
近
年
は
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ
っ
て
、
家
族
介

護
す
る
側
の
低
年
齢
化
が
顕
著
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
介
護
を
理
由
と
し
て
仕
事
を
や
め
る
「
介

護
離
職
」
問
題
が
、
将
来
さ
ら
に
深
刻
化
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
介
護
や
看
護
を
す
る
た
め
に
離
職

し
た
人
が
１
年
間
で
約
10
万
人
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
内

の
約
８
割
は
女
性
で
す
。

女
性
が
家
族
の
世
話
を
期
待
さ
れ
が
ち
に

な
ぜ
、
家
族
の
介
護
に
お
け
る
分
担
に
男
女
の
違

い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
介
護
は
、
育
児
と
同
様
に

家
族
内
で
世
話
を
す
る
仕
事
と
い
う
固
定
観
念
が
強

い
と
言
わ
れ
ま
す
。
男
性
は
外
で
仕
事
に
専
念
し
、

介
護
や
育
児
は
女
性
が
主
に
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
と
い
う
、
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
の
意
識
が
現

在
も
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
嫁
」が

自
身
の
親
、
義
理
の
親
の
介
護
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
の
で
す
。
以
前
と
比
べ
て
女
性
の
社
会
進
出
や
少

子
化
が
進
ん
だ
こ
と
等
に
よ
り
、
今
後
は
男
女
を
問

わ
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
働
き
盛
り
世
代
」
が
介
護
に
直
面

す
る
こ
と
が
増
え
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

長
時
間
労
働
を
減
ら
し
て

介
護
も
や
り
や
す
い
環
境
へ

し
か
し
、
近
年
は「
働
き
方
改
革
」が
進
み
、
ラ
イ
フ

ス
テ
ー
ジ
に
対
応
し
た
多
様
な
働
き
方
が
増
え
始
め

て
お
り
、
介
護
や
育
児
を
想
定
し
た
働
き
方
へ
の
取

り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
労
働
時
間
は
減
少
傾

向
に
あ
り
ま
す
が
、
週
の
労
働
時
間
が
60
時
間
以
上

の
割
合
は
、
40
歳
代
男
性
が
最
多
で
13
．
8
％
に
達

す
る（
令
和
元
年　

内
閣
府「
男
女
共
同
参
画
白
書
」よ

り
）
等
、
依
然
と
し
て
長
時
間
労
働
の
問
題
へ
の
対
応

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
労
働
時
間
の
短
縮
等
の
「
働

き
方
改
革
」が
、
男
女
と
も
育
児
や
介
護
に
参
加
し
や

す
い
職
場
環
境
の
形
成
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

雇
用
す
る
側
は
、
育
児
・
介
護
休
業
法
に
則
っ
た
就

業
規
則
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
働
き
手
の
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
た
柔
軟
な
選
択
肢
を
設
け
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

介
護
を
自
身
の
こ
と
と
し
て
考
え
る

一
方
で
、
個
人
と
し
て
で
き
る
こ
と
に
は
何
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
。
介
護
は
育
児
と
違
い
、
予
期
せ
ず
始
ま

る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
事
前
に
準
備
を
す
る
こ
と
が
難

し
い
の
が
一
つ
の
特
徴
で
す
。
ま
だ
先
の
こ
と
と
は
考

え
ず
、
早
く
か
ら
、
介
護
支
援
や
サ
ー
ビ
ス
の
み
な

ら
ず
、
家
族
の
基
本
情
報
な
ど
、
介
護
に
つ
い
て
必

要
な
情
報
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

介
護
が
必
要
な
状
況
に
な
っ
た
と
き
誰
も
が
安
心

し
て
介
護
し
、
介
護
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
を
目
指
し

て
、
全
て
の
人
が
介
護
を
自
身
の
問
題
と
し
て
捉
え
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

女
性
の
苦
労
は

社
会
に
共
有
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

介
護
や
育
児
な
ど
、
家
族
の
面
倒
を
み
る
担
い
手

は
、
以
前
は
ほ
ぼ
女
性
し
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
家
族

介
護
に
伴
っ
て
起
こ
り
が
ち
な
虐
待・孤
立・介
護
離
職

と
い
っ
た
問
題
は
、
現
在
は
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
で
す
が
、
担
い
手
が
ほ
ぼ
女
性
だ
け
だ
っ

た
時
代
に
は
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
、
ず
っ

と
前
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
問
題
で
す
。
介
護
に
直
面
す

る
男
性
が
近
年
増
え
て
き
た
た
め
に
、
よ
う
や
く
社

会
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
介
護
離
職
は
、
昔
か
ら
多
く
の
女
性
が
直

面
し
て
い
た
問
題
で
す
。
実
の
親
、
義
理
の
親
の
介
護

の
た
め
に
仕
事
を
や
め
ざ
る
を
得
な
い
女
性
は
山
の

よ
う
に
い
ま
し
た
。
女
性
の
社
会
進
出
が
進
ん
だ
と

さ
れ
る
現
在
で
も
、
賃
金
が
夫
や
兄
弟
よ
り
も
低
か
っ

た
り
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
で
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
女

