
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 

福祉に関するアンケート調査報告書 

 

 

【調査結果】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年９月 

北広島市 

 
  

009251
テキストボックス
【資料２】



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

目  次 
１ 調査の概要 ................................................................................................................................... 1 
（１）調査の目的 ............................................................................................................................... 1 
（２）調査の方法 ............................................................................................................................... 1 
（３）調査報告書の見方 .................................................................................................................... 1 
２ 調査結果 ....................................................................................................................................... 2 
（１）調査票記入者 ............................................................................................................................ 2 
問１ 調査票の記入者 .................................................................................................................... 2 

（２）調査対象者の属性 .................................................................................................................... 2 
問２ 年齢 ....................................................................................................................................... 2 
問３ 性別 ....................................................................................................................................... 3 
問４ 居住地域 ............................................................................................................................... 3 
問５ 同居者 ................................................................................................................................... 4 
問６ 介助の必要状況 .................................................................................................................... 5 
問７ 主な介助者 .......................................................................................................................... 15 
問８ 介助者の属性 ...................................................................................................................... 16 

（３）障がいの状況 .......................................................................................................................... 20 
問９ 身体障害者手帳の交付状況 ................................................................................................ 20 
問 10 主たる障がいの状況 .......................................................................................................... 22 
問 11 療育手帳の交付状況 .......................................................................................................... 24 
問 12 精神障害者保健福祉手帳の交付状況 ................................................................................ 25 
問 13 自立支援医療（精神通院医療）受給者証の交付状況 ....................................................... 26 
問 14 難病（特定疾患）の認定状況 ........................................................................................... 27 
問 15 発達障がいの診断状況 ...................................................................................................... 28 
問 16 高次脳機能障がいの診断状況 ........................................................................................... 29 
問 17 現在受けている医療的ケア等 ........................................................................................... 30 
問 18 定期的な診療状況 ............................................................................................................. 32 
問 19 医療に関する困りごと ...................................................................................................... 35 
問 20 重症心身障害の認定状況................................................................................................... 37 

（４）18 歳未満の障害者手帳交付者について ................................................................................ 38 
問 21 障害者手帳の交付開始時期 ............................................................................................... 38 
問 22 介護・支援者 ..................................................................................................................... 39 
問 23 発達の不安や障がいに気づいたきっかけ ......................................................................... 43 
問 24 サポートファイルの認知状況 ........................................................................................... 46 

（５）住まいや暮らしについて ....................................................................................................... 47 
問 25 暮らし方 ............................................................................................................................ 47 
問 26 家族・同居人が一緒に暮らせなくなった場合 .................................................................. 48 
問 27 施設入所希望時期 ............................................................................................................. 50 
問 28 今後 3 年以内に希望する暮らし方 .................................................................................... 51 
問 29 希望支援 ............................................................................................................................ 53 

（６）日中活動や就労について ....................................................................................................... 56 
問 30 週あたりの外出程度 .......................................................................................................... 56 
問 31 外出する際の主な同伴者................................................................................................... 57 



 

 
 

問 32 主な外出目的 ..................................................................................................................... 58 
問 33 外出する際の困りごと ...................................................................................................... 60 
問 34 平日の日中の主な過ごし方 ............................................................................................... 62 
問 35 勤務形態 ............................................................................................................................ 64 
問 36 収入を得るための就労希望 ............................................................................................... 65 
問 37 職業訓練の受講希望 .......................................................................................................... 66 
問 38 必要と思われる障がい児・者の就労支援 ......................................................................... 67 

（７）障がい福祉サービスなどの利用について .............................................................................. 69 
問 39 障がい支援区分の認定状況 ............................................................................................... 69 
問 40 障がい福祉サービスの利用状況 ........................................................................................ 70 
問 40-①ア）利用サービス ............................................................................................................ 71 
問 40-①イ）利用サービスの満足度 .............................................................................................. 76 
問 40-①-Ⅰ 利用サービスへの不満 ............................................................................................ 77 
問 40-② 未利用理由 .................................................................................................................... 78 
問 40-②-Ⅰ 利用できなかった理由 ............................................................................................ 79 
問 41 今後の障がい福祉サービスの利用希望 ............................................................................. 80 
問 41-① 希望サービス ................................................................................................................ 81 

（８）権利擁護について .................................................................................................................. 87 
問 42 障害者差別解消法施行の認知度 ........................................................................................ 87 
問 43 障がいがあることへの差別体験 ........................................................................................ 88 
問 44 差別体験の状況 ................................................................................................................. 89 
問 45 成年後見制度の認知度 ...................................................................................................... 96 
問 46 成年後見制度の利用状況・希望 ........................................................................................ 97 
問 47 成年後見センターの認知・利用状況 ................................................................................ 98 

（９）相談相手について .................................................................................................................. 99 
問 48 悩みごとの相談相手 .......................................................................................................... 99 
問 49 障がい・福祉サービスなどの情報入手経路 ................................................................... 101 
問 50 相談する際の困りごと .................................................................................................... 103 

（10）災害時の避難などについて ................................................................................................. 104 
問 51 災害時の避難能力 ........................................................................................................... 104 
問 52 避難時に援助してくれる近所の人 .................................................................................. 105 
問 53 独りのときの災害時に安心できる不安解消者 ................................................................ 106 
問 54 災害時に困ること ........................................................................................................... 107 
問 55 避難所生活で困ること .................................................................................................... 109 
問 56 新型コロナウィルス流行で困ったこと ............................................................................ 111 

（11）自由意見 ............................................................................................................................... 118 
 

 



 

1 
 

１ 調査の概要 

 

（１）調査の目的 

・本調査は、障がい者施策をさらに充実するため、障がいのある方の生活状況や障がい福祉サービス

の利用実態をはじめ、サービス利用の有無に関わらず障がい当事者の意見やニーズ等を把握し、そ

れらを可能な限り計画に反映することを目的に実施しました。 

 

（２）調査の方法 

① 調査対象 

・市内在住者のうち 65 歳未満で障がい福祉サービス等を利用している児・者 723 人、市内在住の 

65 歳未満で障害者手帳所持者のうち障がい福祉サービス等未利用の児・者（障がい種別や年齢に

偏りがないよう配慮し、各属性ごとに無作為抽出）300 人 

 

② 調査期間 

・令和 2年 7月 13日～7月 31 日 

 

③ 調査方法 

・郵送による調査票の配布・回収 

 

④ 回収状況 

配布数 有効回収数 有効回収率 

１，０２３ ４８３ ４７．２％ 

 

（３）調査報告書の見方 

・｢調査結果｣の図表は、原則として回答者の構成比(百分率)で表現しています｡ 

・グラフ中の「N=○○」という表記は回収された調査票全部のうち集計対象となる票の数であり、集

計対象が、男性なのか女性なのか、20代なのか 60 代なのかなどで Nが異なります。 

・比率は、小数点第 2 位を四捨五入しているため、選択肢を 1つ選ぶ単数回答の質問でも、各回答選

択肢の比率の合計が 100.0％とならない場合もあります。 

・選択肢をいくつか選ぶ複数回答の質問では、集計対象となる票の数を基数として比率算出を行って

いるため、比率合計は原則として 100％を超えます。 
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２ 調査結果 

 

（１）調査票記入者 

 

問１ 調査票の記入者 

お答えいただくのは、どなたですか。（○は１つだけ） 

・調査票の記入者は、「調査対象者本人（42.7％）」「家族以外の本人の支援者（38.3％）」がほぼ半々

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査対象者の属性 

 

問２ 年齢 

あなたの年齢をお答えください。（令和２年６月１日現在） 

・年齢は、「18 歳未満（22.8％）」が最も高く、「40代（20.1％）」「50 代（18.0％）」と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.7 3.9 38.3 15.1 

0 20 40 60 80 100

1

%

単数回答

ご本人（この調査票が

郵送された宛名の方）

ご本人の家族の方 ご家族以外で

ご本人を支援する方

無回答

（N=483）

22.8 

2.1 

12.4 

12.4 

20.1 

18.0 

9.7 

2.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

18歳未満

18～19歳

20代

30代

40代

50代

60代以上

無回答

％

単数回答 （N=483）
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問３ 性別 

あなたの性別をお答えください。 

・性別は、「男性（56.1％）」の方が「女性（42.9％）」より 1割強高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 居住地域 

あなたがお住まいの地域はどこですか。（○は１つだけ） 

・居住地域は、「東部地区（36.4％）」が最も高く、「大曲地区（23.6％）」「北広島団地地区（21.5％）」

と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.1 42.9 1.0 

0 20 40 60 80 100

1

%

単数回答

男性 女性 無回答

（N=483）

36.4 

21.5 

12.6 

23.6 

4.6 

1.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

東部地区

北広島団地地区

西の里地区

大曲地区

西部地区

無回答

％

単数回答 （N=483）
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問５ 同居者 

あなたが、現在一緒に暮らしている人は、どなたですか。（あてはまるものすべてに○） 

・同居者は、全体では、「父母・祖父母・兄弟（60.7％）」が最も高く、「いない（一人で暮らしている）

（18.2％）」「配偶者等（15.7％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、「20 代」以下はほとんどが「父母・祖父母・兄弟」であり、「30 代」以降は年齢層が高

くなるに伴い「父母・祖父母・兄弟」が低くなっています。 

・居住形態別では、「家族、同居人などと暮らしている」は、「父母・祖父母・兄弟（77.0％）」が最も

高く、「いない（一人で暮らしている）」は「一人で暮らしている（87.5％）」「グループホームで暮

らしている（85.7％）」「障がい者支援施設で暮らしている（96.3％）」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.7

65.3

55.1

40.0

98.5

94.3

86.7

58.3

46.4

32.2

27.7

2.5

77.0

10.7

3.7

33.3

18.2

20.7

15.5

23.3

27.8

27.6

27.7

87.5

85.7

96.3

33.3

33.3

15.7

12.2

20.8

11.7

18.6

33.3

42.6

19.4

11.8

7.0

18.4

20.0

11.3

21.8

23.4

7.5

14.4

4.6

33.3

66.7

0.8

0 20 40 60 80 100 120 140

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

父母・祖父母

・兄弟

いない

（一人で暮らしている）

配偶者等 子ども その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問６ 介助の必要状況 

日常生活で、次のことをどのようにしていますか。①から⑩のそれぞれにお答えください。 

（①から⑩のそれぞれに○を１つ） 

 

① 食事 

・食事における介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（76.0％）」が 8 割弱を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、各年齢層とも全体とほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「一人で暮らしている（92.5％）」が高く、「障が

い者支援施設で暮らしている（29.6％）」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.0

72.3

82.1

20.0

79.1

77.4

71.7

75.0

70.1

82.8

83.0

92.5

78.4

75.0

29.6

33.3

66.7

15.3

18.1

11.1

40.0

16.4

11.3

18.3

13.3

20.6

11.5

10.6

5.0

13.3

21.4

51.9

33.3

33.3

6.4

6.6

5.8

20.0

4.5

9.4

10.0

10.0

5.2

3.4

2.1

2.5

6.4

3.6

14.8

33.3

2.3

3.0

1.0

20.0

1.9

1.7

4.1

2.3

4.3

1.9

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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② トイレ 

・トイレにおける介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（78.1％）」が 8割弱を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「障がい者支援施設で暮らしている（25.9％）」

が低くなっています。 

 

  

78.1

74.5

82.6

80.0

65.7

79.2

78.3

76.7

73.2

89.7

85.1

95.0

79.8

89.3

25.9

33.3

66.7

13.0

15.1

10.6

22.4

9.4

16.7

13.3

18.6

4.6

4.3

2.5

11.4

10.7

51.9

33.3

7.5

8.9

5.8

11.9

11.3

5.0

8.3

6.2

4.6

6.4

2.5

7.8

18.5

33.3

33.3

1.4

1.5

1.0

20.0

1.7

2.1

1.1

4.3

1.1

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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③ 入浴 

・入浴における介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（68.5％）」が 7 割弱を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「10 歳未満」を除き各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「一人で暮らしている（90.0％）」「グループホー

ムで暮らしている（89.3％）」が高く、「障がい者支援施設で暮らしている（14.8％）」が低くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.5

63.5

75.8

40.0

38.8

69.8

73.3

68.3

66.0

87.4

78.7

90.0

69.5

89.3

14.8

66.7

17.4

20.7

13.0

20.0

44.8

15.1

15.0

16.7

17.5

4.6

4.3

5.0

16.6

10.7

48.1

33.3

12.6

14.4

10.1

20.0

16.4

15.1

11.7

13.3

14.4

6.9

12.8

5.0

12.7

33.3

66.7

33.3

1.4

1.5

1.0

20.0

1.7

2.1

1.1

4.3

1.1

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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④ 衣服の着脱 

・衣服の着脱における介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（77.8％）」が 8割弱を占めてい

ます。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「障がい者支援施設で暮らしている（29.6％）」

が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77.8

74.5

82.6

60.0

68.7

81.1

76.7

78.3

73.2

88.5

80.9

95.0

79.5

89.3

29.6

66.7

13.9

17.0

9.7

20.0

23.9

9.4

16.7

11.7

17.5

6.9

8.5

2.5

12.7

10.7

44.4

66.7

33.3

6.8

7.0

6.8

7.5

9.4

6.7

8.3

7.2

3.4

6.4

2.5

6.6

22.2

33.3

1.4

1.5

1.0

20.0

1.7

2.1

1.1

4.3

1.1

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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⑤ 身だしなみ 

・身だしなみにおける介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（62.3％）」が 6割強を占めてい

ます。 

・性別では、全体と比べ、「一人でできる」は「男性（53.5％）」が 1 割程度低く、「女性（74.4％）」

が 1 割程度高くなっています。 

・年齢別では、全体と比べ、「10 歳未満」「50代」「60 歳以上」を除き、各年齢層ともほぼ同傾向にあ

ります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「一人で暮らしている（90.0％）」が高く、「障が

い者支援施設で暮らしている（11.1％）」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62.3

53.5

74.4

40.0

41.8

54.7

53.3

63.3

59.8

81.6

78.7

90.0

62.9

67.9

11.1

66.7

25.3

32.8

15.5

20.0

41.8

30.2

33.3

25.0

25.8

12.6

12.8

7.5

24.4

32.1

55.6

66.7

33.3

10.1

11.4

8.2

20.0

14.9

13.2

11.7

10.0

11.3

4.6

4.3

2.5

10.5

29.6

33.3

2.3

2.2

1.9

20.0

1.9

1.7

1.7

3.1

1.1

4.3

2.2

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態



 

10 
 

⑥ 家の中の移動 

・家の中の移動における介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（85.7％）」が 9割弱を占めて

います。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「障がい者支援施設で暮らしている（37.0％）」

が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85.7

84.9

87.0

80.0

89.6

86.8

90.0

81.7

80.4

87.4

87.2

92.5

88.9

92.9

37.0

33.3

66.7

8.3

8.5

8.2

6.0

3.8

5.0

11.7

13.4

9.2

4.3

7.5

5.0

7.1

48.1

33.3

33.3

4.1

4.8

3.4

4.5

9.4

3.3

5.0

3.1

2.3

4.3

4.7

7.4

33.3

1.9

1.8

1.4

20.0

1.7

1.7

3.1

1.1

4.3

1.4

7.4

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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⑦ 外出 

・外出における介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（52.4％）」が 5 割強を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「10 歳未満」を除き各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「一人で暮らしている（87.5％）」「グループホー

ムで暮らしている（71.4％）」が高く、「障がい者支援施設で暮らしている（7.4％）」が低くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.4

48.7

58.0

20.0

29.9

47.2

55.0

58.3

55.7

60.9

63.8

87.5

51.0

71.4

7.4

66.7

26.7

28.8

23.7

40.0

43.3

30.2

20.0

21.7

20.6

26.4

27.7

7.5

28.5

17.9

33.3

66.7

33.3

18.6

20.3

16.4

20.0

26.9

20.8

25.0

18.3

20.6

9.2

6.4

5.0

18.3

10.7

55.6

33.3

2.3

2.2

1.9

20.0

1.9

1.7

3.1

3.4

2.1

2.2

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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⑧ 家族以外の人との意思疎通 

・家族以外の人との意思疎通における介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（59.8％）」が 6

割を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「50 代」「60 歳以上」を除き各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「障がい者支援施設で暮らしている（18.5％）」

が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59.8

55.4

65.2

80.0

49.3

50.9

46.7

56.7

56.7

77.0

80.9

77.5

59.3

75.0

18.5

100.0

26.5

29.5

23.2

40.3

34.0

38.3

26.7

20.6

18.4

10.6

15.0

29.4

14.3

25.9

66.7

10.8

11.8

9.7

10.4

11.3

15.0

13.3

17.5

2.3

4.3

9.1

10.7

51.9

33.3

2.9

3.3

1.9

20.0

3.8

3.3

5.2

2.3

4.3

7.5

2.2

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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⑨ お金の管理 

・お金の管理における介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（43.5％）」が 4割強となってい

ます。 

・性別では、全体と比べ、「一人でできる」は「女性（53.6％）」が高くなっています。 

・年齢別では、「一人でできる」は年齢層が高くなるに伴い高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「一人で暮らしている（80.0％）」が高く、「グルー

プホームで暮らしている（28.6％）」「障がい者支援施設で暮らしている（0％）」が低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.5

36.2

53.6

20.0

7.5

32.1

36.7

50.0

49.5

63.2

61.7

80.0

43.5

28.6

66.7

24.2

26.2

20.8

60.0

22.4

30.2

28.3

20.0

19.6

25.3

23.4

17.5

24.1

50.0

11.1

33.3

33.3

30.4

36.5

23.2

68.7

37.7

33.3

28.3

27.8

11.5

10.6

2.5

31.0

21.4

85.2

66.7

1.9

1.1

2.4

20.0

1.5

1.7

1.7

3.1

4.3

1.4

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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⑩ 薬の管理 

・薬の管理における介助の必要状況は、全体では、「一人でできる（49.7％）」が 5割となっています。 

・性別では、全体と比べ、「一人でできる」は「男性（41.0％）」が 1 割程度低く、「女性（61.8％）」

が 1 割程度高くなっています。 

・年齢別では、全体と比べ、「一人でできる」は年齢層が高くなるに伴い高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人でできる」は「一人で暮らしている（90.0％）」が高く、「障が

