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京
都
市
社
会
福
祉
協
議
会
で
約
20
年
地
域
福
祉
を
担
当
し
、
多
く
の
介
護
者
と
接
す
る
中
で
、

「
男
性
介
護
者
の
抱
え
る
問
題
は
社
会
問
題
だ
」と
の
認
識
を
持
っ
た
津
止
正
敏
さ
ん
。
’01
年
に
大

学
教
授
と
な
る
と
男
性
介
護
者
問
題
を
本
格
的
に
研
究
。
そ
の
一
方
で
、
’09
年
、「
男
性
介
護
者
と
支

援
者
の
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
以
下「
男
性
介
護
ネ
ッ
ト
」）を
立
ち
上
げ
、
事
務
局
長
と
し
て
支
援
活

動
を
さ
れ
て
い
る
津
止
さ
ん
に
、
男
性
介
護
者
の
置
か
れ
て
い
る
実
情
等
を
伺
い
ま
し
た
。

◆
急
増
す
る
男
性
介
護
者

　
男
性
介
護
者
は
急
増
し
て
い
ま
す
。

　
介
護
に
つ
い
て
初
の
全
国
調
査
が
行

わ
れ
た
'68
年
当
時
、
介
護
者
の
大
半
は

「
女
性
」で
し
た
が
、
介
護
保
険
制
度
が

始
ま
っ
た
直
後
の
'02
・
'03
年
に
は
４
人

に
１
人
が
、
今
で
は
も
う
３
人
に
１
人

が「
男
性
」で
す
。
続
柄
を
み
て
も
、
'68

年
当
時
は
半
数
が「
嫁
」、
４
分
の
１
が

「
妻
」、
６
分
の
１
が「
娘
」と
い
う
順
で

し
た
が
、
近
年
の
家
族
機
能
の
変
化
や

女
性
の
社
会
進
出
な
ど
か
ら
今
や
女
性

だ
け
で
介
護
が
担
え
る
状
態
を
は
る
か

に
超
え
、「
息
子
」や「
夫
」が
多
く
な
っ
て

い
ま
す（
図
表
１
）。 男

性
介
護
者
が
生
き
や
す
い
社
会
へ

　
こ
れ
は
単
に
女
性
介
護
者
の
比
率
が

減
っ
て
男
性
介
護
者
が
増
え
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
と
に
か
く
そ
の
場
に
居
合

わ
せ
た
者
が
性
差
な
し
に
介
護
者
の
役

割
を
担
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
が

今
の
介
護
環
境
の
実
態
で
す
。

◆
ま
ま
な
ら
な
い
家
事

　
男
性
介
護
者
の
大
半
は
、「
こ
ん
な
は
ず

で
は
な
か
っ
た
」と
戸
惑
い
な
が
ら
も
、「
で

も
自
分
が
や
る
し
か
な
い
の
だ
」と
、
時

代
や
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
よ
う
な
閉

塞
的
な
介
護
環
境
の
中
で
様
々
な
問
題

を
抱
え
な
が
ら
生
活
し
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
の
調
査
で
も
、「
家
で
コ
ー
ヒ
ー

「
家
事
な
ん
て
女
・
子
ど
も
の
仕
事
と

バ
カ
に
し
て
い
た
が
、
こ
ん
な
に
大
変

だ
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」「
こ
れ
か
ら
は
恩

返
し
で
す
」な
ど
の
声
が
聞
か
れ
ま
す
。 

　
し
か
し
、
夫
婦
二
人
暮
ら
し
の
老
老

介
護
や
仕
事
と
介
護
を
両
立
す
る
人
な

ど
に
と
っ
て
は
、
介
護
保
険
が
使
え
る

入
浴
や
排は
い

泄せ
つ

の
介
助
な
ど
よ
り
も
、
む

し
ろ
炊
事
、
掃
除
、
洗
濯
、
買
物
な
ど

不
慣
れ
な
家
事
の
負
担
が
重
く
の
し
か

か
っ
て
き
ま
す
。

◆
深
刻
な
介
護
離
職

　
さ
ら
に
、
仕
事（
介
護
離
職
）の
問
題
も

深
刻
で
す
。
と
く
に
40
・
50
代
の
、
職
場

で
は
基
幹
的
立
場
で
家
族
が
い
れ
ば
ロ
ー

ン
や
教
育
費
を
抱
え
る
大
黒
柱
的
存
在

で
あ
る
男
性
に
と
っ
て
、
介
護
で
働
け
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
当
然
、
経
済
的
な

問
題
が
生
じ
て
く
る
と
同
時
に
、
自
分

た
ち
の
将
来
の
生
活
基
盤
を
も
失
う
こ
と

に
も
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
親
の
介
護
を
一
人
で
担
う
男
性
介
護

者
が
や
む
な
く
離
職
し
、
生
活
保
護
の

申
請
も
受
理
さ
れ
ず
、
経
済
的
に
も
精

神
的
に
も
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い

う
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。「
仕

事
と
介
護
の
両
立
」は
、
い
ま
最
も
大
き

な
問
題
の
一
つ
な
の
で
す
。

【参考資料】　働きながら介護している人 290万人

70歳
以上

単位：万人（千人以下は切捨て）

引用：平成24年就業構造基本調査（総務省）
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未満
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65～
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64,420 24,601 14,640 6,363 6,120 3,201 3,3526,141

