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第 1 章 介護役割と介護負担 

―要介護者と同居する家族の実態― 

 
 
1 はじめに 
 本章の目的は、要介護者と同居する家族の介護役割と介護負担を明らかにすることである。 
 家族介護において、今日でも女性が介護を担っていることは先行研究でたびたび指摘され

ている。しかし、同じ家族責任でも、育児においては、父母が養育責任を負っており、親子

という続柄から両立課題をもつ労働者を特定することができる。しかし、介護については、

誰が介護役割を担うかは、一律には決定されない。家族に複数女性がいる場合、最も介護を

担うのは誰か。また男性が介護を担うとしたらそれはいかなる状況か。介護役割がどのよう

に決定されているか、明らかにする必要がある。 
 これまでの老人介護や福祉分野の研究から、介護役割には主たる役割を果たす者とそうで

ない役割を果たす者がいることがわかっている。主たる役割の介護者ほど、要介護者の介護

をしているという。しかし、実際にどのような介護を行っているのか、とりわけ役割によっ

て、介護内容にどのような差異が見られるのかを詳細に検討した分析はない。本調査では、

自分がどのような役割を担っているかは主観による判断であるが、その一方で、客観的にど

のような介護負担を負っているかを尋ねている。この 2 つの項目を重ね合わせることで、両

者の関係に差異があるのかどうかを確認することができる。 
 そもそも介護者の負担は、要介護者が必要とする介護の量や内容によって様々である。そ

こが、必要な保育の量や内容とその期間を子の発達過程に照らして予測することができる育

児と大きく異なるところである。介護が仕事に及ぼす影響を明らかにするためには、まず要

介護者のいる家族がどのような介護負担を負っているのかを明らかにする必要がある。 
 本章では、主たる介護役割に関して、データ分析を行う。主たる介護役割とは一体、誰が

担うのか、また役割の違いによって介護負担がどの程度異なるのか、主たる介護者とは介護

においてどのような存在なのか、これらの問いをデータから明らかにする。この分析を通じ

て、序章で提起した課題「①家族においていかなる態勢で介護に対応し、誰が介護を担って

いるか」を明らかにしたい。次章以降の分析（介護による仕事への影響）を行うためにも、

まずは家族の中での介護役割の構造・実態を理解しておく必要がある。 

 
2 要介護者の特徴 
（1）要介護者との続柄（性・年齢別） 
 家族の介護役割を分析する前に、サンプルの要介護者がどのような特徴をもっているか、

要介護者との続柄、要介護度、認知症の有無を確認しておこう。 
まずは、回答者本人と要介護者の続柄から確認する。要介護者の続柄を、全体、性別、年
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齢別に集計した結果が図 1.2.1.である。 
 全体では、「自分の母親」（29.9％）、「配偶者の母親」（27.0％）が多い。母親が要介護者の

ケースが多く、次いで、父親（「自分の父親」、「配偶者の父親」）が占める。「それ以外の親族

（祖父母・配偶者・兄弟姉妹・その他の親族）」が約 1 割である。本報告書では、高齢者介

護に焦点を当てているため、配偶者や兄弟姉妹が若いサンプルや子どもが要介護者のサンプ

ルは分析対象から除外している。その結果、親が要介護者であるサンプルが大半を占めてい

るのである。 
 男性では、「自分の母親」が多い。「自分の父親」を含めると、約 7 割が自分の親である。

女性では、「配偶者の母親」が多い。女性において、配偶者の親と同居し、彼らを介護するケ

ースは多いことが確認できる1。要介護者の続柄は同居形態によって、異なってくる。 
 年齢別では、45 歳以上では、親の介護がほとんどを占める。しかし、「それ以外の親族」

が要介護者である割合は、「40-44 歳」で 17.6％、「35-39 歳」で 39.6％、「30-34 歳」で 60.6％
となっている。若い世代では、親以外の要介護者がいる。 

 

図 1.2.1.　要介護者との続柄
－全体・性別・年齢別－
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1 「全国家族調査（NFR98）」のデータ分析でも同様の結果が報告されている（安藤 2004）。 
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（2）現在の要介護者の要介護度（性・年齢別） 
 家族の介護負担は、要介護者の状態によって様々であると考えられる。それでは、要介護

者はどの程度の介護を必要としているだろうか。要介護者が受けている要介護認定の状況を

見ることにしよう。これにより、介護の必要度を概観することができる。 
 ちなみに、要介護度の基準は、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の

基準等に関する省令」（平成 11 年 4 月厚生省）による、以下の「要介護認定等基準時間」を

用いて判定されている。 
  要介護認定等基準時間の分類 
 ・ 直接生活介助    －  入浴、排せつ、食事等の介護  
 ・ 間接生活介助    －  洗濯、掃除等の家事援助等  
 ・ 問題行動関連介助  －  徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等  
 ・ 機能訓練関連行為  －  歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練  
 ・ 医療関連行為    －  輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等  

 要支援は、上記 5 分野の要介護認定等基準時間が 25 分以上 32 分未満である状態またはこ

れに相当する状態を指す。 
 要介護１は、上記 5 分野の要介護認定等基準時間が 32 分以上 50 分未満である状態または

これに相当する状態を指す。 
 要介護 2 は、上記 5 分野の要介護認定等基準時間が 50 分以上 70 分未満である状態または

これに相当する状態を指す。 
 要介護 3 は、上記 5 分野の要介護認定等基準時間が 70 分以上 90 分未満である状態または

これに相当する状態を指す。 
 要介護 4 は、上記 5 分野の要介護認定等基準時間が 90 分以上 110 分未満である状態また

はこれに相当する状態を指す。 
 要介護 5 は、上記 5 分野の要介護認定等基準時間が 110 分以上である状態またはこれに相

当する状態を指す。 
これだけでは、要介護度がどのような介護を必要としているか理解しにくい。そこで、調

査で扱った 6 つの介護内容項目について、介護を必要とする割合を要介護認定度別に示そう。

その結果が図 1.2.2.である。 
 要介護度を問わず、「通院介助」の必要が高いサンプルであることがわかる。それ以外の項

目については、介護度が上がるにつれて、要介護者が、具体的な介護（「起床介助」、「衣服の

脱着衣・身なりの保清」、「食事の介助」、「トイレの介助」、「入浴介助」）を必要とする割合が

増加してくる。「要介護 3」を超えると、すべての項目で、ほぼ 8 割以上が「必要がある」と

回答する。要介護者の介護度に応じて、身体援助・家事援助の必要性が変わってくることが

わかる。 
 こうした介護の必要性を踏まえて、図 1.2.3.において、要介護認定を受けたことがあるサ
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ンプルを、全体、性別、年齢別に集計した結果を見よう。本報告書の考察対象は、要介護者