い者支援施設で暮らしている（3.7％）」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.7

41.0

61.8

20.0

6.0

37.7

45.0

56.7

54.6

73.6

70.2

90.0

49.3

42.9

3.7

66.7

19.0

21.8

15.5

22.4

26.4

26.7

16.7

15.5

14.9

10.6

5.0

19.4

39.3

14.8

33.3

33.3

28.4

33.9

20.8

40.0

70.1

34.0

28.3

25.0

23.7

10.3

12.8

2.5

28.8

17.9

77.8

66.7

2.9

3.3

1.9

20.0

1.5

1.9

1.7

6.2

1.1

6.4

2.5

2.5

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問７ 主な介助者 

【問７は、問６で「一部介助が必要」または「全部介助が必要」を選択した場合にお答えください。】 

あなたを介助してくれる方は主にどなたですか。（あてはまるものすべてに○） 

・主な介助者は、全体では、「父母・祖父母・兄弟（67.5％）」が 7割弱であり、「ホームヘルパーや施

設の職員（29.9％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「父母・祖父母・兄弟」は年齢層が高くなるに伴い低くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「家族、同居人などと暮らしている」は「父母・祖父母・兄弟（79.5％）」

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.5

69.9

63.7

75.0

92.3

94.7

90.2

68.8

56.7

31.9

13.6

28.6

79.5

50.0

3.8

33.3

29.9

33.3

25.8

10.8

7.9

31.7

40.6

43.3

40.4

50.0

35.7

17.2

77.3

100.0

66.7

100.0

11.1

7.5

16.9

6.3

10.0

31.9

45.5

13.0

3.8

100.0

4.5

25.0

28.6

9.1

3.8

25.0

13.6

5.4

0 50 100 150 200

全体(N=314)

男性(N=186)

女性(N=124)

無回答(N=4)

10歳未満(N=65)

10代(N=38)

20代(N=41)

30代(N=32)

40代(N=60)

50代(N=47)

60歳以上(N=22)

一人で暮らしている(N=14)

家族、同居人などと暮らしている(N=239)

グループホームで暮らしている(N=22)

障がい者支援施設で暮らしている(N=26)

病院に入院している(N=3)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

父母・祖父母

・兄弟

ホームヘルパー

や施設の職員

配偶者等 その他の人

（ボランティアなど）

子ども 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問８ 介助者の属性 

【問８は、問７で「１」から「３」を選択した場合にお答えください。】 

あなたを介助してくれる家族で、特に中心となっている方の年齢、性別、健康状態をお答えくださ

い。 

 

① 年齢 

・主な介助者の年齢層は、全体では、「40 代（23.2％）」が最も高く、「50代（21.1％）」「60 代（18.3％）」

と続いています。 

・性別では、全体と比べ、「男性」を介護している人は同傾向にあり、「女性」を介護している人は「60

代（25.5％）」が最も高くなっています。 

・年齢別では、全体と比べ、介護されている者の年齢層が高くなるに伴い主な介護者の年齢層も高く

なっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人で暮らしている」は「60 代（50.0％）」「70 代（25.0％）」が高

く、「家族、同居人などと暮らしている」「グループホームで暮らしている」は幅広い年齢層が見ら

れます。 

 

 

 

 

 

  

0.4

1.6

15

23.2

21.1

18.3

13.4

2.4

4.5

0 20 40 60 80 100

20歳未満
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代

無回答

％

単数回答 全体(N=246)
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0.4 1.6
15.0

17.4

12.2

46.7

16.7

12.0

15.9

9.1

23.2

27.1

17.3

25.0

41.7

61.1

13.5

7.7

3.4

7.1

24.5

9.1

100.0

21.1

22.2

20.4

1.7
16.7

59.5

24.0

5.1
48.3

7.1

20.0

27.3

100.0

18.3

13.9

25.5

1.7

2.8
24.3

44.0

23.1

13.8

64.3

50.0

17.3

27.3

13.4

12.5

13.3

50.0

12.0

53.8

20.7

25.0

14.1

100.0

2.4

2.1

3.1

5.1

6.9
14.3

2.3

9.1

4.5

0 20 40 60 80 100

全体(N=246)

男性(N=144)

女性(N=98)

無回答(N=4)

10歳未満(N=60)

10代(N=36)

20代(N=37)

30代(N=25)

40代(N=39)

50代(N=29)

60歳以上(N=14)

一人で暮らしている(N=4)

家族、同居人などと暮らしている(N=220)

グループホームで暮らしている(N=11)

障がい者支援施設で暮らしている(N=2)

病院に入院している(N=1)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

20歳未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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② 性別 

・主な介助者の性別は、全体では、「女性（79.7％）」が 8割を占めています。 

・性別では、全体と比べ、介助されている男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「30 代」以降は年齢層が高くなるに伴い「男性」の介助者が高くなって

います。 

・居住形態別では、全体と比べ、ほぼ同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.5

10.4

25.5

75.0

3.3

2.8

2.7

16.0

30.8

37.9

42.9

25.0

16.8

27.3

79.7

85.4

73.5

25.0

93.3

94.4

97.3

72.0

69.2

62.1

50.0

50.0

80.5

72.7

100.0

100.0

100.0

2.8

4.2

1.0

3.3

2.8

12.0

7.1

25.0

2.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=246)

男性(N=144)

女性(N=98)

無回答(N=4)

10歳未満(N=60)

10代(N=36)

20代(N=37)

30代(N=25)

40代(N=39)

50代(N=29)

60歳以上(N=14)

一人で暮らしている(N=4)

家族、同居人などと暮らしている(N=220)

グループホームで暮らしている(N=11)

障がい者支援施設で暮らしている(N=2)

病院に入院している(N=1)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

男性 女性 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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③ 健康状態 

・主な介助者の健康状態は、全体では、「ふつう（50.4％）」が最も高く、「よい（35.4％）」と続いて

います。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「50 代」を除き年齢層が高くなるに伴い「よい」が低くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人で暮らしている」など、サンプル数の少ない形態を除き同傾向

にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.4

36.8

32.7

50.0

51.7

50.0

24.3

28.0

10.3

48.3

7.1

37.7

36.4

50.4

49.3

52.0

50.0

40.0

38.9

54.1

56.0

69.2

48.3

64.3

75.0

48.2

54.5

100.0

100.0

12.2

11.1

14.3

6.7

8.3

21.6

8.0

20.5

3.4

21.4

12.3

9.1

100.0

2.0

2.8

1.0

1.7

2.8

8.0

7.1

25.0

1.8

0 20 40 60 80 100

全体(N=246)

男性(N=144)

女性(N=98)

無回答(N=4)

10歳未満(N=60)

10代(N=36)

20代(N=37)

30代(N=25)

40代(N=39)

50代(N=29)

60歳以上(N=14)

一人で暮らしている(N=4)

家族、同居人などと暮らしている(N=220)

グループホームで暮らしている(N=11)

障がい者支援施設で暮らしている(N=2)

病院に入院している(N=1)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

よい ふつう よくない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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（３）障がいの状況 

 

問９ 身体障害者手帳の交付状況 

あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。（○は１つだけ） 

・身体障害者手帳の交付状況は、全体では、「持っていない（59.2％）」が 6割を占め、「１級（12.8％）」

「２級（9.1％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「持っていない」は年齢層が高くなるに伴い低くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「１級」は「障がい者支援施設で暮らしている（29.6％）」が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.8 

9.1 

4.6 

3.3 

1.0 

1.2 

59.2 

8.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

１級

２級

３級

４級

５級

６級

持っていない

無回答

％

単数回答 全体(N=483)
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12.8

12.5

13.5

4.5

11.3

6.7

8.3

16.5

17.2

19.1

12.5

12.5

7.1

29.6

33.3

9.1

9.6

8.2

20.0

3.0

5.7

3.3

5.0

14.4

13.8

14.9

12.5

9.1

7.1

3.7

33.3

4.6

3.3

6.3

3.8

1.7

3.3

4.1

6.9

14.9

2.5

5.0

3.6

3.3

3.3

3.4

1.5

1.7

3.1

8.0

8.5

4.2

20.0

59.2

62.0

56.5

20.0

86.6

77.4

78.3

71.7

48.5

40.2

25.5

55.0

59.8

67.9

59.3

66.7

33.3

8.7

6.6

10.6

40.0

3.0

1.9

8.3

8.3

12.4

11.5

8.5

15.0

7.5

14.3

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 持っていない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態



 

22 
 

問 10 主たる障がいの状況 

身体障害者手帳をお持ちの場合、主たる障がいをお答えください。（○は１つだけ） 

・主たる障がいの状況は、全体では、「内部障がい（視覚障がい、肢体不自由（体幹）以外）（31.0％）」

が最も高く、「肢体不自由（下肢）（12.9％）」「視覚障がい（10.3％）」「聴覚障がい（9.7％）」「肢体

不自由（体幹）（9.0％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「内部障がい（視覚障がい、肢体不自由（体幹）以外）」は「20代（50.0％）」

が高く、「肢体不自由（下肢）」は「10 歳未満(42.9％)」「10代（27.3％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人で暮らしている」は「音声・言語・そしゃく機能障がい（16.7％）」

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.0 

12.9 

10.3 

9.7 

9.0 

3.9 

3.9 

19.4 

0 20 40 60 80 100

内部障がい（視覚障がい、肢体不自由（体幹）以外）

肢体不自由（下肢）

視覚障がい

聴覚障がい

肢体不自由（体幹）

音声・言語・そしゃく機能障がい

肢体不自由（上肢）

無回答

％

単数回答 全体(N=155)
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31.0

31.8

29.4

50.0

14.3

9.1

50.0

25.0

31.6

28.6

41.9

50.0

25.4

100.0

40.0

100.0

12.9

14.1

11.8

42.9

27.3

8.3

5.3

14.3

16.1

16.7

13.6

50.0

10.3

10.6

8.8

50.0

12.5

13.2

14.3

9.7

12.7

10.0

9.7

9.4

10.3

14.3

9.1

12.5

16.7

10.5

9.5

6.5

8.3

10.2

50.0

9.0

8.2

10.3

28.6

18.2

12.5

8.3

7.9

7.1

6.5

10.2

3.9

8.3

9.7

16.7

3.9

8.3

7.9

4.8

4.2

10.0

19.4

0 20 40 60 80 100

全体(N=155)

男性(N=85)

女性(N=68)

無回答(N=2)

10歳未満(N=7)

10代(N=11)

20代(N=8)

30代(N=12)

40代(N=38)

50代(N=42)

60歳以上(N=31)

一人で暮らしている(N=12)

家族、同居人などと暮らしている(N=118)

グループホームで暮らしている(N=5)

障がい者支援施設で暮らしている(N=10)

病院に入院している(N=1)

その他(N=2)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

内部障がい

（視覚障が

い、肢体不

自由（体幹）

以外）

肢体不

自由

（下肢）

視覚障

がい

聴覚障

がい

肢体不

自由

（体幹）

音声・言語

・そしゃく

機能障がい

肢体不

自由

（上肢）

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 11 療育手帳の交付状況 

あなたは療育手帳をお持ちですか。（○は１つだけ） 

・療育手帳の交付状況は、全体では、「持っていない（46.2％）」が最も高く、「Ｂ判定（28.6％）」と

続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「Ａ判定」は「10歳未満（7.5％）」「50 代（10.3％）」「60歳以上（2.1％）」

が低く、「Ｂ判定」は「10 代（52.8％）」「20代（56.7％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人で暮らしている」は「持っていない（60.0％）」が高く、「グルー

プホームで暮らしている」は「Ａ判定（32.1％）」「Ｂ判定（50.0％）」が高く、「障がい者支援施設

で暮らしている」は「Ａ判定（85.2％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.2

19.2

15.0

7.5

24.5

21.7

25.0

24.7

10.3

2.1

13.9

32.1

85.2

28.6

31.4

25.6

22.4

52.8

56.7

30.0

23.7

11.5

21.3

22.5

28.8

50.0

11.1

33.3

33.3

46.2

43.5

49.8

40.0

65.7

22.6

21.7

40.0

37.1

67.8

66.0

60.0

49.9

14.3

3.7

66.7

66.7

8.1

5.9

9.7

60.0

4.5

5.0

14.4

10.3

10.6

17.5

7.5

3.6

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

Ａ判定 Ｂ判定 持っていない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 12 精神障害者保健福祉手帳の交付状況 

あなたは精神障害者保健福祉手帳をお持ちですか。（○は１つだけ） 

・精神障害者保健福祉手帳の交付状況は、全体では、「持っていない（69.2％）」が最も高く、「２級

（12.6％）」「３級（6.8％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「持っていない」は「10 歳未満（91.0％）」「10代（90.6％）」が高くなっ

ています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人で暮らしている」は「２級（35.0％）」「３級（20.0％）」が高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.9

2.6

1.0

1.5

1.7

1.7

4.1

1.1

2.1

1.4

3.6

3.7

66.7

12.6

8.1

18.4

20.0

3.0

8.3

15.0

15.5

21.8

14.9

35.0

12.2

3.6

3.7

33.3

6.8

4.1

10.6

10.0

11.7

7.2

11.5

4.3

20.0

6.6

69.2

75.3

61.8

40.0

91.0

90.6

65.0

65.0

58.8

57.5

76.6

40.0

70.4

71.4

88.9

100.0

9.5

10.0

8.2

40.0

4.5

9.4

15.0

6.7

14.4

8.0

2.1

5.0

9.4

21.4

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

１級 ２級 ３級 持っていない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 13 自立支援医療（精神通院医療）受給者証の交付状況 

あなたは自立支援医療（精神通院医療）受給者証をお持ちですか。（○は１つだけ） 

・自立支援医療（精神通院医療）受給者証の交付状況は、全体では、「持っていない（62.7％）」が 6

割強を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、「60歳以上」を除き年齢層が高くなるに伴い「持っている」が高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人で暮らしている」は「持っている（62.5％）」が高くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.0

24.4

37.7

20.0

4.5

11.3

25.0

33.3

46.4

46.0

19.1

62.5

27.4

32.1

22.2

62.7

68.3

56.0

40.0

91.0

83.0

68.3

58.3

42.3

47.1

78.7

27.5

66.5

50.0

77.8

100.0

100.0

7.2

7.4

6.3

40.0

4.5

5.7

6.7

8.3

11.3

6.9

10.0

6.1

17.9

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

持っている 持っていない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 14 難病（特定疾患）の認定状況 

あなたは難病（特定疾患）の認定を受けていますか。（○は１つだけ） 

・難病（特定疾患）の認定状況は、全体では、「受けていない（86.5％）」が 9 割弱を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体に比べ、「受けている」は「10歳未満（3.0％）」「20 代（0％）」「60歳以上（4.3％）」

が低くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「受けている」は「一人で暮らしている（2.5％）」「グループホーム

で暮らしている（0％）」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.8

7.0

6.3

20.0

3.0

11.3

8.3

8.2

10.3

4.3

2.5

7.8

7.4

86.5

87.1

87.0

40.0

94.0

86.8

93.3

88.3

77.3

86.2

89.4

87.5

85.9

96.4

88.9

100.0

100.0

6.6

5.9

6.8

40.0

3.0

1.9

6.7

3.3

14.4

3.4

6.4

10.0

6.4

3.6

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

受けている 受けていない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 15 発達障がいの診断状況 

あなたは発達障がいと診断されたことがありますか。（○は１つだけ） 

・発達障がいの診断状況は、全体では、「ない（53.6％）」が 5割強を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、「ある」は「20 代（68.3％）」をピークとした年齢層の高まりに伴う上昇下降が見られ

ます。 

・居住形態別では、全体と比べ、「ある」は「障がい者支援施設で暮らしている（55.6％）」が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.4

44.3

35.7

20.0

58.2

66.0

68.3

60.0

25.8

14.9

8.5

40.0

40.7

35.7

55.6

33.3

33.3

53.6

50.2

58.9

20.0

38.8

30.2

28.3

36.7

59.8

81.6

91.5

52.5

53.7

57.1

40.7

66.7

66.7

6.0

5.5

5.3

60.0

3.0

3.8

3.3

3.3

14.4

3.4

7.5

5.5

7.1

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

ある ない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 16 高次脳機能障がいの診断状況 

あなたは高次脳機能障がいと診断されたことがありますか。（○は１つだけ） 

・高次脳機能障がいの診断状況は、全体では、「ない（88.2％）」が 9割弱を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「ある」は「10 歳未満」が見られず、他の年齢層はほぼ同傾向にありま

す。 

・居住形態別では、全体と比べ、各形態とも同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.6

5.9

2.9

3.8

1.7

1.7

6.2

8.0

10.6

5.0

3.9

3.6

11.1

88.2

88.6

88.9

40.0

97.0

92.5

91.7

95.0

79.4

87.4

85.1

85.0

89.2

89.3

85.2

100.0

100.0

7.2

5.5

8.2

60.0

3.0

3.8

6.7

3.3

14.4

4.6

4.3

10.0

6.9

7.1

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

ある ない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 17 現在受けている医療的ケア等 

あなたが現在受けている医療的ケアや特別な医療をご回答ください（あてはまるものすべてに○） 

・現在受けている医療的ケア等は、全体では、「服薬管理（17.6％）」が最も高く、「胃ろう・腸ろう

（1.7％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「服薬管理」は「10歳未満（10.4％）」「30 代(5.0％)」が低くなっていま

す。 

・居住形態別では、全体と比べ、「服薬管理」は「障がい者支援施設で暮らしている（44.4％）」が高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.6

1.7

1.4

1.2

1.2

0.8

0.8

0.4

0.2

0.2

0.0

6.8

73.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

服薬管理

胃ろう・腸ろう

吸入

吸引

ストーマ（人工肛門・人工膀胱）

気管切開

透析

カテーテル留置

鼻腔経管栄養

中心静脈栄養（ＩＶＨ）

人工呼吸器（レスピレーター）

その他

無回答

％

複数回答 全体(N=483)
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17.6

19.9

15.0

10.4

22.6

18.3

5.0

25.8

18.4

19.1

12.5

16.1

25.0

44.4

33.3

1.7

1.5

1.4

20.0

5.7

3.3

1.0

1.1

2.2

6.8

73.5

0 20 40 60 80

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

服薬管理 胃ろう・腸ろう 吸入

吸引 ストーマ（人工肛門・人工膀胱） 気管切開

透析 カテーテル留置 鼻腔経管栄養

中心静脈栄養（ＩＶＨ） 人工呼吸器（レスピレーター） その他

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 18 定期的な診療状況 

あなたは現在、定期的に診療を受けていますか。診療科目ごとに通院の頻度と主に通院している医

療機関とその所在地をお答えください。（診療科目ごとにそれぞれ〇は１つ） 

 

