス事業者等の指定等

②　介護サービス事業者等への指導

③　事故への対応

④　苦情相談等への対応

⑤　施設における虐待の防止

⑥　非常災害及び感染症への対応

⑦　介護サービス情報の公表

（２）　青森県の主要産業として

①　介護給付費と介護保険料

②　低所得者の負担軽減

③　介護給付の適正化

（２）　共同連帯の理念とそれぞれの役割

　６　介護サービス等の基盤整備と見込量

（１）　適切なケアマネジメントの実施

　（２）　在宅サービス（居宅サービス・地域密着型サービス）

小項目

　７　介護人材の確保・養成・定着

（１）　「青森県福祉・介護人材確保定着グランドデザイン」

（３）　介護現場を担う専門職

　４　認知症の人にやさしい環境づくり

小項目

　５　本人主体のケアの確立と実践

（１）　切れ目のない医療・介護サービスの提供体制の確保

（２）　在宅で生ききるためのケアの拡充

小項目

Ⅰ　はじめに
１　プランの位置づけ

２　プラン策定の趣旨

Ⅱ　総論

（１）人口構造

（３）要支援・要介護者の状況

（４）高齢者世帯の状況

６　介護サービスの状
況

（１）利用者数

（２）介護給付費

（３）利用者一人当たりの介護給付費

　２　生きがいを感じる居場所づくり
（２）多様なコミュニティへの参加

２　介護や医療が必要となった高齢者に寄り添い続ける青森県

３　活気に満ちた介護現場を創造し、介護保険制度への信頼を守り続ける青森県

　３　支え合い共に生きる地域づくり

（１）日常の暮らしを支える地域の力

（３）　意思決定支援の拡充

あおもり高齢者すこやか自立プラン2021　構成

高齢者が人生の最期まで自分らしく、生きがいを感じながら、住み慣れた地域で安んじて暮らせる青森県型地域共生社会の実現

小項目

１　地域の支え合いで高齢者の元気と笑顔があふれる青森県
　１　豊かな生活を叶える自立と健康

（１）健康づくり

（２）介護予防の推進

　９　未来志向の介護保険財政の運営
（１）　介護給付の動向

（４）第１号被保険者一人当たりの介護給付費

（５）サービス種別ごとの状況

　８　介護事業者の健全な発展

（１）　介護サービス事業者の指導・監督

（３）　老人福祉を実践する法人に求められる社会的な役割


