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資料編 

 

1. 南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会設置要綱 

平成13年10月17日 

告示第43号 

（設置） 

第１条 南国市高齢者福祉計画（以下「福祉計画」という。）及び南国市介護保険事業計画（以下

「介護保険計画」という。）の策定，推進，運営等に当たり，広範な市民の意見を反映していく

ため，南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次の事項について協議する。 

(1) 福祉計画及び介護保険計画に基づく諸施策の進捗状況に関すること。 

(2) 福祉計画及び介護保険計画推進の方策に関すること。 

(3) 福祉計画及び介護保険計画の見直し及び策定に関すること。 

(4) 福祉計画と介護保険計画との調整に関すること。 

(5) その他福祉計画及び介護保険計画の推進及び運営に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は，次に掲げる者の中から市長が委嘱する委員をもって組織する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 関係団体の役職員 

(3) 南国市介護保険の被保険者 

(4) 市議会議長 

(5) その他市長が特に必要と認めた者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，３年以内とし，再選を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の

残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１名を置き，委員の互選によって定める。 

２ 会長は，協議会を代表し，会務を統轄する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代行する。 
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（会議） 

第６条 協議会は，会長が招集する。 

２ 協議会の会議において必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その説明又は意見を

聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 協議会の所掌事項について専門的に協議するため，必要に応じ，専門部会を置くことがで

きる。 

２ 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

（報酬等） 

第８条 協議会及び専門部会の委員の報酬及び費用弁償は，南国市特別職の職員で非常勤の者の報

酬及び費用弁償支給条例（昭和34年南国市条例第39号）の別表のその他の委員の報酬の規定を準

用する。ただし，第３条第４号の市議会議長については，協議会の委員として受けるべき報酬

は，支給しない。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は，長寿支援課において行う。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が協議会の会議に

諮って定める。 

附 則 

１ この要綱は，公布の日から施行する。 

２ 南国市高齢者保健福祉介護保険計画策定委員会設置要綱（平成11年南国市告示第10号）は，廃

止する。 

３ 第４条の委員の任期は，平成13年度の委嘱に限り，平成15年３月末日をもって，２年とみな

す。 

附 則（平成19年告示第53号）抄 

１ この要綱は，公布の日から施行する。 

附 則（平成22年告示第21号） 

この要綱は，平成22年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年告示第29号） 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 
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2. 委員名簿 

南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会 

南国市地域包括支援センター運営協議会 南国市地域密着型サービス運営委員会委員名簿 

 

団 体 及 び 役 職 等 氏    名 

 南国市副市長 村田  功 

 南国市議会議長 岩松 永治 

 南国医師会会長 井坂 公 

 高知県中央東福祉保健所地域支援室長 尾木 朝子 

 南国市民生児童委員協議会地域福祉推進部会会長 川久保 知恵 

 南国市老人クラブ連合会会長 山岡 正和 

 社会福祉法人藤寿会 特別養護老人ホーム白銀荘 支援相談員 利岡 史章 

 社会福祉法人ふるさと自然村 介護保険統括部長 山本 忠明 

 株式会社美空 代表取締役 津野 克久 

 社会福祉法人土佐清風会 土佐清風園居宅介護支援事業所 管理者 三木 比呂志 

 特定非営利活動法人 まほろばクラブ南国 理事長 武市 光徳 

 第１号被保険者（市民代表） 山下 敏正 

 第２号被保険者（市民代表） 吉良 健司 

 南国市地域包括支援センター所長 西川 明美 

 南国市福祉事務所長 天羽 庸泰 

 南国市保健福祉センター所長 藤宗 歩 

 南国市市民課長 髙橋 元和 

 南国市長寿支援課長 中村 俊一 
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3. 計画策定の経過 

年月日 実施内容 

令和５年 

８月２日（水） 

令和５年度第１回南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会 

 (１)「南国市高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」の策定について 

 (２)アンケート調査結果報告書（抜粋版） 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査 

居所変更実態調査、在宅生活改善調査、介護人材実態調査】 

 (３)その他 

令和５年 

11月 15日（水） 

令和５年度第２回南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会 

 (１)「南国市高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」素案について 

(２)施設整備方針について 

 (３)その他 

令和５年 

12月 20日（水） 

令和５年度第３回南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会 

 (１) 「南国市高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」素案について 

 (２)第９期における介護サービス事業量見込及び介護保険料算定の考え方に 

ついて 

 (３)パブリックコメントの実施について 

 (４)その他 

令和６年 

１月４日（木） 

 ～ 

令和６年 

１月 25日（木） 

パブリックコメントの実施 

令和６年 

２月 14日（水） 

令和５年度第４回南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会 

 (１)パブリックコメントの結果について 

 (２)計画素案（最終）について 
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4. 各アウトカム指標の抽出方法 