① 通院の頻度 

・通院の頻度は、「内科」「精神科・心療内科」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2 

0.4 

0.6 

0.2 

0.8 

0.8 

2.9 

1.2 

0.4 

15.5 

0.8 

2.5 

1.0 

2.9 

4.1 

26.7 

1.9 

4.3 

6.2 

2.5 

3.9 

15.5 

2.1 

7.2 

4.3 

6.6 

11.0 

10.4 

9.1 

8.7 

18.4 

2.1 

6.2 

2.1 

2.7 

2.9 

2.9 

2.1 

2.3 

2.5 

6.2 

2.3 

4.1 

1.0 

2.1 

65.6 

94.0 

86.7 

91.7 

88.4 

82.4 

59.6 

82.8 

83.9 

68.3 

93.2 

87.4 

0 20 40 60 80 100

内科

外科

整形外科

脳神経外科

小児科

皮膚科

精神科・心療内科

眼科

耳鼻咽喉科

歯科

リハビリテーション科

その他

％

単数回答

ほぼ毎週 ほぼ毎月 年に数回程度 年に１回程度 無回答

（N=483）
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② 通院先の医療機関 

・通院先の医療機関は、各診療科目とも「医院・クリニック・診療所」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.8

2.3

6.6

3.5

5.8

15.9

32.3

12.2

12.8

25.9

3.3

6.0

8.3

2.3

3.9

2.3

3.1

0.8

6.0

2.9

2.1

2.3

1.9

3.5

2.1

0.6

2.1

1.9

2.3

1.0

1.2

0.6

1.0

1.2

1.9

66.9

94.8

87.4

92.3

88.8

83.2

60.7

83.6

84.5

70.8

93.6

88.6

0 20 40 60 80 100

内科

外科

整形外科

脳神経外科

小児科

皮膚科

精神科・心療内科

眼科

耳鼻咽喉科

歯科

リハビリテーション科

その他

％

単数回答

医院・クリニック・診療所 総合病院 がんセンター等のより高次な医療機関 無回答

（N=483）
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③ 通院先の所在地 

・通院先の所在地は、無回答を除き、「北広島市内」が最も高いのは「内科（20.5％）」「皮膚科（9.1％）」

「耳鼻咽喉科（10.1％）」「歯科（18.6％）」であり、他の科目は「市外（道内）」が最も高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.5

2.3

4.6

1.0

3.3

9.1

9.3

7.7

10.1

18.6

1.4

2.1

12.8

2.7

7.5

6.8

7.9

6.8

29.8

8.5

5.2

11.2

4.8

9.9

0.2

66.7

95.0

88.0

92.1

88.8

84.1

60.9

83.6

84.7

70.2

93.8

88.0

0 20 40 60 80 100

内科

外科

整形外科

脳神経外科

小児科

皮膚科

精神科・心療内科

眼科

耳鼻咽喉科

歯科

リハビリテーション科

その他

％

単数回答

北広島市内 市外（道内） 道外 無回答

（N=483）
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問 19 医療に関する困りごと 

医療について困っていることはありますか。（あてはまるものすべてに○） 

・医療に関する困りごとは、全体では、「特に不満や困ったことはない（38.7％）」が最も高く、「お金

がかかる（21.7％）」「待ち時間が長い（18.6％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体に比べ、「お金がかかる」は「10 代（35.8％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「特に不満や困ったことはない」は「グループホームで暮らしている

（60.7％）」「障がい者支援施設で暮らしている（63.0％）」が高く、「お金がかかる」は「一人で暮

らしている（35.0％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.7 

21.7 

18.6 

16.1 

13.0 

3.3 

2.7 

1.0 

6.0 

14.5 

0 10 20 30 40 50

特に不満や困ったことはない

お金がかかる

待ち時間が長い

診療所や病院が遠い

専門的な医療機関が近くにない

通院時に付き添いをしてくれる人がいない

医師に病気や薬のことを聞けない

往診や訪問看護をしてもらえない

その他

無回答

％

複数回答 全体(N=471)
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38.7

40.6

36.7

20.0

38.8

32.1

45.0

46.7

40.2

33.3

40.4

37.5

37.1

60.7

63.0

33.3

21.7

19.9

24.2

20.0

11.9

35.8

18.3

15.0

17.5

28.7

25.5

35.0

21.9

10.7

3.7

33.3

33.3

18.6

17.7

19.8

20.0

13.4

20.8

20.0

10.0

19.6

23.0

23.4

17.5

19.4

10.7

11.1

33.3

66.7

16.1

15.5

17.4

23.9

26.4

11.7

5.0

13.4

17.2

17.0

10.0

18.8

7.1

7.4

33.3

13.0

12.9

13.5

16.4

26.4

13.3

13.3

6.2

10.3

12.8

7.5

15.0

3.6

3.7

66.7

33.3

14.5

0 50 100 150 200

全体(N=471)

男性(N=265)

女性(N=202)

無回答(N=4)

10歳未満(N=64)

10代(N=52)

20代(N=59)

30代(N=57)

40代(N=96)

50代(N=87)

60歳以上(N=45)

一人で暮らしている(N=38)

家族、同居人などと暮らしている(N=353)

グループホームで暮らしている(N=27)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

特に不満や困ったことはない お金がかかる

待ち時間が長い 診療所や病院が遠い

専門的な医療機関が近くにない 通院時に付き添いをしてくれる人がいない

医師に病気や薬のことを聞けない 往診や訪問看護をしてもらえない

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 20 重症心身障害の認定状況 

あなたは重症心身障害の認定を受けていますか。（〇は 1つだけ） 

・重症心身障害の認定状況は、全体では、「受けていない（83.6％）」が 8割強を占めています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「受けている」は「10歳未満（3.0％）」「60歳以上（4.3％）」が低くなっ

ています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「受けている」は「一人で暮らしている（2.5％）」が低くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.4

11.4

9.2

3.0

18.9

11.7

10.0

15.5

8.0

4.3

2.5

11.1

7.1

11.1

83.6

82.3

86.5

40.0

92.5

79.2

80.0

86.7

73.2

89.7

93.6

92.5

83.9

89.3

81.5

100.0

100.0

6.0

6.3

4.3

60.0

4.5

1.9

8.3

3.3

11.3

2.3

2.1

5.0

5.0

3.6

7.4

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

受けている 受けていない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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（４）18 歳未満の障害者手帳交付者について 

 

問 21 障害者手帳の交付開始時期 

障害者手帳をはじめて交付されたのはいつですか。（○は１つだけ） 

・障害者手帳の交付開始時期は、全体では、「うまれてから幼児期までの時期（58.6％）」が最も高く、

「小学校入学後から小学校卒業まで（10.3％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「13 歳～15 歳」は「持っていない（20.0％）」が高く、「16 歳以上 18 歳

未満」は「小学校入学後から小学校卒業まで（33.3％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、「家族、同居人などと暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占めているので、

全体と同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.6

63.2

50.0

63.6

60.7

50.0

55.6

61.8

0.0

10.3

5.3

20.0

10.7

33.3

9.1

100.0

3.4

2.6

5.0

20.0

1.8

27.6

28.9

25.0

36.4

28.6

30.0

11.1

27.3

100.0

0 20 40 60 80 100

全体(N=58)

男性(N=38)

女性(N=20)

無回答(N=0)

7歳未満(N=11)

7歳～12歳(N=28)

13歳～15歳(N=10)

16歳以上18歳未満(N=9)

一人で暮らしている(N=0)

家族、同居人などと暮らしている(N=55)

グループホームで暮らしている(N=1)

障がい者支援施設で暮らしている(N=0)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

うまれてから幼児

期までの時期

小学校入学後から

小学校卒業まで

中学校入学以降 持っていない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 22 介護・支援者 

お子さんの介護や支援をしている方はどなたですか。（あてはまるものすべてに○、そのうち主に介

護や支援をしている人１つに◎） 

 

① 全ての該当者 

・介護・支援者としての全ての該当者は、全体では、「父母・祖父母（72.4％）」が最も高く、「兄弟姉

妹（10.3％）」「施設の職員・世話人（10.3％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、「家族、同居人などと暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占めているので、

全体と同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.4

10.3

10.3

3.4

1.7

1.7

1.7

24.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

父母・祖父母

兄弟姉妹

施設の職員・世話人

ホームヘルパーなどの…

その他の親族

ボランティア・ＮＰＯの職員

介護や支援の必要はない

無回答

％

複数回答 全体(N=58)
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38.7

40.6

36.7

20.0

38.8

32.1

45.0

46.7

40.2

33.3

40.4

37.5

37.1

60.7

63.0

33.3

21.7

19.9

24.2

20.0

11.9

35.8

18.3

15.0

17.5

28.7

25.5

35.0

21.9

10.7

3.7

33.3

33.3

18.6

17.7

19.8

20.0

13.4

20.8

20.0

10.0

19.6

23.0

23.4

17.5

19.4

10.7

11.1

33.3

66.7

16.1

15.5

17.4

23.9

26.4

11.7

5.0

13.4

17.2

17.0

10.0

18.8

7.1

7.4

33.3

13.0

12.9

13.5

16.4

26.4

13.3

13.3

6.2

10.3

12.8

7.5

15.0

3.6

3.7

66.7

33.3

14.5

0 50 100 150 200

全体(N=471)

男性(N=265)

女性(N=202)

無回答(N=4)

10歳未満(N=64)

10代(N=52)

20代(N=59)

30代(N=57)

40代(N=96)

50代(N=87)

60歳以上(N=45)

一人で暮らしている(N=38)

家族、同居人などと暮らしている(N=353)

グループホームで暮らしている(N=27)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

特に不満や困ったことはない お金がかかる

待ち時間が長い 診療所や病院が遠い

専門的な医療機関が近くにない 通院時に付き添いをしてくれる人がいない

医師に病気や薬のことを聞けない 往診や訪問看護をしてもらえない

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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② 主な該当者 

・介護・支援者としての主な該当者は、全体では、「父母・祖父母（20.7％）」が最も高く、「ホームヘ

ルパーなどの在宅サービス提供者（1.7％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、「家族、同居人などと暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占めているので、

全体と同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

77.6

0 20 40 60 80 100

父母・祖父母

ホームヘルパーなどの在宅サービス提供者

兄弟姉妹

その他の親族

施設の職員・世話人

ボランティア・ＮＰＯの職員

介護や支援の必要はない

無回答

％

単数回答 全体(N=58)
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20.7

23.7

15.0

27.3

21.4

10.0

22.2

21.8

1.7

2.6

3.6

1.8

77.6

73.7

85.0

72.7

75.0

90.0

77.8

76.4

100.0

100.0

0 20 40 60 80 100

全体(N=58)

男性(N=38)

女性(N=20)

無回答(N=0)

7歳未満(N=11)

7歳～12歳(N=28)

13歳～15歳(N=10)

16歳以上18歳未満(N=9)

一人で暮らしている(N=0)

家族、同居人などと暮らしている(N=55)

グループホームで暮らしている(N=1)

障がい者支援施設で暮らしている(N=0)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

父母

・祖父母

ホームヘ

ルパーな

どの在宅

サービス

提供者

兄弟姉妹 その他の

親族

施設の職員

・世話人

ボランティ

ア・ＮＰＯ

の職員

介護や支

援の必要

はない

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 23 発達の不安や障がいに気づいたきっかけ 

お子さんの発達の不安や障がいに気づいたきっかけは何ですか。また、それはいつごろですか。（○

は１つだけ、年齢についてはご記入ください） 

 

① 気づいたきっかけ 

・子どもの発達の不安や障がいに気づいたきっかけは、全体では、「家族が気づいた（22.4％）」が最

も高く、「定期検診（乳幼児健康診査）で指摘された（17.2％）」「病院で医師から指摘された（17.2％）」

と続いています。 

・性別では、全体と比べ、「男性」は同傾向にあり、「女性」は「定期検診（乳幼児健康診査）で指摘

された（10.0％）」が低く、「病院で医師から指摘された（20.0％）」が高くなっています。 

・年齢別では、全体と比べ、「家族が気づいた」は「7歳未満（36.4％）」「16 歳以上 18歳未満（44.4％）」

が高く、「定期検診（乳幼児健康診査）で指摘された」は「7歳未満（9.1％）」が低く、「13 歳～15

歳（30.0％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、「家族、同居人などと暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占めているので、

全体と同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.4 

17.2 

17.2 

6.9 

1.7 

0.0

5.2

29.3

0 20 40 60 80 100

家族が気づいた

定期検診（乳幼児健康診査）で指摘された

病院で医師から指摘された

保育園・幼稚園・学校の教師や職員から…

就学時健康診断の際に指摘された

知人から指摘された

その他

無回答

％

単数回答 全体(N=58)
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22.4

26.3

15.0

36.4

10.7

20.0

44.4

23.6

17.2

21.1

10.0

9.1

21.4

30.0

16.4

17.2

15.8

20.0

9.1

21.4

10.0

22.2

18.2

6.9

5.3

10.0

7.1

22.2

7.3

1.7 5.2

9.1

20.0

29.3

26.3

35.0

36.4

35.7

20.0

11.1

27.3

100.0

100.0

0 20 40 60 80 100

全体(N=58)

男性(N=38)

女性(N=20)

無回答(N=0)

7歳未満(N=11)

7歳～12歳(N=28)

13歳～15歳(N=10)

16歳以上18歳未満(N=9)

一人で暮らしている(N=0)

家族、同居人などと暮らしている(N=55)

グループホームで暮らしている(N=1)

障がい者支援施設で暮らしている(N=0)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

家族が気づいた 定期検診（乳幼児健康診査）で指摘された

病院で医師から指摘された 保育園・幼稚園・学校の教師や職員

から指摘された
就学時健康診断の際に指摘された 知人から指摘された

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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② 気づいたときの子どもの年齢 

・子どもの発達の不安や障がいに気づいたときの子どもの年齢は、全体では、「0 歳（25.9％）」が最

も高く、「1歳（8.6％）」「2歳（8.6％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、「男性」はほぼ同傾向にあり、「女性」は「0歳（35.0％）」が高く、「1歳」

「2歳」が見られません。 

・年齢別では、全体と比べ、「13 歳～15歳」は「1歳（20.0％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、「家族、同居人などと暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占めているので、

全体と同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.9

21.1

35.0

27.3

28.6

20.0

22.2

27.3

8.6

13.2

9.1

3.6

20.0

11.1

7.3

8.6

13.2

14.3

10.0

9.1

3.4 1.7 1.7 1.7 1.7

46.6

0 20 40 60 80 100

全体(N=58)

男性(N=38)

女性(N=20)

無回答(N=0)

7歳未満(N=11)

7歳～12歳(N=28)

13歳～15歳(N=10)

16歳以上18歳未満(N=9)

一人で暮らしている(N=0)

家族、同居人などと暮らしている(N=55)

グループホームで暮らしている(N=1)

障がい者支援施設で暮らしている(N=0)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳以上 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 24 サポートファイルの認知状況 

北広島市ではサポートファイル推進事業を実施しています。サポートファイルについてご存知です

か。（○は１つだけ） 

・サポートファイルの認知状況は、全体では、「名前も内容も知っている（36.2％）」が最も高く、「名

前も内容も知らない（32.8％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、「男性」は同傾向にあり、「女性」は「名前も内容も知っている（45.0％）」

が高くなっています。 

・年齢別では、年齢層が高くなるに伴い「名前も内容も知っている」が低くなり、「名前も内容も知ら

ない」が高くなっています。 

・居住形態別では、「家族、同居人などと暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占めているので、

全体と同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.2

31.6

45.0

45.5

39.3

30.0

22.2

38.2

8.6

7.9

10.0

9.1

7.1

10.0

11.1

9.1

32.8

36.8

25.0

32.1

50.0

55.6

30.9

100.0

22.4

23.7

20.0

45.5

21.4

10.0

11.1

21.8

100.0

0 20 40 60 80 100

全体(N=58)

男性(N=38)

女性(N=20)

無回答(N=0)

7歳未満(N=11)

7歳～12歳(N=28)

13歳～15歳(N=10)

16歳以上18歳未満(N=9)

一人で暮らしている(N=0)

家族、同居人などと暮らしている(N=55)

グループホームで暮らしている(N=1)

障がい者支援施設で暮らしている(N=0)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

名前も内容も

知っている

名前を聞いたこと

はあるが、内容は

知らない

名前も内容も

知らない

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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（５）住まいや暮らしについて 

 

問 25 暮らし方 

あなたは現在どのように暮らしていますか。（○は１つだけ） 

・暮らし方は、「家族、同居人などと暮らしている（74.7％）」が 7割強を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.3 

74.7 

5.8 

5.6 

0.6 

0.6 

4.3 

0 20 40 60 80 100

一人で暮らしている

家族、同居人などと暮らしている

グループホームで暮らしている

障がい者支援施設で暮らしている

病院に入院している

その他

無回答

％

単数回答 （N=483）
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問 26 家族・同居人が一緒に暮らせなくなった場合 

【問 26 は、問 25 で「２」を選択した場合にお答えください。】 

今後同居している方が高齢、病気などで、一緒に暮らせなくなった場合、どうしたいと思いますか。

（○は 1 つだけ） 

・「家族、同居人などと暮らしている」で、家族・同居人が一緒に暮らせなくなった場合の希望は、全

体では、「ヘルパーなどの支援により、自宅で暮らしたい（21.1％）」が最も高く、「グループホーム

で暮らしたい（17.7％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、「男性」は「グループホームで暮らしたい（20.0％）」が最も高く、「女性」

はほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「ヘルパーなどの支援により、自宅で暮らしたい」は「10 歳未満（9.5％）」

「30代（7.1％）」が低く、「50 代（33.3％）」「60 歳以上（40.0％）」が高く、「グループホームで暮

らしたい」は「10 歳未満（9.5％）」「50代（8.8％）」「60 歳以上（3.3％）」が低く、「20代（42.0％）」

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.1 

17.7 

15.8 

15.5 

20.2 

9.7 

0 20 40 60 80 100

ヘルパーなどの支援により、自宅で暮らした

い

グループホームで暮らしたい

施設に入所したい

現在同居していない家族と一緒に暮らした

い

その他

無回答

％

単数回答 全体(N=361)
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21.1

16.5

27.2

9.5

18.4

18.0

7.1

25.8

33.3

40.0

17.7

20.0

15.2

9.5

20.4

42.0

23.8

17.7

8.8

3.3

15.8

17.5

13.3

33.3

12.7

14.3

10.0

21.4

19.4

22.8

6.7

15.5

17.0

13.9

33.3

10.2

18.0

9.5

3.2

12.3

26.7

20.2

18.0

22.2

66.7

20.6

28.6

8.0

31.0

22.6

14.0

13.3

9.7

11.0

8.2

14.3

8.2

4.0

7.1

11.3

8.8

10.0

0 20 40 60 80 100

全体(N=361)