ではなく介護者であるが、要介護者の状態は介護者にも影響を及ぼす。そこで、介護者であ

る調査対象者の性別や年齢によって、要介護者の状態に偏りがないか、以下の分析によって

確認しておきたい。分析データがモニターから得られたものであることから、回収サンプル

の特性を示し、回答者である本人の傾向を押さえておく必要がある。 
 

図 1.2.2.　要介護度別必要とする介護内容の割合
－全体－
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図 1.2.3.　要介護者の要介護度
－全体・性別・年齢別－
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全体では、「要介護 1」の割合が最も多い（25.9％）。以下、「要介護 2」（22.0％）、「要介

護 3」（20.5％）が 2 割である。高レベルの「要介護 4」（13.3％）、「要介護 5」（12.1％）の

人はおよそ 4 人に 1 人の割合である。「要支援」は 6.2％である。あくまでも、要介護度とい

う指標でしかないが、全体的に重度の要介護者は少なく、軽度～中程度の要介護者が比較的

多いサンプルとみなすことができる2。 
 性別では、男性に「要介護 3」がやや多く。女性に「要介護 2」と「要介護 4」「要介護 5」
の割合がやや多い。しかし、介護を必要とする状態が同じであっても、認定時の要介護者の

体調等の諸事情によって、要介護度が 1 段階上がったり下がったりすることは珍しくない。

こうした事情を踏まえるならば、全体として、要介護度に男女で大きな偏りはない。 
 年齢別では、「30-34 歳」に「要介護 2」が多く（38.3％）、「35-39 歳」に「要介護 3」が

多い（33.3％）。「要介護 5」の割合は、「30～44 歳」までに多い。これは要介護者が祖父母

であり、高齢であることの影響と思われる。こうした違いは確認されるが、「要介護 2」以下

と「要介護 3」以上で大まかに分けてみると、年齢別に関しても、要介護度に大きな偏りは

みられない。つまり、特定の年齢層において要介護者が介護を必要とする程度が著しく高い、

あるいは逆に低いといった傾向はないと言える。 

 
（3）認知症の有無（性・年齢別） 
 要介護者に認知症の症状があるのかどうかも確認しておこう。認知症のある要介護者を抱

える場合、介護生活が大変だとの報告がヒアリングでもあった。本サンプルでは、どのくら

いの要介護者に認知症の症状があるのか3。全体、性別、年齢別に集計した結果が図 1.2.4.で
ある。これで介護の必要度を概観することができるだろう。 
 全体では、認知症(痴呆)が「あり」との回答は 44.2％である。要介護者の半数近くに認知

症があり、介護生活をしているということだ。 
 性別において差はないが、年齢別をみると、認知症「あり」が最も多いのは、「55-59 歳」

（51.7％）である。最も少ないのは、「40-44 歳」（34.3％）である。45 歳以上では、認知症

の要介護者が増えている。図表は割愛するが、要介護者の年齢が高いほど認知症のある比率

は高くなる。そして、こうした要介護者の状況と調査対象者本人との続柄においては、本人

の年齢が高い層では、認知症のある要介護者は自分や配偶者の親であるのに対し、若年層に

おいて認知症のある要介護者は祖父母である。こうした続柄の違いも考慮するならば、認知

症のある割合が高く、しかも要介護者が老親である 45 歳以上の高い年齢層において、認知

症に伴う介護負担は重くなっていることがうかがえる。 

                                                 
2 「介護サービス世帯調査」（厚生労働省 2000）では、認定された人びとを 100％とした場合、要支援者(12.3％)、

要介護 1(24.2％)、要介護 2(20.6％)、要介護 3(15.7％)、要介護 4(14.3％)、要介護 5(11.8％)となっている。 
3 厚生労働省の高齢者介護研究会の報告書『2015 年の高齢者介護』（2003）でも、認知症高齢者の増加が問題化

され、予防策が講じられている（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/index.html）。 
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図 1.2.4.　要介護者の認知症の有無
－全体・性別・年齢別－
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3 主たる介護者は誰なのか？ 
 要介護者の状態について見てきたが、要介護度については、性別・年齢による大きな偏り

は見られなかった。それよりも、これから分析する要介護者以外の家族との関係の方が、調

査対象者の介護負担に大きく関係している。また、認知症に伴う介護負担は、とりわけ高い

年齢層で重いことがうかがえる。しかし、その負担をどのように分担するかは、以下の分析

で示すように、やはり家族における役割によって異なっている。 
家族の中で、要介護者の介護に積極的に関わる人もいれば、そうでない人もいる。本節で

は、介護役割の担当に焦点を当て、介護役割を規定する構造が家族内に存在するのかどうか

を明らかにする。誰かに介護の負担が集中するということは、その人が仕事に従事している

場合、両立への困難があると考えることができる。仕事の側面から介護者に対する支援を提

供するためにも、誰が大変なのかを知ることは重要である。 

 
（1）性別 
 家族社会学の先行研究では、性別によって介護役割が規定されているとされている。「介護

サービス世帯調査」（厚生労働省 2000）でも女性の関与が多数を占めた。春日（1997）（2001）、
笹谷（1999）、藤崎編（2000）、藤崎（2002）、下夷（2003）、春日井（2004）等、女性と介