基本目標１ 地域で支え合うしくみづくり 

 項目 指標 考え方 

初
期
ア
ウ
ト
カ
ム 

困ったときに相談でき
る体制がある 

地域包括支援センターの認知度 
相談件数の昨年比 
【地域包括支援センター調べ】 

在宅医療と介護が一体
的に提供されている 

在宅医療と介護の連携ツールとし
ての地域資源情報収集提供システ
ム提供アカウント数 

地域資源情報収集提供システム提供
アカウント数の増加率 
【Ayamu システム】 

研修会および事例検討会への参加
により、連携しやすくなると思った
医療介護職の割合 

「会に参加したことにより連携しや
すくなると思いましたか（仮）」とい
う設問に対し、「はい」と回答した人
の割合 
【各会終了後のアンケート】 

認知症の予防と共生に
向けた支援が行われて
いる 

認知症日常生活自立度ⅡA 以上の
うち、在宅での生活を継続している
者の割合 

認知症日常生活自立度ⅡA 以上のう
ち、在宅での生活をしている者の割合
【介護保険認定システム】 

認知症初期集中支援チームの活動
状況（相談事例数や支援対象者数） 

認知症初期集中支援チームの相談事
例数や支援対象者数の昨年比 
【チーム会の実績】 

認知症高齢者等見守りシール交付
登録者数 

認知症高齢者等見守りシール交付登
録者の増加率 
【交付登録台帳】 

多様な職種や機関との
連携協働による地域包
括支援ネットワークが
構築されている 

地域ケア会議で出された地域課題
を施策・事業として検討した件数 

地域ケア会議で出された地域課題を
施策・事業として検討した件数の昨年
比 
【地域ケア推進会議資料】 

住まいが、ニーズに合わ
せて適切に提供されて
いる 

施設の定員・入所者数 
各施設の定員・入所者数の推移 
【長寿支援課調べ】 

多様な生活支援ニーズ
に対応する支援が多様
な主体から提供されて
いる 

Ayamu の利用者数 
Ayamu のログイン件数の増加率 
【Ayamu システム】 

くらしのサポーター登録者の活用
件数 

くらしのサポーター登録者と訪問型
サービス A 事業者のマッチング数の
推移 
【長寿支援課調べ】 

就労的支援による社会参加の実現 
民間企業との協働による就労的支援
におけるマッチング数の推移 
【長寿支援課調べ】 

中
間
ア
ウ
ト
カ
ム 

高齢になっても住み慣
れた地域で自分らしく 
生活することができる 

在宅での生活の維持が難しくなっ
ている利用者の割合 

自宅、サービス付き高齢者向け住宅、
有料老人ホーム、軽費老人ホームに居
住している居宅介護支援事業所の利
用者のうち、今後在宅での生活の維持
が難しくなっている割合の昨年比 
【在宅生活改善調査】 
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基本目標２ 生きがいづくりと介護予防の推進 

 項目 指標 考え方 

初
期
ア
ウ
ト
カ
ム 

セルフマネジメントに
より自立した生活が継
続できる 

新規要支援・要介護認定者の平均年
齢 

新規要支援・要介護認定を受けた人の
平均年齢の推移 
【地域包括ケア「見える化」システム 
地域分析＞指標名：B14．新規要支援・
要介護認定者の平均年齢】 

ニーズに対応する多様
なサービスが提供され
ている 

指定事業所数 
指定事業所数の推移 
【長寿支援課調べ】 

介護予防・健康づくりに
向けたサービス・支援が
あり、住民がそれらに取
り組んでいる 

健康寿命 

健康寿命の変化率 
【保険者シート】 

自主的な介護予防の取
組により、心身機能の改
善が見られる 

フレイルチェック結果青赤シール
数 

フレイルチェック結果青赤シールの
増減数 
【フレイルチェック結果】 

適切なタイミングで医
療・介護を受けることが
できる 

アウトリーチ実施者のうち、医療・
介護サービスを受ける必要がある
と専門職により判断された方のう
ち、適切な医療介護サービスにつな
がった割合 

アウトリーチ実施者のうち、医療・介
護サービスを受ける必要があると専
門職により判断された方のうち、適切
な医療・介護サービスにつながった割
合の推移 
【長寿支援課調べ】 