男性(N=200)

女性(N=158)

無回答(N=3)

10歳未満(N=63)

10代(N=49)

20代(N=50)

30代(N=42)

40代(N=62)

50代(N=57)

60歳以上(N=30)

性
別

年
齢

％

単数回答

ヘルパーなど

の支援により、

自宅で暮らし

たい

グループホー

ムで暮らした

い

施設に入所し

たい

現在同居して

いない家族と

一緒に暮らし

たい

その他 無回答

性
別

年
齢
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問 27 施設入所希望時期 

【問 27 は、問 26 で「３」または「４」を選択した場合にお答えください。】 

あなたが施設などに入所する場合、いつ頃の入所を希望しますか。（○は１つだけ） 

・「家族、同居人などと暮らしている」で、家族・同居人が一緒に暮らせなくなった場合の施設入所希

望時期は、全体では、「時期はわからない（56.2％）」が 6割弱を占め、「１０年以上先に（14.0％）」

「なるべく早く（9.1％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、各年齢層とも全体と同様に「時期はわからない」が最も高く、「１０年以上先に」は「10

代（41.2％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.1

10.7

6.7

11.8

19.2

10.5

4.3

5.6

1.7

2.7

3.8

4.3

5.8

5.3

6.7

3.8

5.3

17.4

5.6

6.6

9.3

2.2

7.7

10.5

13.0

33.3

14.0

13.3

15.6

21.4

41.2

17.4

16.7

56.2

53.3

60.0

100.0

64.3

47.1

57.7

68.4

39.1

66.7

33.3

1.7

1.3

2.2

5.3

5.6

5.0

4.0

6.7

14.3

7.7

4.3

33.3

0 20 40 60 80 100

全体(N=121)

男性(N=75)

女性(N=45)

無回答(N=1)

10歳未満(N=14)

10代(N=17)

20代(N=26)

30代(N=19)

40代(N=23)

50代(N=18)

60歳以上(N=3)

性
別

年
齢

％

単数回答

なるべく

早く

１～２年

後に

３～５年

後に

６～９年

後に

１０年以

上先に

時期はわ

からない

その他 無回答

性
別

年
齢
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問 28 今後 3 年以内に希望する暮らし方 

【問 28 および問 29は、問 25で「４」または「５」を選択した場合にお答えください。】 

あなたは今後 3年以内にどのように地域で生活したいと思いますか。（○は１つだけ） 

・「障がい者支援施設で暮らしている」「病院に入院している」で、今後 3年以内に希望する暮らし方

は、全体では、「今のまま生活したい（73.3％）」が 7割強を占めています。 

・性別では、全体と比べ、「男性」はほぼ同傾向にあり、「女性」は「今のまま生活したい（42.9％）」

が低くなっています。 

・年齢別では、サンプル数の多い「40代」は全体とほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、「障がい者支援施設で暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占めているので、

全体とほぼ同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.3 

3.3 

3.3 

3.3 

6.7 

10.0 

0 20 40 60 80 100

今のまま生活したい

グループホームなどを利用したい

家族と一緒に生活したい

一般の住宅で一人暮らしをしたい

その他

無回答

％

単数回答 全体(N=30)
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73.3

82.6

42.9

60.0

86.7

100.0

25.0

81.5

3.3

14.3

20.0

3.7

3.3

4.3

20.0

33.3

3.3

14.3

100.0

3.7

6.7

4.3

14.3

50.0

66.7

10.0

8.7

14.3

13.3

25.0

11.1

0 20 40 60 80 100

全体(N=30)

男性(N=23)

女性(N=7)

無回答(N=0)

10歳未満(N=0)

10代(N=0)

20代(N=1)

30代(N=5)

40代(N=15)

50代(N=4)

60歳以上(N=4)

一人で暮らしている(N=0)

家族、同居人などと暮らしている(N=0)

グループホームで暮らしている(N=0)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=0)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

今のまま生活

したい

グループホー

ムなどを利用

したい

家族と一緒に

生活したい

一般の住宅で

一人暮らしをしたい

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態



 

53 
 

問 29 希望支援 

地域で生活するためには、どのような支援があればよいと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

・地域で生活するための希望支援は、全体では、「経済的負担の軽減（46.7％）」「障がいへの理解や交

流の促進（46.7％）」が最も高く、「日常生活に必要な移動支援の充実（43.3％）」「障がい児・者の

権利を守るための環境の整備（43.3％）」「災害時に安心して避難できるスペースや避難支援体制の

整備（36.7％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、「男性」はほぼ同傾向にあり、「女性」は「障がいへの理解や交流の促進（28.6％）」

「日常生活に必要な移動支援の充実（28.6％）」「段差などがなく、利用しやすい公共施設・交通環

境などの整備（14.3％）」「ボランティア活動などの地域活動の促進（14.3％）」が低く、「障がい児・

者の権利を守るための環境の整備（57.1％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.7

46.7

43.3

43.3

36.7

33.3

33.3

30.0

26.7

26.7

26.7

23.3

23.3

10.0

10.0

6.7

6.7

6.7

3.3

13.3

47.8

52.2

47.8

39.1

39.1

30.4

34.8

34.8

26.1

26.1

26.1

21.7

26.1

13.0

8.7

8.7

8.7

8.7

4.3

8.7

42.9

28.6

28.6

57.1

28.6

42.9

28.6

14.3

28.6

28.6

28.6

28.6

14.3

0.0

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

28.6

0 20 40 60

経済的負担の軽減

障がいへの理解や交流の促進

日常生活に必要な移動支援の充実

障がい児・者の権利を守るための環境の整備

災害時に安心して避難できるスペースや避難支援体制

の整備

ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実

障がい児・者に適した居住の場の確保

段差などがなく、利用しやすい公共施設・交通環境など

の整備

創作的活動や生活習慣の習得などができる場の整備

就労の場の確保

在宅で医療などが適切にうけられること

相談窓口や相談支援などの充実

ボランティア活動などの地域活動の促進

障害の早期発見・早期療育体制の充実

機能回復や地域生活に必要な訓練の充実

障がい児のための保育・教育の充実

手話通訳、要約筆記、点字などによる情報提供の充実

その他

特にない

無回答

％

複数回答

全体(N=30)

男性(N=23)

女性(N=7)
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・年齢別では、全体と比べ、「30 代」は「経済的負担の軽減（100％）」「日常生活に必要な移動支援の

充実（80.0％）」「ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実（80.0％）」「創作的活動や生活

習慣の習得などができる場の整備（60.0％）」「就労の場の確保（60.0％）」などが高く、「50 代」は

「災害時に安心して避難できるスペースや避難支援体制の整備（75.0％）」「在宅で医療などが適切

にうけられること（50.0％）」が高く、「60 歳以上」は「経済的負担の軽減（75.0％）」「相談窓口や

相談支援などの充実（50.0％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.7

46.7

43.3

43.3

36.7

33.3

33.3

30.0

26.7

26.7

26.7

23.3

23.3

10.0

10.0

6.7

6.7

6.7

3.3

13.3

100.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

60.0

80.0

40.0

40.0

80.0

20.0

20.0

60.0

60.0

20.0

40.0

40.0

20.0

40.0

20.0

20.0

20.0

20.0

0.0

20.0

46.7

53.3

40.0

26.7

26.7

33.3

26.7

20.0

20.0

20.0

13.3

20.0

0.0

0.0

0.0

6.7

0.0

0.0

13.3

25.0

25.0

0.0

25.0

75.0

0.0

50.0

50.0

25.0

0.0

50.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

75.0

25.0

0.0

50.0

25.0

25.0

25.0

25.0

0.0

0.0

25.0

50.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0 50 100 150

経済的負担の軽減

障がいへの理解や交流の促進

日常生活に必要な移動支援の充実

障がい児・者の権利を守るための環境の整備

災害時に安心して避難できるスペースや避難支援体制

の整備

ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実

障がい児・者に適した居住の場の確保

段差などがなく、利用しやすい公共施設・交通環境など

の整備

創作的活動や生活習慣の習得などができる場の整備

就労の場の確保

在宅で医療などが適切にうけられること

相談窓口や相談支援などの充実

ボランティア活動などの地域活動の促進

障害の早期発見・早期療育体制の充実

機能回復や地域生活に必要な訓練の充実

障がい児のための保育・教育の充実

手話通訳、要約筆記、点字などによる情報提供の充実

その他

特にない

無回答

％

複数回答

全体(N=30)

20代(N=1)

30代(N=5)

40代(N=15)

50代(N=4)

60歳以上(N=4)
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・居住形態別では、全体と比べ、「障がい者支援施設で暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占め

ているので、全体とほぼ同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.7

46.7

43.3

43.3

36.7

33.3

33.3

30.0

26.7

26.7

26.7

23.3

23.3

10.0

10.0

6.7

6.7

6.7

3.3

13.3

40.7

51.9

44.4

44.4

40.7

29.6

33.3

33.3

29.6

29.6

25.9

14.8

25.9

11.1

11.1

7.4

7.4

3.7

3.7

14.8

100.0

0.0

33.3

33.3

0.0

66.7

33.3

0.0

0.0

0.0

33.3

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0 50 100

経済的負担の軽減

障がいへの理解や交流の促進

日常生活に必要な移動支援の充実

障がい児・者の権利を守るための環境の整備

災害時に安心して避難できるスペースや避難支援体制

の整備

ホームヘルプサービスなどの在宅サービスの充実

障がい児・者に適した居住の場の確保

段差などがなく、利用しやすい公共施設・交通環境など

の整備

創作的活動や生活習慣の習得などができる場の整備

就労の場の確保

在宅で医療などが適切にうけられること

相談窓口や相談支援などの充実

ボランティア活動などの地域活動の促進

障害の早期発見・早期療育体制の充実

機能回復や地域生活に必要な訓練の充実

障がい児のための保育・教育の充実

手話通訳、要約筆記、点字などによる情報提供の充実

その他

特にない

無回答

％

複数回答

全体(N=30)

障がい者支援

施設で暮らして

いる(N=27)

病院に入院して

いる(N=3)
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（６）日中活動や就労について 

 

問 30 週あたりの外出程度 

あなたは、１週間にどの程度外出しますか。（○は１つだけ） 

・週あたりの外出程度は、全体では、「毎日外出する（55.3％）」が 6割弱を占め、「１週間に数回外出

する（31.1％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、年齢層が高くなるに伴い「毎日外出する」が低くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「障がい者支援施設で暮らしている」は「毎日外出する（11.1％）」

が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55.3

62.4

46.4

40.0

89.6

77.4

61.7

53.3

40.2

41.4

40.4

50.0

60.4

67.9

11.1

66.7

31.1

25.1

39.1

20.0

7.5

13.2

30.0

35.0

41.2

44.8

31.9

40.0

29.4

25.0

55.6

7.7

5.5

10.1

20.0

1.5

1.9

6.7

8.3

11.3

4.6

17.0

5.0

5.8

3.6

25.9

66.7

33.3

2.1

2.6

1.4

1.7

1.7

2.1

4.6

4.3

2.5

1.9

7.4

3.9

4.4

2.9

20.0

1.5

7.5

1.7

5.2

4.6

6.4

2.5

2.5

3.6

33.3

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

毎日外出する １週間に数回

外出する

めったに外出

しない

まったく外出

しない

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 31 外出する際の主な同伴者 

【問 30 で「１」～「３」を選択した場合にお答えください。】 

あなたが外出する際の主な同伴者はどなたですか。（○は１つだけ） 

・外出する際の主な同伴者は、全体では、「一人で外出する（39.6％）」が最も高く、「父母・祖父母・

兄弟（28.9％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、年齢層が高くなるに伴い「一人で外出する」が高くなり、「父母・祖父母・兄弟」が低

くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人で暮らしている」は「一人で外出する（68.4％）」が高く、「障

がい者支援施設で暮らしている」は「ホームヘルパーや施設の職員（84.0％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.6

37.3

42.4

50.0

13.6

38.8

37.3

48.3

47.8

45.6

52.4

68.4

38.6

51.9

33.3

28.9

31.0

26.3

25.0

71.2

40.8

37.3

20.7

17.8

8.9

7.1

2.6

34.8

7.4

8.0

50.0

33.3

11.9

15.5

7.6

1.5

2.0

11.9

15.5

20.0

13.9

11.9

10.5

6.1

18.5

84.0

50.0

33.3

6.2

4.4

8.6

1.7

4.4

13.9

23.8

2.6

7.5

3.7

1.1 0.7

11.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=454)

男性(N=252)

女性(N=198)

無回答(N=4)

10歳未満(N=66)

10代(N=49)

20代(N=59)

30代(N=58)

40代(N=90)

50代(N=79)

60歳以上(N=42)

一人で暮らしている(N=38)

家族、同居人などと暮らしている(N=345)

グループホームで暮らしている(N=27)

障がい者支援施設で暮らしている(N=25)

病院に入院している(N=2)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

一人で

外出する

父母

・祖父母

・兄弟

ホームヘル

パーや施設

の職員

配偶者等 子ども その他の

人（ボラ

ンティア

など）

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 32 主な外出目的 

【問 30 で「１」～「３」を選択した場合にお答えください。】 

あなたは、どのような目的で外出することが多いですか。（あてはまるものすべてに○） 

・主な外出目的は、全体では、「通勤・通学・通所（70.7％）」「買い物に行く（70.7％）」が最も高く、

「医療機関への受診（51.3％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、年齢層が高くなるに伴い「通勤・通学・通所」が低くなり、「買い物に行く」が高くなっ

ています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「障がい者支援施設で暮らしている」は「通勤・通学・通所（12.0％）」

が低く、「散歩に行く（72.0％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70.7

70.7

51.3

32.4

19.2

17.2

11.7

7.7

3.7

0.7

0 20 40 60 80 100

通勤・通学・通所

買い物に行く

医療機関への受診

散歩に行く

友人・知人に会う

趣味やスポーツをする

訓練やリハビリに行く

グループ活動に参加する

その他

無回答

％

複数回答 全体(N=454)
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70.7

71.4

69.7

75.0

95.5

95.9

88.1

79.3

56.7

55.7

31.0

68.4

74.5

85.2

12.0

66.7

70.7

67.9

74.2

75.0

45.5

53.1

74.6

74.1

81.1

75.9

85.7

86.8

66.7

92.6

80.0

100.0

51.3

48.8

54.5

50.0

37.9

44.9

44.1

58.6

53.3

53.2

66.7

65.8

51.3

44.4

40.0

100.0

66.7

32.4

37.3

25.8

50.0

33.3

24.5

18.6

34.5

42.2

26.6

42.9

28.9

29.9

37.0

72.0

50.0

19.2 17.2 11.7 7.7 3.7

0.7

0 100 200 300 400

全体(N=454)

男性(N=252)

女性(N=198)

無回答(N=4)

10歳未満(N=66)

10代(N=49)

20代(N=59)

30代(N=58)

40代(N=90)

50代(N=79)

60歳以上(N=42)

一人で暮らしている(N=38)

家族、同居人などと暮らしている(N=345)

グループホームで暮らしている(N=27)

障がい者支援施設で暮らしている(N=25)

病院に入院している(N=2)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

通勤

・通学

・通所

買い物に

行く

医療機

関への

受診

散歩に

行く

友人

・知人

に会う

趣味や

スポー

ツをす

る

訓練や

リハビ

リに行

く

グルー

プ活動

に参加

する

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 33 外出する際の困りごと 

外出するときに困ることは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

・外出する際の困りごとは、全体では、「困ったときにどうすればいいのか心配（28.0％）」が最も高

く、「公共交通機関が少ない（ない）（23.2％）」「外出にお金がかかる（20.7％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「困ったときにどうすればいいのか心配」は「10 代（43.4％）」「20 代

（40.0％）」「30 代（35.0％）」が高く、「20代」は「周囲の目が気になる（30.0％）」が高くなって

います。 

・居住形態別では、全体と比べ、「障がい者支援施設で暮らしている」は「外出先の建物の設備が不便

（通路、トイレ、エレベーター、ベンチなど）（29.6％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.0

23.2

20.7

12.6

10.6

10.1

10.1

9.5

8.9

5.8

8.7

29.0

0 10 20 30 40

困った時にどうすればいいのか心配

公共交通機関が少ない（ない）

外出にお金がかかる

周囲の目が気になる

外出先の建物の設備が不便…

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

発作など突然の身体の変化が心配

列車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い

介助者が確保できない

その他

無回答

％

複数回答 全体(N=483)
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28.0

28.4

27.5

20.0

22.4

43.4

40.0

35.0

29.9

19.5

10.6
32.5

29.4

14.3

33.3

33.3

33.3

23.2

17.7
30.0

40.0

17.9

24.5

18.3

30.0

19.6

26.4

29.8

15.0

25.8

17.9

7.4

33.3

20.7

14.8

29.0

6.0

20.8

16.7

26.7

25.8

23.0

21.3

30.0

19.4

25.0

25.9

33.3

33.3

30.0

29.6

33.3

66.7

17.0

21.7

33.3

66.7

0 50 100 150 200 250 300

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

困った時にどうすればいいのか心配 公共交通機関が少ない（ない）

外出にお金がかかる 周囲の目が気になる

外出先の建物の設備が不便

（通路、トイレ、エレベーター、ベンチなど）

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

発作など突然の身体の変化が心配 列車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い 介助者が確保できない

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 34 平日の日中の主な過ごし方 

あなたは、平日の日中を主にどのように過ごしていますか。（○は１つだけ） 

・平日の日中の主な過ごし方は、全体では、「福祉施設、作業所などに通っている（33.5％）」が最も

高く、「会社勤めや、自営業、家業などで収入を得て仕事をしている（13.9％）」「自宅で過ごしてい

る（11.6％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「福祉施設、作業所などに通っている」は「10歳未満（0％）」「10代（15.1％）」

が低く、「20 代（66.7％）」「30代（61.7％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「グループホームで暮らしている」は「福祉施設、作業所などに通っ