護の研究は多い。女性は家族役割を多く担う。そこには親の介護生活についても含まれる。

こうした先行研究は、ケアを担う女性の存在、性別役割構造を解き明かしている。 
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図 1.3.1.　介護役割担当
－性別－
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 本サンプルでも、性別によって介護役割に差があるのかどうかを分析してみよう。その結

果が図 1.3.1.である。介護役割の担当は、「主たる介護者である」と「主たる介護者ではない」

の 2 区分とした。役割による介護内容の違いの有無については、次節で分析する。 
 図より、「主たる介護者である」のは、女性に多い（65.7％）。男性（24.8％）と比べて、

圧倒的に女性が主たる介護者になっていることは一目瞭然である。先行研究で指摘されてき

た性別役割をここでも確認することができる。 
しかし、介護役割を規定する要因をもう少し丁寧に見てみよう。要介護者および他の家族

との関係性によって、介護役割が変わることはこれまでにも報告がある（竹永 1998）。図

1.3.1.においても、女性の中で主たる介護者でない者が 34.3％いる一方で、男性の中にも主

介護者が 24.8％いる。なぜ同じ性別でもこうした違いが表れるのか。すでにアンケート調査

を作成するにあたって実施したヒアリング調査の知見からも、要介護者・同居している家族・

本人の関係によって、本人の介護へ関わり方が異なっていた。性別のほかにも、介護役割担

当を決める要因が存在すると考えられる。以下、介護役割と関係のある要因をみていこう。 

 
（2）年齢別 
 図 1.3.2.は、本人の年齢別に介護役割担当をみたものである。上段が男性の結果、下段が

女性の結果である。 
 男性では、もともと「主たる介護者である」の割合は少ないが、45 歳を境にして「主たる

介護者」の占める割合が多くなる。44 歳までは、主介護者になることは少ないものの、45
歳を過ぎれば男性であっても、主介護者になる可能性も出てくる。 
 女性では、年齢による傾向が明白にあらわれている。年齢が高くなるほど、「主たる介護者

である」回答も多くなる。「55-59 歳」では、89.2％が主介護者である。若年層では、女性で

あっても主介護者になっていないことがわかる。このように年齢によって、介護役割担当が

規定されていることがわかる。その背景には、要介護者の続柄と本人以外の同居家族の関係

があると考えられる。 
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図 1.3.2.　介護役割担当
－年齢別（性別）－
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（3）同居家族形態別 
 介護役割は、要介護者の続柄と同居家族の状況によっても変わってくる。親が要介護者で

あっても、無条件で主介護者が子ども（もしくは配偶者）となるとは限らない。父親が要介

護者の場合、母親が健在であれば、主介護者になりうる。男女別に分けて、要介護者の続柄

別に、誰が主たる介護役割を担当しているのかをみたものが、表 1.3.1.である。 
 まず、男女問わず、主たる介護役割の担い手は実に多様であることがわかる。本人を取り

巻く要介護者と同居家族成員が各家庭でさまざまだからだ。しかし、多様でありながらも、

誰が主たる介護者になるのか、いくつかのパターンが読み取れる。 
 男性の全体をみると、「自分（=本人）」が主たる介護者になるのは 24.9％である。それを

上回っているのは、「配偶者（=妻）」（34.0％）である。「同居の母」も 24.9％である。そし

て、要介護者が「自分の父親」の場合、「同居の母」が主介護者になっている割合が 63.0％
と最も高い。母親が介護を担える場合は、彼女が主たる介護役割を担う傾向がある。その母

親が要介護者になってしまった場合、「自分」（33.3％）も主たる介護者となる割合は高くな

るが、それ以上に「妻」（40.9％）が主介護者になっている。また、「妻の父親」、「妻の母親」 
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(%)

自分
（本人）

配偶者
(男性→妻
　女性→夫)

同居の母
(自分+配偶者)

同居の父
(自分+配偶者)

それ以外の
親族

全　体 24.9 34.0 24.9 10.5 5.7 209

自分の父親 27.8 7.4 63.0 0.0 1.9 54

妻の父親 9.1 36.4 45.5 0.0 9.1 11

自分の母親 33.3 40.9 0.0 18.3 7.5 93

妻の母親 4.2 87.5 0.0 4.2 4.2 24

それ以外の親族 14.8 14.8 48.1 14.8 7.4 27

全　体 65.6 3.5 22.4 6.4 2.0 655

自分の父親 39.8 0.0 57.1 0.0 3.1 98

夫の父親 45.6 3.8 49.4 0.0 1.3 79

自分の母親 89.3 1.2 0.0 6.5 3.0 168

夫の母親 79.2 8.7 0.0 12.1 0.0 207

それ以外の親族 39.8 0.0 50.5 5.8 3.9 103

表 1.3.1.　主たる介護者　－要介護者の属性別（性別）－

主たる介護者

男性

女性

N
(100.0)

　
要
介
護
者
の
属
性

　
要
介
護
者
の
属
性

 
 
が要介護者であるサンプルは少ないが、分析結果を見る限り、男性が妻の父母の主介護者と

なる割合は低い。このような結果から、男性は、母、妻と同居していれば、自分は主たる介

護者にならないと言える。男性よりも女性が介護を担う性別役割を改めて確認できる結果で

ある。 
 では、女性の中でも、主介護者となる者とそうでない者の違いはあるだろうか。同じく表

1.3.1.において、全体をみると、「自分（=本人）」が主たる介護者になるのは 65.6％である。

「同居の母」が 22.4％である。「配偶者（=夫）」（3.5％）は、ほとんど主介護者にならない。

「自分」の次に主介護者となる割合は高いのは、「同居の母」（22.4%）であるが、要介護者

が「自分の父親」の場合は、この関係が逆転し、「同居の母」が主介護者であるのは 57.1％、

「自分」は 39.8％である。つまり、女性においても、母親が介護を担える場合は、彼女が主

たる介護役割を担う傾向がある。その母親が要介護者になってしまった場合、「夫」が主介護

者になることは稀であり、「自分」が主たる介護者となっている。このように女性は、介護を

担える「同居の母」がいれば、主たる介護者にならなくて済むが、母親が不在もしくは要介

護者になった時点で、自分が主介護者になっていることがわかる。 
こうした分析結果から、男女双方にとって、要介護者ではない母と同居していること、ま

た、男性においては妻と同居していることが、主たる介護役割を規定する上で重要であるこ

とがわかる。そこで、主たる介護役割分担を、母の有無と配偶者の有無を組み合わせた家族

形態別にみていくことにしよう4。その結果が、図 1.3.3.である。 

                                                 
4 要介護者が母もしくは配偶者の場合、同居家族としては除いている。 
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 男性では、「母（いる）・妻（いる）」場合、主介護者（9.7％）にはなっていない。「母（い