性
が
介
護
を
担
う
の
が
当
然
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
。

介
護
責
任
の
構
造
的
な
偏
り

性
別
、
賃
金
の
高
低
、
扶
養
す
る
家
族
の
有
無・・・

の
中
で
、
育
児
や
介
護
な
ど
家
族
の
面
倒
を
見
る
責

任
を
免
除
さ
れ
や
す
い
属
性
の
こ
と
を
「
正
当
な
言
い

訳
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
男
だ
か
ら
、
賃
金
の

高
い
仕
事
を
続
け
て
い
る
か
ら
、
扶
養
す
る
家
族
を

す
で
に
持
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
は
育
児
や
介
護
を
担

う
責
任
を
当
然
免
除
さ
れ
る
は
ず
だ
、
と
考
え
て
し

ま
う
よ
う
な
属
性
の
こ
と
で
す
。「
正
当
な
言
い
訳
」に

は
他
に
も
多
く
の
属
性
が
あ
り
ま
す
。
兄
弟
の
中
で

親
と
同
居
し
て
い
る
の
が
自
分
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
フ

ル
タ
イ
ム
の
正
規
雇
用
の
配
偶
者
と
比
べ
て
自
分
が

パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
人
が
介
護

の
責
任
か
ら
逃
れ
る「
正
当
な
言
い
訳
」を
一
つ
失
う
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、「
正
当
な
言
い
訳
」を
持
ち
や
す
い

の
は
構
造
的
に
は
男
性
に
偏
っ
て
い
ま
す
。
非
正
規
雇

用
が
全
体
的
に
増
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
女
性
の
ほ

う
が
多
い
で
す
し
、
正
規
雇
用
の
中
で
も
全
体
的
に
は

男
女
で
賃
金
格
差
が
あ
る
の
が
現
状
で
す
。
も
ち
ろ

ん
男
性
で
あ
っ
て
も
、
兄
弟
の
中
で
未
婚
な
の
が
自
分

だ
け
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
は
一
人
っ
子
だ
っ
た
り
す
れ

ば
「
正
当
な
言
い
訳
」
は
持
ち
に
く
い
で
し
ょ
う
か
ら
、

個
々
の
ケ
ー
ス
に
も
よ
り
ま
す
。

「
言
い
訳
」に
頼
ら
な
い
意
識

男
性
が
育
児
や
介
護
に
関
わ
れ
な
い
理
由
と
し
て

よ
く
「
長
時
間
労
働
」
な
ど
の
就
労
シ
ス
テ
ム
が
理
由

に
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
は
た
し
て
就
労
シ
ス
テ
ム
が
変

わ
れ
ば
男
性
が
育
児
や
介
護
の
責
任
を
す
ん
な
り
担

う
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
福
井
県
は
、
女

性
の
正
規
雇
用
率
が
高
く
、
か
つ
女
性
の
家
事
時
間

も
男
性
よ
り
は
る
か
に
長
い
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま

す
。
男
性
の
就
労
責
任
が
相
対
的
に
減
少
し
て
い
る

の
に
、
家
事
の
負
担
は
女
性
に
偏
っ
た
ま
ま
な
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
就
労
シ
ス
テ
ム
で
男
女
が
平
等
に
な
っ

た
と
し
て
も
、
家
族
の
面
倒
を
見
る
責
任
も
男
女
平

等
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
育

児
や
介
護
な
ど
が
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
の
は
も

ち
ろ
ん
必
要
で
す
が
、
責
任
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
言
い

訳
に
し
が
み
つ
い
て
し
ま
う
よ
う
な
意
識
は
、
個
人
レ

ベ
ル
で
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

介護の責任から逃れる「言い訳」を
探していませんか

　あなたの家族の誰かが介護が必要になった時、介護の分担を決めるのに、何が決
定的な要因になるでしょうか。介護の分担から見えてくる問題について、息子による介
護の研究を専門とする研究者にお話を聞きました。

男
女
が
協
力
し
、
安
心
し
て
介
護
を
で
き
る
社
会
に
向
け
て

現
在
、
全
国
で
介
護
を
し
て
い
る
人
は
約
627
万
人
お
り
、
女
性
が
約
63
％
、
男
性
が
約
37
％
と
な
っ

て
い
ま
す（
平
成
29
年
　
総
務
省「
就
業
構
造
基
本
調
査
」よ
り
）。
こ
の
数
字
が
示
す
通
り
、
介
護
は
性

別
に
よ
る
負
担
の
偏
り
が
大
き
い
と
い
え
ま
す
。
な
ぜ
性
別
に
よ
る
負
担
の
違
い
が
あ
る
の
か
、
安
心

し
た
介
護
を
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
を
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

A.介護をしている人の男女比
表紙のグラフは…

IN

TE
RVIEW

　家族や親族の中で、複数の世代のケアに同時にあたることをいいます。特に、子育てと親の介護を同時進行で担うことを指して使わ
れることが多い言葉です。現在、全国で約25万人がダブルケアを担っている※と推定され、将来ダブルケアに直面する人も数多くいると
されています。

1979年神奈川県生まれ。2003年東京大学文学部卒業。2005年東京大学大学院人
文社会系研究科修士課程修了。2011年オレゴン州立大学大学院博士課程修了、
Ph.D.（Human Development and Family Studies）。著書『迫りくる「息子介護」の時代』

（共著、2014年）、『介護する息子たち　男性性の死角とケアのジェンダー分析』（2017
年）など。

平山　亮氏
東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム 研究員

ダブルケアとは？

要 介 護 （ 要 支 援 ） 認 定 者 数 の 推 移

※平成2９年度から全市町村で介護予防・日常生活支援総合事業を実施している。　※東日本大震災の影響により、平成22年度の数値には福島県内５町１村の数値は含まれていない。

厚生労働省「介護保険事業状況報告書（年報）」より作成

※内閣府「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査報告書」より

■ 要支援
■ 要支援 1
■ 要支援 2
■ 経過的要介護
■ 要介護 1
■ 要介護 2
■ 要介護 3
■ 要介護 4
■ 要介護 5
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