ている（67.9％）」が高く、「障がい者支援施設で暮らしている」は「入所している施設や病院など

で過ごしている（88.9％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

33.5

13.9

11.6

9.7

5.8

5.2

5.0

4.1

0.6

0.2

0.2

0.0

1.7

8.5

0 20 40 60 80 100

福祉施設、作業所などに通っている

会社勤めや、自営業、家業などで収入を得て仕事をし

ている

自宅で過ごしている

一般の高校、小中学校に通っている

幼稚園、保育所、障がい児通所支援事業所などに通っ

ている

入所している施設や病院などで過ごしている

特別支援学校（小中高等部）に通っている

専業主婦（主夫）をしている

病院などのデイケアに通っている

リハビリテーションを受けている

大学、専門学校、職業訓練校などに通っている

ボランティアなど、収入を得ない仕事をしている

その他

無回答

％

単数回答 全体(N=483)
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33.5

31.7

36.2

20.0

15.1

66.7

61.7

33.0

35.6

23.4

47.5

31.9

67.9

11.1

13.9

14.8

12.6

20.0

1.9

23.3

16.7

19.6

17.2

14.9

20.0

14.4

14.3

33.3

11.6

10.0

14.0

1.5

1.9

5.0

11.7

16.5

20.7

17.0

12.5

13.3

9.7

10.3

8.7

20.0

43.3

34.0

12.2

7.1

5.8

8.1

40.3

7.2

5.2

7.7

15.5

6.4

88.9

33.3

5.0

34.0

33.3

4.1

9.7

6.9

19.1

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

福祉施設、作業所などに通っている 会社勤めや、自営業、家業などで

収入を得て仕事をしている

自宅で過ごしている 一般の高校、小中学校

に通っている

幼稚園、保育所、障がい児

通所支援事業所などに通っている

入所している施設や病院などで過ごしている

特別支援学校（小中高等部）に通っている 専業主婦（主夫）をしている

病院などのデイケアに通っている リハビリテーションを受けている

大学、専門学校、職業訓練校

などに通っている

ボランティアなど、

収入を得ない仕事をしている

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 35 勤務形態 

【問 35 は、問 34 で「１」を選択した場合にお答えください。】 

どのような勤務形態で働いていますか。（○は１つだけ） 

・勤務形態は、全体では、「パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員（43.3％）」が最も高く、

「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない（28.4％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、「男性」はほぼ同傾向にあり、「女性」は「パート・アルバイトなどの非常

勤職員、派遣職員（53.8％）」が高く、「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない（19.2％）」

が低くなっています。 

・年齢別では、「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない」は「40代（52.6％）」をピークとし

た年齢層の高まりに伴う上昇下降が見られます。 

・居住形態別では、全体と比べ、「一人で暮らしている」は「正職員で短時間勤務などの障がい者配慮

がある（50.0％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.4

35.0

19.2

7.1

30.0

52.6

26.7

14.3

25.0

30.8

100.0

16.4

20.0

11.5

28.6

20.0

15.8

13.3

50.0

11.5

43.3

35.0

53.8

100.0

100.0

57.1

40.0

26.3

46.7

42.9

25.0

48.1

25.0

4.5

5.0

3.8

5.3

6.7

14.3

5.8

6.0

2.5

11.5

10.0

6.7

28.6

1.9

75.0

1.5

2.5

7.1

1.9

0 20 40 60 80 100

全体(N=67)

男性(N=40)

女性(N=26)

無回答(N=1)

10歳未満(N=0)

10代(N=1)

20代(N=14)

30代(N=10)

40代(N=19)

50代(N=15)

60歳以上(N=7)

一人で暮らしている(N=8)

家族、同居人などと暮らしている(N=52)

グループホームで暮らしている(N=4)

障がい者支援施設で暮らしている(N=0)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

正職員で他の

職員と勤務条

件などに違い

はない

正職員で短時

間勤務などの

障がい者配慮

がある

パート・アル

バイトなどの

非常勤職員、

派遣職員

自営業、農林水産

業など

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 36 収入を得るための就労希望 

【問 36 は、問 34 で「２」から「１３」を選択した 18～64 歳の方にお聞きします。】 

あなたは今後、収入を得る仕事をしたいと思いますか。（○は１つだけ） 

・収入を得るための就労希望は、全体では、「仕事をしたい（42.1％）」が「仕事はしたくない、でき

ない（29.1％）」よりも高くなっています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、「仕事をしたい」は「30代（64.6％）」をピークとした年齢層の高まりに伴う上昇下降

が見られます。 

・居住形態別では、全体と比べ、「仕事をしたい」は「一人で暮らしている（35.7％）」「障がい者支援

施設で暮らしている（18.5％）」が低く、「グループホームで暮らしている（50.0％）」が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.1

38.0

47.6

20.6

38.3

62.2

64.6

34.8

50.8

25.0

35.7

44.7

50.0

18.5

29.1

26.3

32.1

50.0

10.6

26.7

29.2

50.7

34.9

59.4

46.4

23.9

18.2

70.4

50.0

28.8

35.6

20.2

50.0

79.4

51.1

11.1

6.3

14.5

14.3

15.6

17.9

31.3

31.8

11.1

50.0

0 20 40 60 80 100

全体(N=375)

男性(N=205)

女性(N=168)

無回答(N=2)

10歳未満(N=63)

10代(N=47)

20代(N=45)

30代(N=48)

40代(N=69)

50代(N=63)

60歳以上(N=32)

一人で暮らしている(N=28)

家族、同居人などと暮らしている(N=284)

グループホームで暮らしている(N=22)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=0)

その他(N=2)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

仕事をしたい 仕事はしたくない、できない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 37 職業訓練の受講希望 

収入を得る仕事に就くために、職業訓練などを受けたいと思いますか。（○は１つだけ） 

・職業訓練の受講希望は、全体では、「職業訓練を受けたくない、受ける必要はない（47.5％）」が最

も高く、「すでに職業訓練を受けている（22.8％）」「職業訓練を受けたい（22.2％）」と続いていま

す。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「20代」は「すでに職業訓練を受けている（42.9％）」が高く、「60歳以

上」は「職業訓練を受けたい（37.5％）」が高く、他の年齢層は「職業訓練を受けたくない、受ける

必要はない」が最も高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「グループホームで暮らしている」は「職業訓練を受けたい（36.4％）」

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.8

19.2

26.3

16.7

42.9

29.0

25.0

12.5

25.0

30.0

22.8

27.3

47.5

48.7

46.3

84.6

44.4

35.7

54.8

33.3

53.1

25.0

50.0

47.2

27.3

100.0

22.2

24.4

20.0

27.8

17.9

16.1

20.8

31.3

37.5

20.0

22.0

36.4

7.6

7.7

7.5

15.4

11.1

3.6

20.8

3.1

12.5

7.9

9.1

0 20 40 60 80 100

全体(N=158)

男性(N=78)

女性(N=80)

無回答(N=0)

10歳未満(N=13)

10代(N=18)

20代(N=28)

30代(N=31)

40代(N=24)

50代(N=32)

60歳以上(N=8)

一人で暮らしている(N=10)

家族、同居人などと暮らしている(N=127)

グループホームで暮らしている(N=11)

障がい者支援施設で暮らしている(N=5)

病院に入院している(N=0)

その他(N=0)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

すでに職業訓練を

受けている

職業訓練を受けた

くない、受ける必

要はない

職業訓練を

受けたい

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 38 必要と思われる障がい児・者の就労支援 

あなたは、障がい児・者の就労支援として、どのようなことが必要だと思いますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

・必要と思われる障がい児・者の就労支援は、全体では、「職場の上司や同僚の障がいへの理解（49.7％）」

が最も高く、「会社・企業の障がいへの理解（48.9％）」「給与・賃金の充実（45.5％）」と続いてい

ます。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、各形態ともほぼ同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.7

48.9

45.5

37.7

36.4

36.4

31.9

29.4

29.2

27.7

21.9

21.7

18.8

3.1

26.1

0 10 20 30 40 50 60

職場の上司や同僚の障がいへの理解

会社・企業の障がいへの理解

給与・賃金の充実

通勤手段の確保

短時間勤務や勤務日数などの配慮

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

仕事についての職場外での相談対応、支援

新たに就労する時の相談窓口の充実

就労移行のための支援や事業所の充実

職場で介助や援助などが受けられること

在宅勤務の拡充

企業ニーズに合った就労訓練

勤務場所におけるバリアフリーなどの配慮

その他

無回答

％

複数回答 全体(N=483)
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49.7

48.3

52.2

53.7

69.8

56.7

66.7

47.4

40.2

12.8

40.0

55.1

28.6

48.1

33.3

33.3

48.9

48.3

50.2

46.3

66.0

56.7

65.0

46.4

43.7

19.1

42.5

52.6

32.1

55.6

33.3

33.3

45.5

44.6

47.3

38.8

60.4

48.3

60.0

44.3

47.1

14.9

47.5

47.9

39.3

40.7

0 100 200 300 400 500 600

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

職場の上司や同僚の障がいへの理解 会社・企業の障がいへの理解

給与・賃金の充実 通勤手段の確保

短時間勤務や勤務日数などの配慮 就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

仕事についての職場外での相談対応、支援 新たに就労する時の相談窓口の充実

就労移行のための支援や事業所の充実 職場で介助や援助などが受けられること

在宅勤務の拡充 企業ニーズに合った就労訓練

勤務場所におけるバリアフリーなどの配慮 その他

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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（７）障がい福祉サービスなどの利用について 

 

問 39 障がい支援区分の認定状況 

あなたは障がい支援区分の認定を受けていますか。（○は１つだけ） 

・障がい支援区分の認定状況は、全体では、「わからない（36.6％）」が最も高く、「受けていない（23.2％）」

「区分６（7.2％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「10 歳未満」は、「受けていない（35.8％）」「わからない（44.8％）」の

みであり、「わからない」は「10 代（52.8％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「わからない」は「グループホームで暮らしている（10.7％）」「障が

い者支援施設で暮らしている（7.4％）」が低く、「区分６」は「障がい者支援施設で暮らしている

（63.0％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.9
6.0

5.2

7.2

5.7

8.3

3.3
7.2

9.2

8.5

5.0

4.4

32.1

3.7

5.2

4.8

5.8

3.8

6.7

10.0

6.2

5.7

4.3
15.0

4.4

10.7

3.52.9 7.2

8.9

4.8
20.0

1.9

6.7
15.0

14.4

4.6

2.1

2.5

3.9

7.1
63.0

33.3

23.2

22.1

25.1

35.8

24.5

10.0
13.3

24.7

27.6

21.3

15.0

27.4

3.6

33.3

66.7

36.6

35.8

37.7

40.0

44.8

52.8

40.0

38.3

25.8

35.6

29.8

47.5

40.4

10.7

7.4
33.3

33.3

13.5

13.7

13.0

20.0

19.4

7.5

8.3

10.0

14.4

12.6

21.3

12.5

12.7

7.1

7.4

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 受けていない わからない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 40 障がい福祉サービスの利用状況 

あなたは現在、これらの障がい福祉サービスを利用していますか。（○は１つだけ） 

・障がい福祉サービスの利用状況は、全体では、「利用している（62.7％）」が「利用していない（27.1％）」

よりも高くなっています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、「利用している」は「20代（80.0％）」をピークとした年齢層の高まりに伴う上昇下降

が見られます。 

・居住形態別では、全体と比べ、「利用している」は「グループホームで暮らしている（96.4％）」「障

がい者支援施設で暮らしている（96.3％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62.7

66.4

58.0

60.0

73.1

77.4

80.0

68.3

59.8

44.8

42.6

65.0

60.4

96.4

96.3

33.3

27.1

23.6

32.4

9.0

15.1

18.3

28.3

30.9

41.4

42.6

25.0

31.0

100.0

66.7

10.1

10.0

9.7

40.0

17.9

7.5

1.7

3.3

9.3

13.8

14.9

10.0

8.6

3.6

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

利用している 利用していない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 40-①ア）利用サービス 

どのようなサービスを利用していますか。（以下の①～㉚のうち、あてはまるものすべてに○） 

 

① 利用サービスの分類 

・利用サービスの分類は、全体では、「自立した生活のための訓練や就労の支援（42.6％）」が最も高

く、「相談支援（36.0％）」「障がい児が外部の施設に通う支援（26.4％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「自立した生活のための訓練や就労の支援」は「10歳未満（0％）」「10代

（17.1％）」が低く、「障がい児が外部の施設に通う支援」は「10 歳未満（95.9％）」「10代（73.2％）」

が高く、「地域生活支援事業」は「20 代（47.9％）」「30代（34.1％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「自立した生活のための訓練や就労の支援」は「一人で暮らしている

（69.2％）」「グループホームで暮らしている（70.4％）」が高く、「昼間の生活の支援」は「障がい

者支援施設で暮らしている（69.2％）」が高く、「入所者への支援」は「障がい者支援施設で暮らし

ている（96.2％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

42.6

36.0

26.4

24.4

23.4

13.2

10.2

8.6

2.6

0.3

3.3

0 10 20 30 40 50

自立した生活のための訓練や就労の支援

相談支援

障がい児が外部の施設に通う支援

昼間の生活の支援

地域生活支援事業

訪問による支援

入所者への支援

自立した生活のための支援

障がい児への訪問による支援

入所している障がい児の支援

無回答

％

複数回答 全体(N=303)
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42.6

38.3

50.0

17.1

66.7

61.0

44.8

69.2

45.0

69.2

39.4

70.4

11.5

36.0

32.2

42.5

34.7

48.8

45.8

41.5

24.1

23.1

35.0

23.1

39.4

25.9

26.9

26.4

27.8

24.2

33.3

95.9

73.2

4.9

1.7

3.8

34.9

3.7

100.0

24.4

25.6

22.5
33.3

14.6

37.5

29.3

43.1

15.4

15.0

19.2

20.6

14.8

69.2

23.4

22.2

25.8

4.1

26.8
47.9

34.1

15.5

12.8

20.0

19.2

25.2

22.2

11.5

22.0

17.9

25.0

26.9

27.6

96.2

70.4

0 50 100 150 200 250

全体(N=303)

男性(N=180)

女性(N=120)

無回答(N=3)

10歳未満(N=49)

10代(N=41)

20代(N=48)

30代(N=41)

40代(N=58)

50代(N=39)

60歳以上(N=20)

一人で暮らしている(N=26)

家族、同居人などと暮らしている(N=218)

グループホームで暮らしている(N=27)

障がい者支援施設で暮らしている(N=26)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

自立した生活のための訓練や就労の支援 相談支援

障がい児が外部の施設に通う支援 昼間の生活の支援

地域生活支援事業 訪問による支援

入所者への支援 自立した生活のための支援

障がい児への訪問による支援 入所している障がい児の支援

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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② 利用サービス 

・利用サービスは、全体では、「就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）（35.0％）」が最も高く、「計画相談支援

（28.7％）」「放課後等デイサービス（22.1％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.0

28.7

22.1

17.2

13.5

13.2

12.2

9.6

7.9

7.9

7.3

6.6

5.6

4.3

2.3

2.0

2.0

1.7

1.3

1.3

1.0

1.0

1.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.3

0.3

0.0

9.2

30.0

26.7

21.7

19.4

11.7

13.9

12.8

11.1

7.2

6.7

8.9

7.2

5.0

3.9

3.9

0.6

2.8

1.7

1.1

0.6

0.6

1.1

0.6

0.0

1.1

0.6

0.6

0.6

0.0

0.0

8.3

43.3

32.5

22.5

13.3

16.7

12.5

11.7

7.5

9.2

10.0

5.0

5.8

6.7

5.0

0.0

3.3

0.8

1.7

0.8

2.5

1.7

0.8

1.7

1.7

0.0

0.8

0.8

0.0

0.8

0.0

10.8

0 10 20 30 40 50

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

計画相談支援

放課後等デイサービス

生活介護

短期入所（ショートステイ）

移動支援事業

日中一時支援事業

施設入所支援

居宅介護（ホームヘルプ）

障害児相談支援

共同生活援助（グループホーム）

児童発達支援

行動援護

就労移行支援

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

同行援護

保育所等訪問支援

訪問入浴サービス事業

自立生活援助

地域定着支援

重度訪問介護

地域移行支援

福祉ホーム事業

重度障害者等包括支援

就労定着支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

療養介護

医療型児童入所施設

福祉型児童入所施設

無回答

％

複数回答

全体(N=303)

男性(N=180)

女性(N=120)
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・年齢別では、全体と比べ、「就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）」は「10 歳未満（0％）」「10 代（7.3％）」

が低く、「計画相談支援」は「40 代（20.7％）」「50代（17.9％）」が低く、「放課後等デイサービス」

は「10歳未満（75.5％）」「10 代（70.7％）」が高く、他の年齢層ではほとんどが未選択であり、「生

活介護」は「10 歳未満（0％）」「10代（4.9％）」が低く、「短期入所（ショートステイ）」は「20 代

（31.3％）」が高く、「日中一時支援事業」は「20代（35.4％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.0

28.7

22.1

17.2

13.5

13.2

12.2

9.6

7.9

7.9

7.3

6.6

5.6

4.3

2.3

0.0

24.5

75.5

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

18.4

0.0

32.7

0.0

0.0

0.0

7.3

29.3

70.7

4.9

14.6

9.8

17.1

2.4

2.4

24.4

0.0

9.8

7.3

7.3

0.0

45.8

39.6

0.0

22.9

31.3

22.9

35.4

0.0

2.1

2.1

8.3

0.0

6.3

10.4

8.3

56.1

39.0

0.0

22.0

22.0

19.5

19.5

12.2

9.8

2.4

7.3

0.0

12.2

4.9

0.0

39.7

20.7

1.7

31.0

15.5

12.1

5.2

24.1

10.3

1.7

10.3

0.0

6.9

3.4

1.7

59.0

17.9

0.0

12.8

2.6

7.7

0.0

7.7

12.8

2.6

12.8

0.0

2.6

2.6

5.1

45.0

35.0

0.0

15.0

0.0

15.0

5.0

15.0

25.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

計画相談支援

放課後等デイサービス

生活介護

短期入所（ショートステイ）

移動支援事業

日中一時支援事業

施設入所支援

居宅介護（ホームヘルプ）

障害児相談支援

共同生活援助（グループホーム）

児童発達支援

行動援護

就労移行支援

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

％

複数回答

2.0

2.0

1.7

1.3

1.3

1.0

1.0

1.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.3

0.3

0.0

9.2

0.0

8.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

2.0

0.0

0.0

0.0

8.2

0.0

4.9

2.4

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

7.3

0.0

0.0

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.4

2.4

0.0

4.9

2.4

4.9

2.4

0.0

2.4

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.2

3.4

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.6

2.6

0.0

0.0

0.0

2.6

5.1

0.0

5.1

2.6

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0 20 40 60 80 100

同行援護

保育所等訪問支援

訪問入浴サービス事業

自立生活援助

地域定着支援

重度訪問介護

地域移行支援

福祉ホーム事業

重度障害者等包括支援

就労定着支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

療養介護

医療型児童入所施設

福祉型児童入所施設

無回答

％

複数回答

全体(N=303)