ない）・妻（いる）」場合でも、主介護者（19.3％）にはなっていない。男性は、母がいるこ

と、または妻がいることによって、主たる介護役割を担わずに済む。男性で唯一、主介護者

になる割合が高いのは、サンプル数が 23 名と少ないものの、「母（いない）・妻（いない）」

場合である（47.8％）。家族に介護を担える母や妻がいなければ、必然的に男性が主介護者と

して介護に関わらなくてはならない。こうした分析結果から、今後、未婚男性が増えること

により、男性においても、仕事と介護の両立問題は切実になると予想される。現時点では数

が少ないので、大きく社会問題化はされていないが、やがてより多くが経験する事態となっ

たときに、仕事の側面からも何らかの対応が求められるだろう。 
 女性では、「母（いる）・夫（いる）」場合、主介護者（8.1％）にはなっていない。「母（い

る）・夫（いない）」場合でも、主介護者（17.5％）にはなっていない。女性は、母親が健在

であることによって、主たる介護役割を担わずに済む。しかし、母親が不在もしくは要介護

者になってしまったら、本人が主介護者になる。「母（いない）・夫（いない）」のうち 82.5％
が、「母（いない）・夫（いる）」のうち 84.8％が、「主たる介護者である」という。女性にと

って、夫は主たる介護者となってくれない。小山（2001）でも指摘されているが、女性にと

っては、母親が頼りなのである。 
 要するに、主たる介護役割の担い手は、「親世代の女性（母）→子世代の女性（娘・妻）→ 

 

図 1.3.3.　介護役割担当
－同居家族形態別（性別）－
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男性（父・息子・夫）」の順で割り当てられる傾向がある。女性が介護を担っていることは、

ここでの分析結果からも明らかである。しかし、もう一つ、介護役割は家族形態によって変

化しやすいことも重要である。この分析結果から、介護と仕事の両立を、家族形態の多様化

の問題としてとらえるだけではなく、男女双方の問題としてとらえることの重要性が示唆さ

れるのである。 

 
（4）介護開始時の就業状況別 
 前田（2000）は、介護役割は女性の就業可能性を低下させることから、介護による離職の

実態を指摘する。その一方で、岩本（2000）は、家族介護において、就業していない者が介

護を担うという逆の因果もあることを指摘している。ここでは、介護役割の規定要因として、

岩本（2000）で指摘されるように、就業状況によって、介護役割担当に差が生じるか、検討

しよう。本調査（=「仕事と介護に関する調査」）では、現職とは別に、介護開始当時の就業

状況を取り上げている。本人が介護を開始した当時の就業形態別（「正規雇用」、「非正規雇用」、

「自営・その他」、「無職」）に集計を行うことにより、当時の就業状況が介護役割に及ぼす影

響を明らかにしよう。その結果が図 1.3.4.である。 
 男性では、当時の有職者と無職者とで介護役割に違いはなかった。むしろ、サンプルは 14
件と少ないものの、当時の「非正規雇用」が、現在「主たる介護者である」という（57.1％）。 

 
図 1.3.4.　介護開始時の就業状況別介護役割担当

－性別－
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 女性では、当時「無職」者の 67.9％が「主たる介護者である」という。ただし、有職者で

も、「自営・その他」（71.2％）、「非正規雇用」（69.3％）で、主介護者である割合が多い。「正

規雇用」だった人の主介護者割合が最も低い（56.6％）。 
 男女差はあるが、介護開始時の就業状況によって、介護役割担当が規定されていることが

わかる。 

 
（5）主たる介護者の規定要因 
 以上のように、クロス分析の結果から、いくつかの要因によって、介護役割担当が規定さ

れていることが明らかとなった。性別による規定が明白である。しかし、他にも年齢・同居

家族形態・介護開始時の就業状況によって、主介護者となる／ならないが関係している。 
 そこで、これらの要因をすべて投入した場合、それぞれの要因の効果がどのくらいあるの

か、詳細に検討してみよう。従属変数を、自分が「主たる介護者である」として、いくつか

の独立変数を投入して、男女別にロジスティック回帰分析を行った結果が、表 1.3.2 である。

ロジスティック回帰分析は、ある事象が起こる確率を予測する方法であり、次のような式と

して表される。 
log（P／1－P）=b0+b1X1+b2X2+・・・・・・・bnXn      （1） 

 Ｐは事象が発生する確率。ここでの課題でいうと、本人が主たる介護者である確率である。

ロジスティック回帰分析は、主たる介護者ではない確率（１－Ｐ）に対する、主たる介護者

の確率Ｐの比率、つまり見込み（Ｐ／１－Ｐ）を、X1, X2……Ｘn 等の説明変数で予測する。

（1）式はこの見込みを対数の形で定式化したものである。 
 表 1.3.2.は、主たる介護者であるか否かの分岐を予測するロジットモデルにより推計した

結果である。従属変数は主たる介護者である場合に 1、そうでない場合に 0 としている。従

属変数の効果がプラスであるほど主介護者である確率が高くなり、マイナスであるほど非主

介護者の確率が高くなる。 
 モデルは 2 つ用意した。1 つ目は、介護開始時の就業形態として、有職か無職かを独立変

数として投入したものである。2 つ目は、有職者のみを取り出し、「正規雇用」を基準にして、

「非正規雇用」、「自営・その他」の効果をみたものである。それでは、順に結果をみていく

ことにしよう。 
 まず、全体の分析結果をみる。 
 男性では、同居家族形態で有意な項目があった。「母（いる）・妻（いる）」に比べて、「母

（いない）・妻（いない）」人は、主たる介護者になっていることがわかる。 
 女性では、年齢、同居家族形態、同時の就業状況で有意な項目があった。効果が強いもの

から順に示すと、まず、「母（いる）・夫（いる）」に比べて、「母（いない）・夫（いない）」

人、「母（いない）・夫（いる）」人、「母（いる）・夫（いない）」人は、主たる介護者になっ

ている。次いで、介護開始時に「無職」だった人、現在の年齢が高齢な人ほど、主たる介護 
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【従属変数】主たる介護者は自分=1 ロジスティック回帰分析