有業者数（2）介
護
し
て
い
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男
女
別
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4.5％
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276
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213

113

99

160
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1.3％ 3.6％ 8.1％ 10.1％ 8.9％ 6.7％ 4.8％（2）÷（1）

男
性
介
護
者
の
半
数
以
上
が
、会
社
で
は

基
幹
的
立
場
に
あ
た
る
年
代

有業者総数（1）

343

図表 1　同居の主たる介護者の続柄

妻嫁 息子娘 夫 その他

参考資料：全国社会福祉協議会　1968 年調査資料から作成
　　　　　総務省「2013 年　国民生活基礎調査」から作成
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◆
男
性
介
護
者
の
特
徴

　
男
性
の
介
護
者
に
は
３
つ
の
特
徴
が

あ
り
ま
す
。

①
真
面
目
す
ぎ
る
。
介
護
を
自
分
の
責
任

と
感
じ
、
手
抜
き
も
せ
ず
に
こ
つ
こ
つ

と
最
後
ま
で
や
り
遂と

げ
よ
う
と
す
る
。

②
成
果
を
出
そ
う
と
す
る
。
介
護
を
仕

事
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
己
の
力

で
治
そ
う
・
よ
く
し
よ
う
と
す
る
。

③
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
出
す
の
が
ヘ
タ
。
周
り
の
人

が
心
配
し
て「
大
丈
夫
？
」と
聞
い
て
も
、

「
大
丈
夫
で
す
」と
言
っ
て
頑
張
っ
て

し
ま
う
。

　
こ
う
し
た
姿
は
、
社
会
が
推
奨
し
て

き
た“
仕
事
一
筋
”と
い
う
典
型
的
な
男

性
モ
デ
ル
で
す
。
で
も
介
護
と
は
む
し

ろ
、
老
い
衰
え
て
い
く
家
族
に
寄
り
添

う
と
い
う
こ
と
で
す
。
育
児
や
家
事
な

ど
を
同
時
に
こ
な
し
て
き
た
女
性
は“
い

い
加
減（
ほ
ど
よ
い
加
減
）”を
知
っ
て
い

ま
す
が
、男
性
は
介
護
者
に
な
っ
た
か
ら

と
い
っ
て
、今
ま
で
の
生
き
方
を
す
ぐ
に

は
切
り
換
え
ら
れ
な
い
の
が
実
情
で
す
。

◆
自
ら
孤
立
化
を
深
め
る
男
性
介
護
者

　
男
性
介
護
者
に
は
自
ら
抱
え
込
ん
で

い
る
課
題
も
あ
り
ま
す
。「
介
護
は
女
性

や
子
ど
も
が
す
る
も
の
」と
い
う
意
識
が

ど
こ
か
に
あ
っ
て
、
介
護
し
て
い
る
自
分

は“
オ
ト
コ
社
会
”で
は
働
け
な
い
・
稼

げ
な
い
・
真
っ
当
な
地
位
を
得
ら
れ
な
い

と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
で
す
。

　
あ
る
男
性
介
護
者
は
、
ス
ー
パ
ー
で

買
物
を
す
る
こ
と
が
一
番
苦
痛
だ
と
訴

え
て
い
ま
し
た
。「
レ
ジ
に
並
ん
で
い
る

と
き
に
、
周
り
の
人
か
ら『
情
け
な
い
』

『
可
哀
想
』と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、

恥
ず
か
し
く
て
自
分
の
そ
の
姿
を
受
け

入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
」と
言
う
の
で
す
。

つ
ま
り
、
自
分
自
身
の「
男
」の
イ
メ
ー

ジ
と
の
格
闘
な
の
で
す
。

◆
介
護
を
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
に

　
男
性
介
護
者
は
、
医
師
や
学
者
な
ど
、

権
威
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
か
ら
の
話

に
は
頼
る
一
方
で
、
自
分
の
経
験（
介
護
）

を
絶
対
視
し
、
正
し
い
と
思
い
込
ん
で

最
後
ま
で
自
分
一
人
の
力
で
や
り
遂
げ
よ

う
と
す
る
傾
向
も
強
く
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
し
た
男
性
介
護
者
に
と
っ
て
ま

ず
必
要
な
こ
と
は
、
自
分
の
介
護
を
人

に
話
し
て
み
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し

１
杯
す
ら
淹い

れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の

に
、
介
護
者
と
な
っ
た
途
端
に
介
護
の

み
な
ら
ず
、
家
事
全
般
を
こ
な
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」と
い
う
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。
炊
事
、
掃
除
、
洗

濯
、
介
護
用
品
等
の
買
い
出
し
、
金

銭
管
理
等
々
…
。
今
ま
で
親
や
妻
に

任
せ
っ
切
り
に
し
て
い
た
男
性
か
ら
は
、

男
性
介
護
者
の
置
か
れ
て
い
る
厳
し
い
現
状

男
性
介
護
者
の〝
孤
立
化
〟を
な
く
せ
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