10歳未満(N=49)

10代(N=41)

20代(N=48)

30代(N=41)

40代(N=58)

50代(N=39)

60歳以上(N=20)
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・居住形態別では、全体と比べ、「就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）」は「障がい者支援施設で暮らしてい

る（7.7％）」が低く、「生活介護」は「障がい者支援施設で暮らしている（61.5％）」が高く、「施設

入所支援」は「障がい者支援施設で暮らしている（88.5％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35.0

28.7

22.1

17.2

13.5

13.2

12.2

9.6

7.9

7.9

7.3

6.6

5.6

4.3

2.3

53.8

23.1

3.8

19.2

0.0

15.4

0.0

3.8

23.1

0.0

3.8

0.0

3.8

7.7

0.0

32.1

29.8

28.9

11.9

18.3

13.3

16.1

1.8

7.8

10.6

0.0

9.2

5.0

4.1

1.8

63.0

25.9

3.7

14.8

0.0

11.1

7.4

0.0

3.7

3.7

66.7

0.0

11.1

7.4

7.4

7.7

23.1

0.0

61.5

0.0

7.7

0.0

88.5

0.0

0.0

7.7

0.0

7.7

0.0

3.8

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100 150

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

計画相談支援

放課後等デイサービス

生活介護

短期入所（ショートステイ）

移動支援事業

日中一時支援事業

施設入所支援

居宅介護（ホームヘルプ）

障害児相談支援

共同生活援助（グループホーム）

児童発達支援

行動援護

就労移行支援

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

％

複数回答

2.0

2.0

1.7

1.3

1.3

1.0

1.0

1.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.3

0.3

0.0

9.2

3.8

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.4

1.8

2.8

2.3

0.9

1.8

0.5

1.4

0.5

0.5

0.5

0.9

0.9

0.0

0.5

0.0

8.7

3.7

0.0

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

3.8

3.8

0.0

0.0

0.0

3.8

0.0

0.0

7.7

0 50 100 150

同行援護

保育所等訪問支援

訪問入浴サービス事業

自立生活援助

地域定着支援

重度訪問介護

地域移行支援

福祉ホーム事業

重度障害者等包括支援

就労定着支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

療養介護

医療型児童入所施設

福祉型児童入所施設

無回答

％

複数回答

全体(N=303)

一人で暮らしている(N=26)

家族、同居人などと暮らしている
(N=218)

グループホームで暮らしている
(N=27)

障がい者支援施設で暮らしてい

る(N=26)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)
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問 40-①イ）利用サービスの満足度 

そのサービスに満足していますか。（○は１つだけ） 

・利用サービスの満足度は、全体では、「満足している（47.2％）」が最も高く、「どちらかといえば満

足している（29.0％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「満足している」は「30 代（26.8％）」を底とした年齢層の高まりに伴う

下降上昇が見られます。 

・居住形態別では、全体と比べ、「満足している」は「一人で暮らしている（57.7％）」が高く、「障が

い者支援施設で暮らしている（38.5％）」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.2

48.3

45.0

66.7

61.2

63.4

41.7

26.8

48.3

41.0

55.0

57.7

46.8

51.9

38.5

100.0

29.0

31.7

25.0

33.3

32.7

34.1

31.3

43.9

20.7

25.6

10.0

26.9

32.1

18.5

23.1

9.6

8.3

11.7

2.0

2.4
16.7

14.6

6.9

12.8

15.0

15.4

7.8

11.1

15.4

8.3

7.8

9.2

4.1

8.3

9.8

12.1

10.3

10.0

8.7

7.4

11.5

2.3

1.1

4.2

2.1

4.9

1.7

7.7

2.3

7.4

3.6

2.8

5.0

10.3

2.6

10.0

2.3

3.7

11.5

0 20 40 60 80 100

全体(N=303)

男性(N=180)

女性(N=120)

無回答(N=3)

10歳未満(N=49)

10代(N=41)

20代(N=48)

30代(N=41)

40代(N=58)

50代(N=39)

60歳以上(N=20)

一人で暮らしている(N=26)

家族、同居人などと暮らしている(N=218)

グループホームで暮らしている(N=27)

障がい者支援施設で暮らしている(N=26)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

満足している どちらかといえば

満足している

どちらでもない どちらかといえば

不満である

不満である 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 40-①-Ⅰ 利用サービスへの不満 

《問 40-①で「４．どちらかといえば不満である」、「５．不満である」に〇をつけた方にお聞きします。》 

何に対して不満と思っていますか。（あてはまるものすべてに○） 

・利用サービスへの不満は、全体では、「期待していたサービス内容でなかった（31.3％）」が最も高

く、「ヘルパーなど、事業者の質が悪い（18.8％）」「利用できる量（時間）が少ない（18.8％）」と

続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、各年齢層のサンプル数は少ないのですが、全体と比べ、「40 代」は「ヘルパーなど、

事業者の質が悪い（0％）」が未選択であり、「50 代」は「利用できる量（時間）が少ない（0％）」

が未選択となっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「家族、同居人などと暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占め

ているので、全体と同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.3

31.3

31.3

50.0

60.0

16.7

12.5

28.6

50.0

37.5

25.0

18.8

12.5

25.0

50.0

40.0

33.3

14.3

20.8

33.3

18.8

18.8

18.8

50.0

16.7

37.5

20.8

25.0

15.6

12.5

18.8

20.0

12.5

50.0

8.3

25.0

66.7

37.5

43.8

31.3

50.0

50.0

50.0

57.1

37.5

50.0

0 50 100 150 200

全体(N=32)

男性(N=16)

女性(N=16)

無回答(N=0)

10歳未満(N=2)

10代(N=0)

20代(N=5)

30代(N=6)

40代(N=8)

50代(N=7)

60歳以上(N=2)

一人で暮らしている(N=0)

家族、同居人などと暮らしている(N=24)

グループホームで暮らしている(N=4)

障がい者支援施設で暮らしている(N=3)

病院に入院している(N=0)

その他(N=0)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

期待していた

サービス内容

でなかった

ヘルパーなど、

事業者の質が

悪い

利用できる量

（時間）が少

ない

利用料の負担

が大きい

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 40-② 未利用理由 

《問 40 で「２．利用していない」に〇をつけた方にお聞きします。》 

その理由は何ですか。（○は１つだけ） 

・利用サービスの未利用理由は、全体では、「利用する必要がないから（64.1％）」が 6 割強を占めて

います。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「10歳未満」「10 代」は「利用する必要がないから（100％）」のみであり、

他の年齢層はほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「家族、同居人などと暮らしている」は、ほぼ全体サンプル数を占め

ているので、全体と同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.7

9.4

11.9

18.2

11.8

3.3

11.1

15.0

10.0

9.8

33.3

1.5

3.1

2.8

5.0

0.9

50.0

64.1

64.1

64.2

100.0

100.0

54.5

58.8

63.3

58.3

65.0

50.0

67.9

33.3

8.4

9.4

7.5

9.1

23.5

10.0

8.3

10.0

8.0

33.3

15.3

14.1

16.4

18.2

5.9

23.3

19.4

15.0

30.0

13.4

50.0

0 20 40 60 80 100

全体(N=131)

男性(N=64)

女性(N=67)

無回答(N=0)

10歳未満(N=6)

10代(N=8)

20代(N=11)

30代(N=17)

40代(N=30)

50代(N=36)

60歳以上(N=20)

一人で暮らしている(N=10)

家族、同居人などと暮らしている(N=112)

グループホームで暮らしている(N=0)

障がい者支援施設で暮らしている(N=0)

病院に入院している(N=3)

その他(N=2)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

制度を知らな

かったから

利用を希望し

たが利用でき

なかったから

利用する必要

がないから

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 40-②-Ⅰ 利用できなかった理由 

《問 40-②で「２．利用を希望したが利用できなかったから」に〇をつけた方にお聞きします。》 

その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

・利用サービスの利用できなかった理由は、サンプル数が 2件しかなく、「その他（100％）」となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0 20 40 60 80 100 120

全体(N=2)

男性(N=2)

女性(N=0)

無回答(N=0)

10歳未満(N=0)

10代(N=0)

20代(N=0)

30代(N=0)

40代(N=0)

50代(N=1)

60歳以上(N=1)

一人で暮らしている(N=0)

家族、同居人などと暮らしている(N=1)

グループホームで暮らしている(N=0)

障がい者支援施設で暮らしている(N=0)

病院に入院している(N=0)

その他(N=1)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

市役所へ

の利用手

続きが難

しかった

から

障害支援

区分の認

定の結果、

利用対象

でなかっ

たから

サービス

事業所を

探すこと

ができな

かったか

ら

サービス

事業所と

の契約手

続きが難

しかった

から

サービス

事業所に

利用を断

られたか

ら

利用料の

負担が大

きいから

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 41 今後の障がい福祉サービスの利用希望 

あなたは、今後（おおむね 3年以内に）、障がい福祉サービスを利用したいですか。（○は１つだけ） 

・今後の障がい福祉サービスの利用希望は、全体では、「今後も継続して利用したいと思う（54.5％）」

が最も高く、「わからない（13.9％）」「利用しないと思う（11.8％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、「今後も継続して利用したいと思う」は「30 代」以降、年齢層が高くなるに伴い低く

なっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「今後も継続して利用したいと思う」は「障がい者支援施設で暮らし

ている（85.2％）」が高く、「一人で暮らしている」「家族、同居人などと暮らしている」「グループ

ホームで暮らしている」はほぼ同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.5

56.1

52.7

40.0

71.6

67.9

71.7

56.7

51.5

34.5

36.2

60.0

54.0

53.6

85.2

33.3

3.7

3.3

4.3

5.7

1.7

10.0

3.4

4.3

5.0

4.2

33.3

11.8

11.4

12.6

9.0

13.2

8.3

11.7

9.3

14.9

21.3

5.0

14.1

3.6

66.7

13.9

12.9

15.5

3.0

5.7

8.3

11.7

20.6

21.8

19.1

17.5

14.7

10.7

66.7

15.5

15.9

14.0

60.0

14.9

7.5

10.0

10.0

15.5

25.3

19.1

12.5

12.2

32.1

14.8

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

今後も継続し

て利用したい

と思う

今後新たに利

用したいと思

う

利用しないと

思う

介護保険制度

など他の制度

で福祉サービ

スを利用した

いと思う

わからない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態



 

81 
 

問 41-① 希望サービス 

《問 41 で「１．今後も継続して利用したいと思う」「２．今後新たに利用したいと思う」に〇をつけた

方にお聞きします。》 

どのようなサービスを利用したいと思いますか。（以下の①～㉚のうち、あてはまるものすべてに○） 

 

① 希望サービスの分類 

・今後の希望サービスの分類は、全体では、「自立した生活のための訓練や就労の支援（39.5％）」が

最も高く、「相談支援（35.2％）」「昼間の生活の支援（27.0％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にありますが、「女性」は「訪問による支援（25.4％）」

が高く、「入所者への支援（5.9％）」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.5

35.2

27

26.3

22.4

19.9

19.9

12.5

2.5

0.7

7.8

39.1

33.5

30.4

28

23

16.1

23

16.8

3.1

0.6

6.2

40.7

38.1

22.9

23.7

22

25.4

16.1

5.9

1.7

0.8

10.2

0 10 20 30 40 50

自立した生活のための訓練や就労の支援

相談支援

昼間の生活の支援

障がい児が外部の施設に通う支援

地域生活支援事業

訪問による支援

自立した生活のための支援

入所者への支援

障がい児への訪問による支援

入所している障がい児の支援

無回答

％

複数回答

全体(N=281)

男性(N=161)

女性(N=118)
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・年齢別では、全体と比べ、「自立した生活のための訓練や就労の支援」は「20 代（56.8％）」「30代

（65.0％）」「50代（60.6％）」が高く、「相談支援」は「10 代（51.3％）」が高く、「昼間の生活の支

援」は「40 代（47.1％）」が高く、「障がい児が外部の施設に通う支援」は「10 歳未満（93.9％）」

「10代（64.1％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.5

35.2

27.0

26.3

22.4

19.9

19.9

12.5

2.5

0.7

7.8

2.0

28.6

0.0

93.9

12.2

4.1

2.0

0.0

6.1

0.0

2.0

30.8

51.3

30.8

64.1

33.3

7.7

12.8

5.1

10.3

5.1

2.6

56.8

31.8

34.1

0.0

29.5

20.5

25.0

6.8

0.0

0.0

13.6

65.0

40.0

32.5

2.5

32.5

20.0

30.0

7.5

0.0

0.0

7.5

37.3

33.3

47.1

2.0

19.6

21.6

25.5

33.3

0.0

0.0

3.9

60.6

30.3

21.2

3.0

15.2

39.4

24.2

15.2

0.0

0.0

18.2

26.3

31.6

21.1

0.0

5.3

42.1

21.1

15.8

0.0

0.0

15.8

0 20 40 60 80 100

自立した生活のための訓練や就労の支援

相談支援

昼間の生活の支援

障がい児が外部の施設に通う支援

地域生活支援事業

訪問による支援

自立した生活のための支援

入所者への支援

障がい児への訪問による支援

入所している障がい児の支援

無回答

％

複数回答

全体(N=281)

10歳未満(N=49)

10代(N=39)

20代(N=44)

30代(N=40)

40代(N=51)

50代(N=33)

60歳以上(N=19)
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・居住形態別では、全体と比べ、「昼間の生活の支援」は「障がい者支援施設で暮らしている（69.6％）」

が高く、「自立した生活のための支援」は「グループホームで暮らしている（66.7％）」が高く、「入

所者への支援」は「障がい者支援施設で暮らしている（87.0％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.5

35.2

27.0

26.3

22.4

19.9

19.9

12.5

2.5

0.7

7.8

53.8

34.6

11.5

3.8

15.4

30.8

26.9

7.7

0.0

0.0

11.5

40.0

35.7

23.8

33.3

23.3

19.0

15.7

5.2

3.3

1.0

7.6

40.0

40.0

33.3

6.7

33.3

26.7

66.7

6.7

0.0

0.0

20.0

8.7

21.7

69.6

0.0

8.7

8.7

13.0

87.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100 150

自立した生活のための訓練や就労の支援

相談支援

昼間の生活の支援

障がい児が外部の施設に通う支援

地域生活支援事業

訪問による支援

自立した生活のための支援

入所者への支援

障がい児への訪問による支援

入所している障がい児の支援

無回答

％

複数回答

全体(N=281)

一人で暮らしている(N=26)

家族、同居人などと暮らしている
(N=210)

グループホームで暮らしている
(N=15)

障がい者支援施設で暮らしてい

る(N=23)

病院に入院している(N=1)

その他(N=1)
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② 希望サービス 

・今後の希望サービスは、全体では、「就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）（30.6％）」が最も高く、「計画相

談支援（26.0％）」「放課後等デイサービス（24.2％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.6

26.0

24.2

16.4

16.0

14.6

13.9

11.7

11.4

11.0

9.3

7.5

7.5

7.1

7.1

6.8

3.9

3.6

3.6

3.6

3.2

1.8

1.1

1.1

0.7

0.7

0.4

0.4

0.4

0.4

12.5

30.4

24.8

25.5

18.0

14.9

15.5

16.1

11.8

14.9

8.7

8.1

7.5

7.5

8.1

6.8

8.1

3.7

3.1

3.1

3.1

2.5

2.5

0.6

1.2

0.6

0.6

0.0

0.6

0.6

0.0

10.6

31.4

28.0

22.0

14.4

17.8

13.6

11.0

11.9

5.9

14.4

11.0

7.6

7.6

5.9

7.6

5.1

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

0.8

1.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.0

0.0

0.8

15.3

0 10 20 30 40

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

計画相談支援

放課後等デイサービス

生活介護

短期入所（ショートステイ）

移動支援事業

共同生活援助（グループホーム）

日中一時支援事業

施設入所支援

居宅介護（ホームヘルプ）

行動援護

自立生活援助

障害児相談支援

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

就労移行支援

児童発達支援

地域定着支援

同行援護

就労定着支援

地域移行支援

訪問入浴サービス事業

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

重度訪問介護

福祉ホーム事業

重度障害者等包括支援

療養介護

福祉型児童入所施設

医療型児童入所施設

無回答

％

複数回答

全体(N=281)

男性(N=161)

女性(N=118)
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・年齢別では、全体と比べ、「放課後等デイサービス」は「10歳未満（85.7％）」「10代（61.5％）」が

高く、「短期入所（ショートステイ）」は「10代（30.8％）」「20代（31.8％）」が高く、「生活介護」

は「40 代（35.3％）」が高く、「施設入所支援」は「40 代（31.4％）」が高く、「居宅介護（ホームヘ

ルプ）」は「60歳以上（36.8％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.6

26.0

24.2

16.4

16.0

14.6

13.9

11.7

11.4

11.0

9.3

7.5

7.5

7.1

7.1

2.0

16.3

85.7

0.0

0.0

10.2

2.0

4.1

0.0

0.0

4.1

2.0

18.4

0.0

2.0

17.9

30.8

61.5

15.4

30.8

12.8

10.3

23.1

5.1

2.6

7.7

7.7

25.6

10.3

15.4

38.6

22.7

0.0

13.6

31.8

25.0

20.5

25.0

6.8

6.8

13.6

4.5

2.3

6.8

11.4

52.5

37.5

0.0

17.5

22.5

17.5

17.5

20.0

7.5

7.5

12.5

15.0

2.5

12.5

10.0

33.3

29.4

2.0

35.3

13.7

15.7

19.6

3.9

31.4

17.6

7.8

9.8

0.0

9.8

3.9

48.5

21.2

3.0

12.1

9.1

6.1

12.1

3.0

9.1

21.2

15.2

6.1

0.0

6.1

3.0

26.3

21.1

0.0

21.1

0.0

5.3

15.8

0.0

15.8

36.8

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

計画相談支援

放課後等デイサービス

生活介護

短期入所（ショートステイ）

移動支援事業

共同生活援助（グループホーム）

日中一時支援事業

施設入所支援

居宅介護（ホームヘルプ）

行動援護

自立生活援助

障害児相談支援

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

就労移行支援

％

複数回答

6.8

3.9

3.6

3.6

3.6

3.2

1.8

1.1

1.1

0.7

0.7

0.4

0.4

0.4

0.4

12.5

30.6

2.0

0.0

0.0

0.0

2.0

4.1

4.1

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1

10.3

0.0

0.0

5.1

5.1

7.7

7.7

2.6

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6

2.6

10.3

0.0

2.3

2.3

6.8

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.7

0.0

5.0

2.5

7.5

5.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

0.0

12.5

0.0

3.9

5.9

0.0

7.8

3.9

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

5.9

0.0

9.1

9.1

3.0

3.0

6.1

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24.2

0 20 40 60 80 100

児童発達支援

地域定着支援

同行援護

就労定着支援

地域移行支援

訪問入浴サービス事業

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

重度訪問介護

福祉ホーム事業

重度訪問介護

療養介護

福祉型児童入所施設

医療型児童入所施設

無回答

％

複数回答

全体(N=281)