 効果 Exp (効果) 効果 Exp (効果) 効果 Exp (効果) 効果 Exp (効果)

年齢（現在） 0.039 1.040 0.096 ** 1.100 0.063 + 1.065 0.089 ** 1.093

現在の同居家族形態　vs.母（いる)・妻/夫（いる）

母（いない)・妻/夫（い  る） 0.540 1.717 3.937 ** 51.268 0.110 1.116 3.785 ** 44.047

母（い  る)・妻/夫（いない） 0.366 1.442 1.242 * 3.463 -0.117 0.889 1.106 * 3.022

母（いない)・妻/夫（いない） 2.108 ** 8.230 3.874 ** 48.123 2.178 ** 8.832 3.688 ** 39.979

介護開始時　有職/無職（有職=1） 0.604 1.830 -0.613 + 0.542 － － － －

介護開始時就業形態　vs.正規雇用

非正規雇用 － － － － 2.157 ** 8.643 0.431 1.538

自営・その他 － － － － -0.527 0.590 0.438 1.550

定数 -4.560 * 0.010 -6.311 ** 0.002 -4.939 ** 0.007 -6.776 ** 0.001

χ2乗 14.301 * 326.224 ** 26.307 ** 266.065 **

-2 対数尤度 179.505 461.706 156.576 392.546

Cox & Snell R 2 乗 0.072 0.418 0.136 0.411

Nagelkerke R 2 乗 0.113 0.573 0.213 0.563

N 192 603 180 502

　+ p<0.1 * p<0.05 ** p<0.01

表 1.3.2.　主たる介護者を規定する要因　－性別－

全  体 介護開始時　有職者のみ

男  性 女  性 男  性 女  性

 
 
者になっていることがわかる。女性の場合、無職者に主介護役割を担当させている。 
 次いで、介護開始時、有職者のみでの分析結果をみる。 
 男性では、「母（いない）・妻（いない）」人の他に、当時「非正規雇用」者、現在の年齢が

高齢な人が、主たる介護者になっている。男性では、「正規雇用」者と比べて、「非正規雇用」

者に、主介護役割の担当が規定されていることがわかる。 
 女性では、「母（いない）・夫（いない）」人、「母（いない）・夫（いる）」人、「母（いる）・

夫（いない）」人、現在の年齢が高齢な人ほど、主たる介護者になっている。女性の場合、「正

規雇用」と比べて、他の雇用形態においても、主介護役割の担当に差はみられない。 
 ロジスティック回帰分析を行った結果、同居家族形態、年齢、就業状況によって、主たる

介護役割が規定されていることがわかった。家族内で、誰が主たる介護者になるのか、その

規定構造がある。それではこの介護役割によって、関与する介護内容にはどのような差異が

あらわれるのであろうか。 

 
4 介護役割別にみる介護内容・責任・心身への負担 
 主たる介護役割がどのように決定されるのか分析してきた。しかし、調査データの「主た

る介護者」とは、あくまでも調査対象者の主観的判断によるものである。主観的役割と客観

的介護負担との関係を分析によって改めて明らかにする必要がある。とりわけ、必要とする

介護の量や内容は、要介護者の状態によって様々であることから、客観的にどのような介護
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負担を介護者が負っているのか明らかにすることが重要である。 
本報告書では、在宅介護における身体介助や家事援助といった行動面での介護負担と仕事

との両立の関係に着目していることから、対象者が担っている身体介助や家事援助の内容を

まず明らかにする。また、介護と仕事の両立に当たって労働時間の調整が一つのポイントで

あることから、介護を担っている時間帯を分析しよう。さらに、こうした行動面での負担と

は別に、自分の代わりとなる介護者がいないという介護責任、介護に伴う心労といった精神

的負担もまた仕事との両立に影響する要因と考えられる。これらの観点から、主たる介護者

であるか否かによって、介護負担がどの程度異なるのか明らかにしたい。 

 
（1）関与している介護内容と時間帯 
 図 1.4.1.は、要介護者が必要とする介護内容について、性別と介護役割別を組み合わせた 4
タイプ別にみたものである。図中の数値は、それぞれの介護を本人が「している」％である。 
 ここで取り上げている 10 項目すべてにおいて、性別にかかわらず、「主介護者」は「非主

介護者」よりも、「している」ことがわかる。「主介護者」は、要介護者が必要とする介護内

容を行う。唯一、「入浴介助」を行うことは少ないが、それ以外は「主介護者」であれば、

70％以上が行っている。男女による差は少ない。「男性・主介護者」行っている項目として、

「金銭管理」、「家事援助」、「起床介助」などがある。「女性・主介護者」が行う項目として、

「家事援助」、「薬の管理」、「食事の介助」、「トイレの介助」がある。 

 
図 1.4.1.　行っている介護内容
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 「非主介護者」は要介護者に介護の必要があっても、本人が関わる割合は低い。また、男