住民が社会参加する多
様な場がある 

シルバー人材センター会員数 
シルバー人材センター会員数の推移 
【シルバー人材センター調べ】 

高齢者教室登録者数、教室開催数、
参加延人数 

高齢者教室登録者数、教室開催数、参
加延人数の推移 
【生涯学習課調べ】 

中
間
ア
ウ
ト
カ
ム 

高齢者が社会とのかか
わりを持ち、楽しく生き
がいをもって生活でき
る 

75 歳以上・85 歳以上の認定率 

75 歳以上の認定率の推移 
【地域包括ケア「見える化」システム 
地域分析＞指標名：B４-d．認定率（要
介護度別）（75 歳以上）】 

85 歳以上の認定率の推移 
【地域包括ケア「見える化」システム 
地域分析＞指標名：B４-e．認定率（要
介護度別）（85 歳以上）】 

社会参加率 

会・グループ等（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
の集いの場、⑥老人クラブ、⑦町内会・
自治会、⑧収入のある仕事）への参加
頻度について、いずれかの活動に１つ
週１回以上参加している高齢者の割
合の前回比 
【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 
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基本目標３ 自立と安心につながる支援の充実 

 項目 指標 考え方 

初
期
ア
ウ
ト
カ
ム 

多様な主体が関わる支
え合いの仕組みが構築
されている 

あったかふれあいセンターの利用
者数 

独居高齢者の集い利用者数の推移 
【あったかふれあいセンター調べ】 

介護に取り組む家族の
負担が軽減されている 

各事業の利用者数 

食の自立支援事業利用者数の推移 
【長寿支援課調べ】 

介護用品支給事業利用者数の推移 
【長寿支援課調べ】 

通院支援サービス事業利用者数の推
移 
【長寿支援課調べ】 

緊急通報装置利用助成事業利用者数
の推移 
【長寿支援課調べ】 

高齢者の権利利益が擁
護されている 

市長申立件数と助成金支給決定件
数 

市長申立件数と助成金支給決定件数
の推移 
【長寿支援課調べ】 

災害・感染症発生時に

備えられている 

事業所における避難訓練実施率 
事業所における避難訓練実施率 
【長寿支援課調べ】 

避難行動要支援者への個別計画作
成割合 

避難行動要支援者への個別計画作成
割合の推移※地域福祉計画と連携（地
域福祉計画において令和８年度まで
に 50.0％を目標と設定） 
【福祉事務所調べ】 

福祉避難所の指定（協定）施設数 
（市内の施設） 

福祉避難所の指定（協定）施設数（市
内の施設）の推移※地域福祉計画と連
携（地域福祉計画において令和８年度
までに 20 箇所を目標と設定） 
【福祉事務所調べ】 

中
間
ア
ウ
ト
カ
ム 

高齢者の安全・安心な
生活が確保されている 

在宅サービス利用率 

在宅サービス利用率の推移 
【地域包括ケア「見える化」システム 
地域分析＞指標名：D-45a．利用率
（在宅サービス）】 

在宅・居住系サービス利用者割合 

在宅・居住系サービス利用者割合の推
移 
【地域包括ケア「見える化」システム  
＞地域分析＞D38．在宅・居住系サー
ビス利用者割合】 
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基本目標４ 安心して介護保険サービスを利用できる環境づくり 

 項目 指標 考え方 

初
期
ア
ウ
ト
カ
ム 

地域において、高齢者
に必要な介護サービス
が提供されている 

給付費の計画対比 

介護給付費の計画対比 
【地域包括ケア「見える化」システム 
＞実行管理＞サービス別詳細＞給付
費】 

介護の仕事に興味を持
つ人が増える 

のぞポボランティア活動者数 
のぞポボランティア活動者数の推移 
【長寿支援課調べ】 

くらしのサポーター登録者の活用
件数（再掲） 

くらしのサポーター登録者と訪問型
サービス A 事業者のマッチング数の
推移 
【長寿支援課調べ】 

事業所における介護職員の採用者
数・離職者数 

事業所における過去１年間の介護職
員の採用者数と離職者数の推移 
【介護人材実態調査】 

自立を阻害せず、効果
的・効率的に介護給付
が行われている 

要介護度の維持・改善率 
要介護度の維持・改善率の比較 
【介護給付適正化システム】 

中
間
ア
ウ
ト
カ
ム 

必要な介護サービスが 
充実しており、介護保
険事業の継続性も確保
されている 

要支援・要介護者 1 人あたり定員数

（サービス別） 

施設サービスにおける要支援・要介護
者１人あたり定員数 
【地域包括ケア「見える化」システム 
＞地域分析＞D28．要支援・要介護者
１人あたり定員（施設サービス別）】 

居住系サービスにおける要支援・要介
護者１人あたり定員数 
【地域包括ケア「見える化」システム 
＞地域分析＞D29．要支援・要介護者
１人あたり定員（居住系サービス別）】 

通所系サービスにおける要支援・要介
護者１人あたり定員数 
【地域包括ケア「見える化」システム 
＞地域分析＞D30．要支援・要介護者
１人あたり定員（通所系サービス別）】 

 

 

 

 

 