10歳未満(N=49)

10代(N=39)

20代(N=44)

30代(N=40)

40代(N=51)

50代(N=33)

60歳以上(N=19)
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・居住形態別では、全体と比べ、「就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）」は「障がい者支援施設で暮らしてい

る（8.7％）」が低く、「放課後等デイサービス」は「家族、同居人などと暮らしている（30.5％）」

を除き低く、「短期入所（ショートステイ）」は「家族、同居人などと暮らしている（21.0％）」以外

は未選択であり、「生活介護」は「障がい者支援施設で暮らしている（65.2％）」が高く、「共同生活

援助（グループホーム）」は「グループホームで暮らしている（60.0％）」が高く、「施設入所支援」

は「障がい者支援施設で暮らしている（82.6％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.6

26.0

24.2

16.4

16.0

14.6

13.9

11.7

11.4

11.0

9.3

7.5

7.5

7.1

7.1

50.0

26.9

3.8

11.5

0.0

7.7

15.4

3.8

7.7

23.1

7.7

11.5

0.0

3.8

3.8

29.5

25.2

30.5

11.0

21.0

15.7

10.5

13.3

4.8

10.5

9.0

6.7

9.5

7.1

8.6

40.0

33.3

6.7

33.3

0.0

20.0

60.0

20.0

6.7

13.3

20.0

13.3

6.7

13.3

6.7

8.7

21.7

0.0

65.2

0.0

4.3

13.0

0.0

82.6

0.0

8.7

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100 150

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

計画相談支援

放課後等デイサービス

生活介護

短期入所（ショートステイ）

移動支援事業

共同生活援助（グループホーム）

日中一時支援事業

施設入所支援

居宅介護（ホームヘルプ）

行動援護

自立生活援助

障害児相談支援

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

就労移行支援

％

複数回答

6.8

3.9

3.6

3.6

3.6

3.2

1.8

1.1

1.1

0.7

0.7

0.4

0.4

0.4

0.4

12.5

0.0

7.7

3.8

7.7

3.8

3.8

0.0

0.0

0.0

3.8

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

15.4

9.0

3.8

3.3

3.3

3.3

3.3

2.4

1.4

1.4

0.5

0.5

0.5

0.0

0.5

0.5

12.4

0.0

6.7

0.0

6.7

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

4.3

0.0

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.3

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0 50 100 150

児童発達支援

地域定着支援

同行援護

就労定着支援

地域移行支援

訪問入浴サービス事業

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

重度訪問介護

福祉ホーム事業

重度訪問介護

療養介護

福祉型児童入所施設

医療型児童入所施設

無回答

％

複数回答

全体(N=281)

一人で暮らしている(N=26)

家族、同居人などと暮らしている
(N=210)

グループホームで暮らしている
(N=15)

障がい者支援施設で暮らしてい

る(N=23)

病院に入院している(N=1)

その他(N=1)
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（８）権利擁護について 

 

問 42 障害者差別解消法施行の認知度 

あなたは、平成２８年４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消

法）」が施行されたことをご存知ですか。（○は１つだけ） 

・障害者差別解消法施行の認知度は、全体では、「名前も内容も知らない（57.3％）」が最も高く、「名

前を聞いたことはあるが、内容は知らない（21.7％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「名前も内容も知っている」は「30 代（23.3％）」が高く、「50 代（4.6％）」

が低くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「名前も内容も知っている」は「一人で暮らしている（27.5％）」「グ

ループホームで暮らしている（21.4％）」が高く、「障がい者支援施設で暮らしている（7.4％）」が

低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.5

12.5

14.0

40.0

11.9

15.1

11.7

23.3

15.5

4.6

10.6

27.5

11.9

21.4

7.4

33.3

21.7

20.3

23.7

20.0

20.9

26.4

25.0

18.3

23.7

20.7

14.9

5.0

23.3

17.9

25.9

66.7

33.3

57.3

60.1

54.6

20.0

58.2

56.6

61.7

53.3

51.5

65.5

59.6

62.5

59.0

57.1

59.3

33.3

33.3

7.5

7.0

7.7

20.0

9.0

1.9

1.7

5.0

9.3

9.2

14.9

5.0

5.8

3.6

7.4

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

名前も内容も知っ

ている

名前を聞いたこと

はあるが、内容は

知らない

名前も内容も知ら

ない

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 43 障がいがあることへの差別体験 

あなたは、平成２８年４月から現在までの間に、障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）

ことがありますか。（○は１つだけ） 

・障がいがあることへの差別体験は、全体では、「ない（55.5％）」が最も高く、「ある（17.6％）」と

続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「ある」は「10 歳未満（10.4％）」「60歳以上（4.3％）」が低くなってい

ます。 

・居住形態別では、全体と比べ、「ある」は「障がい者支援施設で暮らしている（11.1％）」が低くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.6

15.9

19.3

40.0

10.4

17.0

21.7

20.0

19.6

23.0

4.3

15.0

18.3

17.9

11.1

33.3

33.3

17.0

15.9

18.8

23.9

26.4

18.3

16.7

14.4

16.1

6.4

17.5

19.4

7.1

33.3

55.5

57.2

53.6

40.0

53.7

50.9

56.7

53.3

54.6

51.7

74.5

50.0

54.8

75.0

74.1

66.7

33.3

9.9

11.1

8.2

20.0

11.9

5.7

3.3

10.0

11.3

9.2

14.9

17.5

7.5

14.8

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

ある 少しある ない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 44 差別体験の状況 

【問 44 は、問 43 で、「１」または「２」と回答された方にお聞きします。】 

どのような場所や状況で差別や嫌な思いをしましたか。（自由にご記入ください） 

 

●保育所で 

・保育所の一時預かり、拒否された。 

●学校で 

・仲間に入れてもらえなかった(直接的、間接的共に)。一緒に遊んでいるはずなのに、相手の要求ば

かりで、自分の要求は受け入れられない等。頭のいい子相手だと、大人に怒られるのは自分になっ

てしまう。(支援学級、クラス内ではないですが、クラス外に出るとあるという話を聞きます。) 

・小、中学校の下校時 

・学校で特別支援学級に発達障がいの様々な件で相談に行くことが多かったが、それが自分の普通の

クラスの人にあやしまれてバカにされることがあったことと、障がいがあるということをうちあけ

たら、さけられるようになったこと。(仲良かった人) 

・学校で同学年や同じクラスの子にバカにされることがある。 

・学校でのいじめ(一般級の子におまえは支援級だろと言われ、泣いて帰ってきたことがある。) 

・小学校や中学校の支援学級に居るというだけで「がい児」と呼ばれたり、偏見の目で見られたり、

イジメの対象となった。 

・支援学級に通いながら交流学級と関わりを多くしていますが、その為一部の生徒に理解を得られず、

差別の言葉を先生方が見ていないところで言われることがあり、その度に子供から後日相談を受け

ることが多く、問題解決に時間がかかることや子供が嫌な思いをすることも度々あります。 

・小学校の担任に知識や理解がなかった。 

・障がいを持ったとわかったときから嫌な思いをしてきた。幼稚園入園や小学校入学前の検査や学校

生活の上で、表面上の理解をしているようだが、お互いに理解できないでいる。教師の理解不足。 

・学校の子供達にバカにされる。 

・いじめ 

・学校でまわりになじめなかった。一人ぼっちになることが多かった。 

・学校の部活の顧問の先生から、(部活をがんばったとしても)聞こえないのだからそれほど上手くな

れる訳がないと言われたこと。 

・学校の先生の対応で差別的な対応を受けた。 

・学校で担任に理解されず、つらい思いをしたことがあると思います。 

・小学校で差別的な発言や態度を受けた。(子ども達から) 

・小学校で特別支援につての計画案を福祉支援機関と連携して立てて欲しいとお願いしたら、「福祉

と教育機関は連携できない」と言われ拒否された。 

・学校に向かう登校中に、誰かに会うのを嫌がって遅刻したことがある。 

●家庭で 

・基本的に他人に話してないのでほぼ無いが、家族内である。特に老人の心ない言葉、甘え扱い。仕

方ない、理解しないと思いいつもがまんしている。 

・親ですら、自分の障がいのことを理解してもらえない。 

・元の旦那さんから理解してもらえなかった。 

・障がいのことではないけれど、家族でいると父母兄姉妹の差がはっきりつくのが嫌です。「親子」っ

てよく言いますが、「親子」っていえば親と子って言うことだと思います。「家族」って考えれば皆

同じ一つの仲間だと思うので「家族」って考えて欲しいです。 

・家族、妹に嫌なことされ、言われる。 
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・義父に知能おくれと言われ、腹が立った。 

・祖父に、兄弟と自分は違うという言葉をぶつけられて、精神的にまいったときに、ほほに数回ビン

タされた。 

・家族全員が障がいに対して理解がなく、つらい思いを何度も長いことしてきた 

●通所で 

・現在利用している事業所に健常者の方々がいますが、あいさつをしても無視されたり、仕事のこと

で聞きたいことがあっても職員を通して聞くように言われたり、健常の方々とは少し壁があるよう

に感じることが度々あります。事業所の作業を通して少しづつ自信を取り戻してきてはいますが、

そういう対応をされることがあると、「自分はやっぱり普通の人達とは関われないのか・・・」と不

安になることがあります。 

・職員さんの言いかたがきつい。口がきつい。 

・事業所で定時まで労働させてもらえなくて、お昼で強制的に帰宅させられたり、職員が障がいに関

する知識を少しもっていて、障がいに対してばかにしたようなことを言われた。その他、その場に

いないメンバーの悪口を職員がメンバーの前で平気で言う。 

・同じ通所の方に「目が見えない」とバカにされた。 

・作業仲間に嫌なことされ、言われる。 

●職場で 

・Ａ型だということで、やっている仕事は正職と同じなのに差別されたことがある。 

・以前、職場で、耳が悪いので聞き返したら嫌がられた。 

・会社での暴言 

・職場でヘルプマークをからかわれた。 

・障がい者就労継続支援(Ｂ型)での職に、私の意思や希望があって相談しても、聞いてもらえなかっ

たことです。 

・主に職場で。 

・以前働いていた会社で、社会保険の受給を希望したが、将来性がないと言われ、社会保険に入れま

せんでした。 

・職場で産業医の面談で、仕事を続けるには無理がないか等と色々と何かと理由付けられた。 

・職場で障がい枠で入社したにも関わらず、障がいが全く理解されておらず、できないことはやる気

がない、そもそも人間性が悪いと人格まで否定され、いじめられたあげく離職に追い込まれた。 

・一般労働で働いたことがあるが、精神面が弱いことを会社に正直に伝えたが、社員が差別(馬鹿にし

ている。ちょっとのミスで叱責する。)等が数回起こり、だんだん会社にいるのがつらくなり、退職

せざるを得なくなった。 

・勤務先の作業場 

・職場で言葉の暴力を受けた。いやがらせをされた。(かげ口など) 

・職場 

・一般就労しているときに、会社から解雇された。 

・収入面で差別を感じた。 

・アルバイト先で、挨拶しても無視されたり、パソコンで出退勤をしていたのだが、すぐに退勤させ

てもらえない。 

・就労継続支援の工賃が最低賃金に比べて低すぎる。 

・仕事 

・働いた先で、何度も休んだら採用しないよと言われた。 

・市の非常勤職員時代、次の職場へのステップアップに向けてという採用だったが、職員課の職員さ

んとの面談で、トイレや段差問題、エレベーターなど働くうえで必要なことなのにも関わらず、「も
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う少し妥協できないか」と言われ、理解が得られなかったことがとても悲しかった。 

●就労で 

・現在、補聴器を両耳に着用。仕事上、面接断られる。仕事、内容により制限される。 

・働きたくても働けない。家事なども充分に出来ない。事情があり、障がい年金がもらえない。→自

己嫌悪 

●交友で 

・急に冷たくされたり、無視されたりした。何もしてないのに、威圧的にされた。 

・前まで遊んでいた友人の関わりが少なくなり、冷たい態度を取られるようになり、外に出るのが億

くうになった。それから、自分が話すと嫌な顔をされ、無視に近いような対応を取られてしまう。

友人はいるが、あまり会ってくれなくなった。 

・友達から理解してもらえなかった。 

●入居で 

・市営住宅の申し込みにあたって、もう少し考えて欲しい。←障がいの息子がいると、中々一般の部

屋への申し込みは厳しい。 

・障がいがあること、というよりも障がいの状態により嫌な思い、差別を受けました。自分の子供を

否定されているようで、とても辛かったです。医療型短期入所施設は、重症心身障がい児の我が子

は利用できないのですね。 

●病院で 

・病院のＤｒから大きな病院へ行った方が良いと思うと言われたが、行く場所がない。そもそもＤｒ

でも、障がい者のことを知らないＤｒが多いと思う。 

・病院で治療を受ける際、病気のことを不思議そうな顔で症状などを聞かれる。 

・市の非常勤職員時代、健康診断で検診車を車椅子で利用することが難しかったため、できなかった。

検査を後日、病院で検査しなおすことになった際、再検査ではないからと実費検査扱いになったこ

と。 

・通院している病院に、ユニバーサルシート(トイレ)がないため要望したが、空ベッドを利用するよ

うにとの返答だった。 

・平成 30 年 4 月～6 月の 2 か月間、潰瘍性大腸炎で長期入院した初めの頃、特に 2～3 才上くらいの

子から「変なヤツ」と言ってにらまれたり等、苦痛な日々を 1週間程過ごしました。→結果、私が

付き添い、個室に入ることになった。 

●買い物等で 

・買い物や外出中に杖をもっているのに、ぶつかってきたり、お金(おつり)をわかりやすく渡しても

らえなかったりすること。 

・重度の知的障がいでうなり声しかだせないのですが、スーパーで年輩(中高年)の男性に「まともに

しゃべれや、きもち悪い。かかってこいや～‼」とからまれていた。たまに暴力的な人がいます。(差

別とは少しニュアンスがちがいますが…) 

・お金の支払の際、後ろの人にモタモタしているというような態度をとられた。 

・スーパーなどで、心ない言葉をかけられたりした。 

・お店で他のお客さんを凝視してしまって、「何か用ですか？」と怒り口調で言われた。 

・買い物時の店員の態度や周りの人々。 

・コンビニやスーパーなどの発券端末や金融機関のＡＴＭ、コピー機など、手が届かなかったり、車

椅子の高さから見ると、画面すら見えないものが多く、常に人の手を借りなければならず苦労して

いる。証明写真なども機械の中に入ることができないため、写真店などで撮らなければならないが、

トイレのことを考えて商業施設の中に入っている写真店で撮ろうとすると撮影スペースが限られ

ていて、車椅子のまま中に入って撮影することに苦労することが多いため、簡単に撮りに行けない。 
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・飲食店 

・一番差別を感じたのは、某郵便局窓口でした。視覚障害で福祉はがきの申請に行きました。申請用

紙に住所や名前の記載を求められましたが、書けません。代筆を願うと、郵便法でできないと。一

度帰宅して誰かに記載してもらってとのこと。名前だけならなんとか書けそうでしたが、それもダ

メと。法律で職員の代筆はできないのか。差別解消法の合理的配慮はどうなのかと問うと、やっと

代筆してくれました。後味の悪さが残りました。 

●順番待ちで 

・動くのが遅い為、並んでいたのに抜かされた(横入り)。 

・道の駅などで、あからさまに嫌悪感を出されたり、不快な発言があった。列に並んでいるときに、

長い間奇異の目で見られ続け、ずっと後ろを見たまま前に向かない。 

●宿泊で 

・旅行先でホテルを取る際に、「ユニバーサルルーム(バリアフリールーム)」となっている割には、入

口が一人で開けられなかったり、部屋の中も狭くて動きにくいものが多い。トイレは使いやすいと

きもあるが、バスルームは一般の客室とほとんど変わらないものが多い。にもかかわらず部屋の面

積で料金が高くなってしまうことが悲しい。障がい割引などがあるといいなといつも思う。景観維

持や色々な制約などが理由だったりと悪気が無いとわかっていても、観光地で車椅子で入れなかっ

たりバリアフリー化されてないところが多々あり、泣く泣く諦めたことがある。 

●駐車場で 

・障がい者用の駐車場に停めて歩いて行く高齢者が特に多く、車いす使用では狭い一般用に停めるし

かないことがあります。道内どこでも同様でしたが、北広島はマナーが悪い。一台分が広いため、

二台停めているのを市内で見て残念でした。車いすの子供にとっても教育上も良くないので、見せ

たくありません。 

●トイレで 

・通院等、障がい者用トイレが狭い。トイレに背もたれがなく体制を維持できない。介助してくれる

人がいない。 

・外出先で多目的トイレが圧倒的に足りてないにもかかわらず、一般のトイレも使える人たちが、一

個室感覚で利用することが多く、それで待っている間に間に合わなくなることが多い。本当にその

場所を必要としている人たちで順番待ちをするのなら納得がいくが、そうでないことが多いので悲

しい気持ちになる。 

●乗車で 

・個人タクシーで手帳を出すとタイミング悪いと言われたり、5千円札しかなく、出すと怒鳴られた。 

・公共の乗り物 

・電車、バスはめったに乗らないが、たまに乗ると周りからイヤな顔された(少し混んでいた)。 

・バスの運転手さんの対応が無視するなど、困っているときに嫌な顔をされる。 

・バスに乗るとき、バギーを乗せるのを乗務員が手伝ってくれない。 

・母と旅行する際、ユニバーサルタクシーというものを利用しようとしたが、本来乗れるはずなのに、

ドライバーさんの経験不足を理由にスロープなどの設置ができず、結果として乗車拒否という形に

なってしまった。電動車いすであることを理由に断られたケースもある。 

・福祉タクシーの利用を検討していた際、夜 19 時以降の利用が断られるケースが多い。普通のタク

シーをひとりで利用することは困難なので、外出に制限が掛かってしまうようで悲しい。 

●移動のとき 

・道を歩いていると、自転車に乗っている人に、目が悪いやつはじゃまだから外に出るなと言われる

ことが何回かある。 

・杖や車いすですれ違ったとき「じゃま」や「あの人足悪いだ(笑)」とグループの人に笑われたこと。
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エレベーターで乗り切れないように、わざと扉を閉められたことなど。 