女差もある。女性の方が、男性よりも「している」回答が多い項目がいくつかある。列挙す

れば、「家事援助」、「衣服の脱着衣・身なりの保清」、「食事の介助」、「トイレの介助」、「起床

介助」などである。たとえ「非主介護者」であっても、女性に家事援助・身体援助が行われ

ている（安藤 2004）ことがわかる。 
すでに介護時間については、総務省が 2001 年に行った「社会生活基本調査」によると、

介護・看護時間は、2 時間 35 分となっている。男女別では、女性が 2 時間 39 分と、男性の

2 時間 19 分に比べてやや長くなっている（総務省統計局 2001）。しかし、必要とする介護

の内容や量は要介護者の状態によって様々である。そのため、必要とする介護時間の長さが

多様であるだけでなく、介護への対応が必要な時間帯もまた多様である。そして、仕事との

両立においては、介護時間の長さ（どのくらい介護しているか）よりも、時間帯（いつ介護

をしているか）の方が重要であると考えられる。介護時間は長くなくても、介護への対応が

必要な時間帯が就業時間帯と重なっていたり、出勤前・帰宅後、深夜に介護を担ったりする

ことで、仕事との両立に影響が生じると考えられるからだ。 
そこで、ここでは、調査対象者が担っている介護時間帯を見ることにしたい。図 1.4.2.は、

前出のタイプ別に、各時間帯に介護を「毎日している」と回答した割合を示した。ここでの

各時間帯とは 1 日を、「早朝（5 時～9 時）」、「午前（9 時～12 時）」、「午後（12 時～17 時）」、

「夕方～夜間（17 時～22 時）」、「深夜（22 時～翌日 5 時）」の 5 つに分けた。質問は、「月

曜日」から「日曜日」のそれぞれについて、介護を担っている時間帯を回答する形式になっ

ている。各時間帯の「月曜日」から「日曜日」すべてについて介護を担っているとしている 

 

図 1.4.2.　毎日行っている介護時間帯
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場合、その時間帯は「毎日している」とした。週に何日ではなく、「毎日している」の比率を

示したのは、各時間帯の回答を集計したところ、「1 日もしていない」か「毎日している」の

割合が高いこと、労働日であるか否かを問わず最も負担の重い時間帯を把握するためである。 
 図に示されているように、毎日「している」回答が多いのは、「主介護者」である。全体的

に「午前」と「午後」に「している」割合は多くないが、それでも「主介護者」は「非主介

護者」よりも行っている。その差は、「早朝」、「夕方～夜間」、「深夜」で顕著である。 
 同じ「主介護者」であっても、男女に違いがある。「女性・主介護者」は、「男性・主介護

者」よりも、「早朝」、「午後」、「夕方～夜間」に多く行っている。「男性・主介護者」は、「午

前」、「深夜」に多く行っている。 
 同じ「非主介護者」であっても、男女も違いがある。「女性・非主介護者」は、「男性・非

主介護者」よりも、すべての時間帯で、多く行っている。とくに、「夕方～夜間」にかけては、

「女性・非主介護者」であっても、44.2％が毎日介護を「している」という。 
 介護内容と介護時間帯を分析した結果、「主介護者」が関与する傾向がある。介護役割によ

って、負担に差異が生じている。「主介護者」内部における男女差は大きくない。「非主介護

者」内部では、女性の方が、男性よりも関与していることが明らかとなった。 

 
（2）介護代替者の有無 
 介護役割は、介護内容・毎日行う介護時間帯といった行動面の制限や身体的負担からのみ

ではなく、意識を中心とした質的な側面からも差異はないのだろうか。図 1.4.3.は、自分が

介護できないとき、介護を代わってくれる人（=代替者）がいるのかどうかを、介護役割担

当別・男女別でみたものである。 
 男女とも、「主介護者」に、「誰も代わってくれる人はいない」と「代わりを見つけること 

 

図 1.4.3.　介護ができないときの代替者の有無
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はできるが難しい」の回答が多い。「非主介護者」は「すぐに代わりを見つけることができる」

と回答している。この結果から、「主介護者」は、自分以外の介護代替者を見つけられない状

況であることがわかる。見つけられない以上、現在「主介護者」である自分が、責任を持っ

て要介護者の介護をしている（そうせざるを得ないともいえる）。その意味で、「主介護者」

として、介護への責任感は、「非主介護者」と比べて強いものと推測できる。「非主介護者」

のように、すぐに代わりを見つけて、要介護者の介護を頼む、というわけにはいかない。 

 
（3）心身への負担・介護による拘束感 
 現在の状態についても尋ねてみた。「介護するのが心身ともにきついと感じる」について、

介護役割担当別、性別でみたものが、図 1.4.4.である。 
 男女とも、「主介護者」に「あてはまる」が多く（男性 66.0%、女性 66.9％）、「非主介護

者」は「あてはまらない」という。主たる介護者ほど、介護生活が精神および身体に負担を

感じさせていくのである。介護生活の悩みとして、ヒアリング調査からも「いつ介護が終了

するのか、先が見えない」があった。育児は子どもの成長が日に日に見られるだけでなく、

養育を必要とする期間もはっきりしている。一方、介護は要介護者の状態が日に日に改善す

るというケースはまれで、加齢に伴い、徐々に悪くなっていくことの方が多い。状態も個人

差があり、介護終了がいつになるのか誰にも予測できないことが多い。 
 いずれにせよ、主たる介護者ほど、介護への関与が多く、もしくは深い分、心身に問題を

感じていることがわかる。 
 介護によって、自分の時間が取れなくなっていることもあるだろう。図 1.4.5.は、「介護の

ために、自分のやりたいことが全くできない」という項目を、介護役割担当別、性別でみた

ものである。 

 

図 1.4.4.　介護するのが心身ともにきついと感じる
－介護役割担当別（性別）－
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 男女とも、「主介護者」に「あてはまる」が多く（男性 58.0%、女性 58.5％）、「非主介護

者」は「あてはまらない」という。主たる介護者ほど、介護生活によって、自分のやりたい

ことができていないと感じているのである。 
 毎日行う介護時間帯の分析で明らかになったように、「主介護者」は要介護者の介護に時間

を費やしている。時間は有限であり、介護に費やした分、別の時間がなくなる。この結果だ

けでは、時間の総量は不明だが、自分の時間を介護にあてていることがわかる。また、自分

のために使える時間が欲しい願望があるようにも解釈できなくもない。 
 日々の生活に、要介護者の介護が含まれる人々の生活は、決して余裕のあるものとはいえ

ない。和気（1998）、新井（2001）、直井（2001）などで指摘されているように、主たる介

護者の負担を軽減させ、介護者全員による公平な介護分担が理想の家庭生活として望まれる。 

 

図 1.4.5.　介護のために、自分のやりたいことが全くできないと感じる
－介護役割担当別（性別）－
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図 1.4.6.　仕事と家庭生活の両立が難しく、悩むことがある
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（4）仕事と介護の両立への悩み 
 介護役割は、仕事と介護の両立への悩み・葛藤の程度も異なるのであろうか。図 1.4.6.は、

「仕事と家庭生活の両立が難しく、悩むことがある」という項目を、介護役割担当別、性別

でみたものである。 
 「主介護者」に「あてはまる」が多い。「主介護者」内での性別比較をすれば、男性（30.0%）

よりも女性（39.5％）の方が、両立の悩みを感じている。「非主介護者」は「あてはまらない」

という。こちらも同様の比較をすれば、女性の回答が男性よりも高い。主たる介護者ほど、

仕事と介護生活をどのように両立したらよいか悩み、葛藤している様子がうかがえる。 

 

ヒアリング調査から―家族との関係― 
老親介護への関わり方は、要介護者との関係、兄弟姉妹関係を始めとする他の家族・親

族との関係によって様々であるが、性別によって役割に違いがある。男性も介護を担って

いるが、それは専ら自分の親の介護である。要介護者と同居の場合は、男性が妻の親の介

護を担うこともあるが、その内容は、車での移送など、限定的である。これに対して、女

性は自分の親か配偶者の親かにかかわらず介護を担っており、要介護者と別居している場

合でも、何らかの介護を担っている（表 1.補.1.）。 

 
・B さんは、同居の自分の母親を介護している。主たる介護者は B さん本人である。他の

同居家族は、B さんの夫である。協力者は、実兄・実姉である。姉は母の介護のため仕事

帰りに立ち寄るなど積極的に関わっている。夫の手伝いについて以下のように語る。 

 
質問  ご主人も一緒におやりになる？ご主人は何か介護は？ 
B さん はい、日常の介護や介助はやりませんが、通院の時や外出の時は、車での送迎は

やってくれます。 

 
・D さんは、同居の夫の父親を介護していた。主たる介護者は D さん本人である。要介護

者との良好な関係から、率先して自ら担う。他の同居家族は、D さんの夫である。夫に弟

がいるが、片道 2 時間と遠いため、入院の見舞いに来る程度であったという。夫は最初渋々

だったが、徐々に率先して介護を担うようになる。介護当初の夫の印象をこのように語る。

 
質問  旦那さんは、自宅で介護の交替とか？ 
D さん 介護には関わらなかったですね。私が、自分で好きにやっていると思っていたよ

うです。 

 
・F さんは、大阪に別居している夫の両親の介護をしている。主たる介護者は、F さん本
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人である。自分以外に介護を担える家族・親族はおらず、大阪に行くときには、すべて自

分が担当している。F さんの夫は一人っ子で海外に単身赴任中。夫の両親も兄弟姉妹はい

ない。F さんは、夫について、次のように語る。 

 
質問  ご主人の会社では、そういう介護休業とか、介護支援とかなにも期待出来ない？

F さん まったく、日本の企業ですのでそういった意識はないのではないかと思われます。

質問  制度はあるみたい？ 

 

対象者 要介護者
要介護者との

同別居
要介護者の
同居家族*

主介護者 家族・親族の介護分担

A 夫の母 同居 夫
自分。介護発生に伴
い、要介護者の希望で
要介護者と同居。

夫と分担し、夜は夫が担当。毎週定期的に夫の姉の
家に要介護者を泊まらせていたが、自分が体調を崩し
たため、半年間夫の姉に要介護者を預ける。

B 自分の母 同居 夫
自分。父の他界ととも
に自分が要介護者と同
居。

夫はあまり介護に関わらないが、外出時の車での移送
は担当。兄・姉と協力。入院中の父の付添いは主に兄
が担当。姉は母の介護のため仕事帰りに立ち寄る。

C 自分の母 同居 なし
自分。弟がいるが体が
弱く、介護できない。

自分が介護できないときは、いとこが手助けをしてくれ
る。一時要介護者が弟宅で生活していたときは、弟の
妻が介護を担当。

D 夫の父 同居 夫
自分。要介護者との良
好な関係から、率先し
て自ら担う。

夫は最初渋々だったが、徐々に率先して介護を担うよ
うになる。夫に弟がいるが、片道2時間と遠いため、入
院の見舞いに来る程度。

夫の父 同居
夫、子ども、

夫の母
夫の母。

主介護者と自分の二人で分担。夫はまったく介護をし
ていなかった。夫の妹もあまり介護には関与しなかっ
た。

自分の父 別居 自分の母 自分の母。
自分と妹が主介護者をサポート。主に転居の準備や
通院介助を担当。

夫の母 同居 夫、子ども
夫の妹。夫の父の時に
できなかったから、との
理由で率先して担う。

自分が主介護者をサポート。入院中は1日おきに交代
で病院に通った。夫も民生委員の経験を生かして、介
護保険の申請手続きなどを担当。

自分の母 別居 自分の妹
介護発生に伴い、妹が
要介護者と同居。

自分が主介護者をサポート。自分は夫の母も介護して
いた。

F 夫の両親 別居 なし
自分。自分以外に介護
を担える家族・親族は
いない。

すべて自分が担当。夫は一人っ子で海外に単身赴任
中。夫の両親も兄弟姉妹はいない。

G 自分の父 同居
自分の母、

夫
自分の母。

自分と主介護者が介護を分担。母を休ませるため、近
居している娘の家に母を泊まらせている。

H 夫 同居 子ども 自分。 一時期デイサービスの迎えを子どもに頼んでいた。

I 夫 同居 子ども 自分。
要介護者が徘徊するため、早朝に外出しないよう、家
族が交代して玄関で寝る。自分の母と妹に日中の見
守りを頼む。

J 自分の父 別居 自分の母 自分の母。
自分も実家に通って介護。主介護者と相談しながら、
全体的に介護を担う。主介護者では難しい介護は自
分が担当。弟は仕事が休めず土日にする程度。

* 要介護者との同居家族は、対象者との続柄で表している。対象者が要介護者と同居している場合は、対象者以外の同居家族

** Eさんは、これまでに4人の家族介護を経験。

E**

表1.補.1. 各対象者における家族・親族の介護分担
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F さん 制度はあると思いますけど。介護関係の制度はあるんだけれども、使えないよっ

ていうんですね。文化だと思うんですね。あるけれども使えない、そういう意識

なんです。何で有給休暇なのって私も聞いたんですけれども、しょうがないって。

プライベートなことで使えないって。 

 
・J さんは、別居で自分の父親を介護していた。別居先では自分の母親がいて、主たる介

護を担っていたが、その後、J さんも、実家に通って介護することになった。やがて、主

介護者と相談しながら、全体的に介護を担うことになる。家族は弟がいたが、仕事が休め

ず土日にする程度だったという。母親との介護分担について、次のように語る。 

 
質問  お母さんとの介護分担は？ 
J さん はっきりと何を分けたということはないですね。全体を自分がやりました。実家

には 2 日に 1 日帰りまして、その間は母がやっていました。東京の病院生活では、

自分がやりましたね。 

 
5 まとめ 
 家族において誰が主たる介護役割を担い、どのような介護負担を負っているのか、分析し

た。その結果をまとめよう。 
まず、主たる介護役割を規定する要因については次のことが明らかとなった。主たる介護

役割の規定要因として、従来も指摘されていたように、性別の効果が本章でも確認された。

つまり、男性に比べて、女性は主たる介護役割を担っている5。しかし、性別に加えて、年齢、

同居家族形態、介護に関わったときの就業状況も重要な要因であることが明らかとなった。

すなわち、男女にかかわらず、本人の年齢が高齢であるほど、主たる介護役割を担う。また、

同居家族形態は主たる介護役割のとりわけ有力な規定要因であり、「親世代の女性（母）→子

世代の女性（娘・嫁）→男性（父・息子・婿）」の順で割り当てられていることが明らかとな

った。つまり、女性にとっては、母親がいないこと（もしくは、母親が要介護者であること）、

男性にとっては、母親と妻がいないことによって、主たる介護者になる確率が高くなる。ま

た、女性の場合は、先行研究で指摘されたように、介護開始時に無職であることも主たる介

護を担う要因となっている。これに加えて、男性においても、介護開始時に非正規雇用者で

あるほど主介護者となる確率は高まることが明らかとなった。 
このように特定の人が主たる介護者となり、その人が介護を中心に担うことになる。主た

る介護者になると、そうでない（=非主介護者）人よりも、介護内容・介護時間帯といった

行動面の制限や身体的負担、介護責任や介護に関わる心労といった精神的側面の両方で負担

                                                 
5 直井・宮前（1995）が、86 人の介護者への調査から導き出した「介護者」の決まり方と大きく重なる。 
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が多くなる。これより、主観的指標である役割と客観的指標である介護内容とが、きわめて

近い関係にあるといえよう。 
 従来も指摘されてきたが、女性や非正規雇用労働者が主たる介護者として仕事との重い両

立負担を負っている。なかでも女性は、男性に比べて圧倒的に介護を担っている。しかし、

留意すべきは、こうした介護役割の担い手が家族形態や就業形態によって変わることである。

女性においても、介護の担い手となる母親との同居であるとか、本人の就業形態によって、

主介護者とならないことがある。その一方で、男性においても、介護の担い手となる母や妻

が同居家族にいない、もしくは自分が非正規雇用労働者であるといったことから、主介護者

となることがある。現状において男性介護者の数は少ないが、未婚化や雇用形態の非正規化

が進めば、男性においても、仕事と介護の両立問題は深刻になると予想される。企業として

も、性別や就業形態にかかわらず、労働者が家族介護と両立できる態勢を作ることが重要と

いえないだろうか。 
主介護者の介護負担は行動面の制限や身体的、精神的にも重い。しかし、主介護者ではな

い家族にとっても、要介護者がいれば、何らかの役割を担っていることは非主介護者の結果

からも明らかとなっている。特定の家族成員が著しく重い介護負担を負うことなく、家族で

公平に介護分担ができることが望ましい介護生活といえる。そのためにも、性別や就業形態

にかかわらず、多くの労働者が利用できる両立支援制度を設けることが必要だろう。 
 以上のように、介護生活には介護役割といったものが存在し、それによって家族内での負

担が異なっていることがデータからわかった。重要なのは、この役割によって仕事への影響

が異なっていることだ。この点を以下の各章における分析で明らかにしたい。第 2 章では介

護開始時の仕事を辞めたかどうかを検討する。第 3 章では、日ごろの仕事での支障について

検討する。第 4 章では、今後の介護休業取得希望を検討する。第 5 章では、介護保険サービ

スとの関係を検討する。第 6 章では、経済不安を中心に検討する。第 7 章ではストレスを中

心に検討する。 
 介護役割が仕事や両立に与える影響は何なのか、多方面から分析・検討していきたい。 


	第1 章 介護役割と介護負担
	1 はじめに
	2 要介護者の特徴
	（1）要介護者との続柄（性・年齢別）
	（2）現在の要介護者の要介護度（性・年齢別）
	（3）認知症の有無（性・年齢別）

	3 主たる介護者は誰なのか？
	（1）性別
	（2）年齢別
	（3）同居家族形態別
	（4）介護開始時の就業状況別
	（5）主たる介護者の規定要因

	4 介護役割別にみる介護内容・責任・心身への負担
	（1）関与している介護内容と時間帯
	（2）介護代替者の有無
	（3）心身への負担・介護による拘束感
	（4）仕事と介護の両立への悩み

	5 まとめ



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     現在と同じ
      

        
     1
     1
            
       D:20061018090145
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     1
     Tall
     274
     211
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.0f
     QI+ 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