・通所へのためのバス乗り場に行く途中で、数人の小学生に障がいがあるがゆえにバカにされた。 

・歩けないのに歩かせろと知らない人に怒られた。かわいそうにと言われた。面倒な子と言われた。

エレベーターになかなか乗れないことがある。 

・除雪がされない為、道路に降りて歩いていたとき、車が後ろから来て急いで(自分なりに)よけたが

文句を言われた。 

・車椅子(バギー)での外出は大変で、自動ドアがないところ、少しの段差、バスに乗るときの予約な

ど、少し買い物やコンビニに行くのにも、諦めないといけないときもある。 

●会話で 

・これからするべきことや、何が起こっているのか自分が言いたいことなど伝えることが難しい。自

分がやりたいことなど訴えるすべがない。 

・言語、行動で奇異な目で見られる。 

・何度も聞き返す、特に今はマスクをしているので、口の動きが読めずに聞き返すと嫌な顔をされた

りする。 

・きつ音がありうまく話せないことで、馬鹿にされた経験があります。 

・言葉が友達に伝えられず泣きべそになったりした。 

・コミュニケーションが取れないとき。特殊な人間と差別されたとき。 

・難聴のためうまく聴き取れず、相手にうまく伝わらない。 

●敬遠 

・何となくみんな避けていくことがある。 

・疎外感を覚えることがある。 

・間違って近づいたときに、手をふりはらい極度に嫌がっていた。陰口。 

●視線 

・通所時の町内の人の目線。 

・支援員が変な目で見てくる。 

・外食での周りの目が気になります。 

・人の目 

・障がいがあるので「じ～っと」見られているので、買い物や入浴施設などに行ったときはとてもイ

ヤです。 

・ジロジロ見られたり、コソコソ話している。(大勢で集まるところで) 

・子どもが障がいあり、休みの日など散歩、買いものなどで周りからの目が気になる。 

・人の目を気にするあまり、外出する機会が少なくなる。自分が差別されている気になってしまう。 

・いろいろなところで、じろじろされる。 

・歩いているときに人から見られることがある。 

・買い物や出先などで、落ちつかないときに、周りから嫌な目で見られたり笑われたりする。 

・公共の場で白い目で見られたことがある。 

・周りの視線 

●嫌がらせ 

・攻撃されそう。 

・文章がうまく書けないとき、ばかにされた。 

・笑われる。 

・全く面識のない人がコソコソと何か言っていたり笑ったりしていることがある。特にその人を見て

いたわけではないのに「何見てんだよ」と言われたことがある。その他、日常的な場面で、職場な

ども含めて、障がい者的な差別、言動を受けたことがある。 
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・同じ行動、言葉を発しても、障がい児だからと見下した態度をされる。 

・障がい者をあからさまにバカにしたような態度をとられた。 

・近所から変な男と言われる。 

・聴覚障がいで補聴器をつけていることに対してからかわれるなど。 

・悪口を言われた。 

・耳が聞こえないから大丈夫だ。(悪口) 

・2 年程前、Ｂ型事業所の知り合いと市内のスナックに飲みに行ったら、〇の友人が店の人にＢ型事

業所の車〇〇〇。スナックの若い女の子に白い目で見られイヤな思いもしました。知り合いと女の

子、両方とも悪いと思う。 

●苦情 

・大きい声をだしたとき。 

・大勢の集まる場所で、自分の判断が正しいか否か(例えばバス乗り場とか何かの会場にて)決断をす

るということが不得手で、そこで早くしなさいとか、何らかの叱責を受けたとかということです。 

●障がい状況の無理解 

・商業施設→小さな子供がうちの子を見て、変な子がいると言われた。そのとき、その親はうちの子

を見るんじゃないと自分の子供に言っていた。 

・発達障がいの理解が進んでない為なのか？怒られたり、嫌われたりする。 

・親せきの集まりのとき、偏食について指摘されたり、親のしつけの問題だと感じる方も居るようで、

悲しくなるような言葉を受けたことがあります。 

・医療関係以外の仕事をしっている方の理解度が低い。(精神系の病に) 

・場所というよりも、障がい者の特徴を理解してもらえないことが多いです。外でも身内でも、身体

の障がいは見た目で理解されますが、情緒の障がいは個人個人で出来ないことが違うということを

理解してもらえないので、辛い思いをしたことが度々あります。知識を持っている人が少ない為に

嫌な思いをすることが多いです。 

・普通に会話ができてしまうことや、自分の障がいについての説明が不得手なこともあり、本来の状

態より軽く捉えられたり、相手の価値観などでなかなか理解が得られず、辛い思いをすることが

多々あります。 

●健常者と誤認 

・重い買い物のとき、内部障がいが止めても良い駐車場があったら使用するのですが、見た目ではわ

からないので何度かどなられたことがあります。障がい者用トイレ使用でも注意されます。車用ス

テッカーが欲しい。 

・ぱっと見、あることがわからないため、他人(特に高齢者)に障がい車スペースにとめようとしてど

なられた。 

・障がいがあるように普段見えないので、つらいときに理解をしてもらえなかった。 

・外見で障がいがあることがわからないため、障がい者サービスを使わせてもらえない。 

・分かりづらい障がいなので理解されづらい。 

●行動制限 

・行動の制限 

・障がいがあるからアルコールは飲んではだめと言われて、いやな気分になって怒った。 

●その他 

・行動で周りの人の言葉が本人をさらに嫌にして、外出がいやになり公共の乗り物を嫌がるようにな

りました。 

・あらゆる場所でいつも・・・。ここには書ききれません。そして、あまり思い出したくないので、

こういうことは聞いて欲しくありません。 
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・あると思うが説明できない。 

・差別や嫌な思いをする。 

・簡単に答えられることではありません。 
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問 45 成年後見制度の認知度 

成年後見制度についてご存知ですか。（○は１つだけ） 

・成年後見制度の認知度は、全体では、「名前も内容も知っている（34.8％）」が最も高く、「名前も内

容も知らない（34.2％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「名前も内容も知らない」は「30 代（23.3％）」が低くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「名前も内容も知らない」は「グループホームで暮らしている（50.0％）」

「障がい者支援施設で暮らしている（48.1％）」が高くなっています。 
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問 46 成年後見制度の利用状況・希望 

成年後見制度を利用していますか。また、現在利用していない方は、今後利用したいと考えますか。

（○は１つだけ） 

・成年後見制度の利用状況・希望は、全体では、「わからない（43.5％）」が最も高く、「利用する予定

はない（29.6％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「利用する予定はない」は「30 代（38.3％）」「60 歳以上（42.6％）」が高

くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「わからない」は「障がい者支援施設で暮らしている（70.4％）」が

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4

1.5

1.4

2.1

2.3

6.4

5.0

0.6

7.1

3.7

17.0

19.2

14.5

17.9

22.6

25.0

18.3

15.5

14.9

6.4

12.5

18.8

10.7

14.8

66.7

29.6

28.8

30.4

40.0

25.4

20.8

18.3

38.3

26.8

34.5

42.6

27.5

32.4

21.4

3.7

33.3

66.7

43.5

41.7

45.9

40.0

44.8

52.8

53.3

36.7

45.4

40.2

29.8

47.5

40.7

60.7

70.4

33.3

8.5

8.9

7.7

20.0

11.9

3.8

3.3

6.7

10.3

8.0

14.9

7.5

7.5

7.4

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

現在利用している 現在は利用してい

ないが、今後利用

してみたい

利用する予定はない わからない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 47 成年後見センターの認知・利用状況 

北広島市では成年後見制度利用に関する相談支援や申立て手続きのアドバイスなどを行う、北広島

市成年後見センターを開設しております。この相談窓口をご存知ですか。（〇は１つだけ） 

・成年後見センターの認知・利用状況は、全体では、「名前を聞いたことも利用したこともない（69.4％）」

が最も高く、「名前を聞いたことはあるが、利用したことはない（22.6％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、各年齢層とも同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「名前を聞いたことも利用したこともない」は「障がい者支援施設で

暮らしている（81.5％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.6

0.4

1.0

1.0

1.1

2.1

0.6

22.6

21.0

25.1

22.4

15.1

30.0

26.7

25.8

17.2

19.1

20.0

23.5

25.0

11.1

33.3

69.4

70.8

67.6

60.0

68.7

81.1

68.3

68.3

64.9

73.6

61.7

75.0

69.8

75.0

81.5

66.7

100.0

7.5

7.7

6.3

40.0

9.0

3.8

1.7

5.0

8.2

8.0

17.0

5.0

6.1

7.4

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

利用したことがある 名前を聞いたことはあ

るが、利用したことは

ない

名前を聞いたことも利

用したこともない

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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（９）相談相手について 

 

問 48 悩みごとの相談相手 

あなたは、普段悩みや困ったことをどなたに相談しますか。（あてはまるものすべてに○） 

・悩みごとの相談相手は、全体では、「家族や親せき（75.6％）」が最も高く、「施設や事業所の職員

（38.1％）」「友人・知人（28.6％）」「病院の医師や看護師・ケースワーカー（24.0％）」と続いてい

ます。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「保育所、幼稚園、学校の先生」で「10歳未満（53.7％）」「10代（41.5％）」

が高い他は、各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「施設や事業所の職員」は「グループホームで暮らしている（78.6％）」

「障がい者支援施設で暮らしている（85.2％）」が高く、「友人・知人」は「一人で暮らしている

（45.0％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75.6

38.1

28.6

24.0

12.6

11.6

10.1

10.1

5.2

3.7

2.9

1.7

0.2

5.4

7.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

家族や親せき

施設や事業所の職員

友人・知人

病院の医師や看護師・ケースワーカー

保育所、幼稚園、学校の先生

職場の上司や同僚

相談支援事業所などの民間の相談窓口

相談支援専門員

行政機関の相談窓口

障がい者団体や家族会

近所の人

社会福祉協議会

民生委員・児童委員

その他

無回答

％

複数回答 全体(N=483)
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75.6

74.2

77.8

60.0

86.6

84.9

80.0

73.3

70.1

71.3

68.1

55.0

82.8

60.7

40.7

66.7

100.0

38.1

39.9

35.7

40.0

35.8

37.7

48.3

48.3

40.2

36.8

17.0

35.0

33.8

78.6

85.2

33.3

28.6

21.0

38.2

40.0

23.9

32.1

25.0

30.0

28.9

37.9

17.0

45.0

30.7

17.9

33.3

24.0

21.4

26.6

60.0

20.9

22.6

16.7

35.0

25.8

21.8

21.3

32.5

26.0

14.3

66.7

53.7

41.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

家族や親せき 施設や事業所の職員

友人・知人 病院の医師や看護師・ケースワーカー

保育所、幼稚園、学校の先生 職場の上司や同僚

相談支援事業所などの民間の相談窓口 相談支援専門員

行政機関の相談窓口 障がい者団体や家族会

近所の人 社会福祉協議会

民生委員・児童委員 その他

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 49 障がい・福祉サービスなどの情報入手経路 

あなたは障がいのことや福祉サービスなどに関する情報を、どこから知ることが多いですか。（あて 

はまるものすべてに○） 

・障がい・福祉サービスなどの情報入手経路は、全体では、「施設や事業所の職員（34.0％）」「家族や

親せき、友人・知人（33.7％）」が最も高く、「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース

（24.0％）」「インターネット（23.2％）」「行政機関の広報誌（21.7％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「家族や親せき、友人・知人」で「10代（60.4％）」が高く、「本や新聞、

雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」は「30代（36.7％）」「60歳以上（38.3％）」が高く、「イ

ンターネット」は「30 代（38.3％）」が高く、「行政機関の広報誌」は「50 代（28.7％）」「60 歳以

上（29.8％）」が高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「施設や事業所の職員」は「グループホームで暮らしている（67.9％）」

「障がい者支援施設で暮らしている（66.7％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.0

33.7

24.0

23.2

21.7

14.3

14.1

7.7

7.0

6.4

3.1

0.0

4.6

12.8

0 10 20 30 40

施設や事業所の職員

家族や親せき、友人・知人

本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース

インターネット

行政機関の広報誌

病院の医師や看護師・ケースワーカー

相談支援事業所などの民間の相談窓口

障がい者団体や家族会（団体の機関誌など）

行政機関の相談窓口

保育所、幼稚園、学校の先生

社会福祉協議会

民生委員・児童委員

その他

無回答

％

複数回答 全体(N=483)
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34.0

36.5

30.4

40.0

26.9

34.0

40.0

48.3

35.1

32.2

19.1

32.5

30.7

67.9

66.7

33.7

36.9

29.5

40.0

34.3

60.4

45.0

35.0

21.6

25.3

27.7

12.5

38.2

21.4

18.5

66.7

24.0

22.5

25.6

40.0

13.4

17.0

15.0

36.7

21.6

29.9

38.3

32.5

23.5

28.6

14.8

33.3

33.3

23.2

19.6

27.1

60.0

32.8

11.3

20.0

38.3

23.7

18.4

12.8

37.5

24.4

10.7

7.4

21.7

20.7

23.2

20.0

13.4

20.8

13.3

25.0

21.6

28.7

29.8

22.5

23.5

17.9

100.0

33.3

0 50 100 150 200 250 300 350

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

施設や事業所の職員 家族や親せき、友人・知人 本や新聞、雑誌の記事、

テレビやラジオのニュース

インターネット 行政機関の広報誌 病院の医師や看護師

・ケースワーカー

相談支援事業所などの

民間の相談窓口

障がい者団体や

家族会（団体の機関誌など）

行政機関の相談窓口

保育所、幼稚園、

学校の先生

社会福祉協議会 民生委員・児童委員

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 50 相談する際の困りごと 

あなたは相談する際に困ることがありますか。（あてはまるものすべてに〇） 

・相談する際の困りごとは、全体では、「特に困ったことはない（45.8％）」が最も高く、「相談しても

満足のいく回答が得られない（14.7％）」「どこ（誰）に相談していいのかわからない（14.5％）」と

続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、各年齢層ともほぼ同傾向にあります。 

・居住形態別では、全体と比べ、「特に困ったことはない」は「グループホームで暮らしている（60.7％）」

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.8

46.9

44.9

20.0

50.7

49.1

45.0

45.0

41.2

44.8

48.9

42.5

46.8

60.7

44.4

66.7

14.7

11.8

18.8

7.5

15.1

16.7

15.0

16.5

19.5

8.5

22.5

13.6

21.4

14.8

33.3

33.3

14.5

13.7

15.9

7.5

22.6

23.3

13.3

15.5

11.5

10.6

20.0

14.4

14.3

18.5

6.4

20.0

33.3

6.2

5.0

10.0

6.2

20.0

7.1

4.8

40.0

19.7

0 50 100 150

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

特に困っ

たことは

ない

相談して

も満足の

いく回答

が得られ

ない

どこ（誰）

に相談し

ていいの

かわから

ない

プライバ

シー保護

に不安が

ある

相談でき

る人がい

ない

夜間や休

日などに

相談する

ところが

ない

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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（10）災害時の避難などについて 

 

問 51 災害時の避難能力 

あなたは、火事や地震などの災害時に一人で避難できますか。（○は１つだけ） 

・災害時の避難能力は、全体では、「できない（40.6％）」が最も高く、「できる（28.0％）」と続いて

います。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、年齢層が高くなるに伴い「できる」が高くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「できる」は「一人で暮らしている（52.5％）」が高く、「障がい者支

援施設で暮らしている（3.7％）」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.0

28.0

28.5

17.0

26.7

33.3

36.1

36.8

46.8

52.5

26.9

35.7

3.7

33.3

40.6

41.7

38.6

60.0

71.6

47.2

41.7

30.0

40.2

26.4

25.5

15.0

41.6

28.6

85.2

66.7

66.7

27.1

25.5

29.5

20.0

19.4

35.8

31.7

31.7

20.6

28.7

27.7

30.0

28.3

35.7

7.4
33.3

4.3

4.8

3.4

20.0

9.0

5.0

3.1

8.0

2.5

3.3

3.7

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

できる できない わからない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 52 避難時に援助してくれる近所の人 

家族が不在の場合やひとり暮らしの場合、近所にあなたを助けてくれる人はいますか。 

・避難時に援助してくれる近所の人は、全体では、「いない（41.8％）」が最も高く、「わからない（34.0％）」

と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、「いない」は「10 代（56.6％）」が高く、「わからない」は「30代（43.3％）」が高くなっ

ています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「いる」は「家族、同居人などと暮らしている（13.9％）」が低く、

「グループホームで暮らしている（53.6％）」「障がい者支援施設で暮らしている（48.1％）」が高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.0

19.9

18.4

20.9

17.0

11.7

13.3

29.9

14.9

21.3

27.5

13.9

53.6

48.1

66.7

41.8

41.3

42.5

40.0

37.3

56.6

48.3

36.7

36.1

41.4

42.6

40.0

47.6

17.9

14.8

33.3

34.0

33.6

34.3

40.0

31.3

24.5

40.0

43.3

28.9

37.9

34.0

30.0

35.5

25.0

25.9

66.7

5.2

5.2

4.8

20.0

10.4

1.9

6.7

5.2

5.7

2.1

2.5

3.0

3.6

11.1

33.3

0 20 40 60 80 100

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

単数回答

いる いない わからない 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 53 独りのときの災害時に安心できる不安解消者 

家族が不在の場合やひとり暮らしの場合、火事や地震などの災害時に、あなたはどなたに声をかけ

られたら、安心できますか。（あてはまるものすべてに○） 

・独りのときの災害時に安心できる不安解消者は、全体では、「親類（48.4％）」が最も高く、「施設や

事業所の職員（42.4％）」「友人・知人（36.6％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性ともほぼ同傾向にあります。 

・年齢別では、年齢層が高くなるに伴い「親類」が低くなっています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「施設や事業所の職員」は「グループホームで暮らしている（78.6％）」

「障がい者支援施設で暮らしている（85.2％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48.4

50.2

46.9

20.0

62.7

50.9

51.7

53.3

49.5

41.4

31.9

42.5

53.2

39.3

22.2

66.7

42.4

45.0

39.1

40.0

26.9

43.4

56.7

53.3

47.4

37.9

27.7

50.0

36.8

78.6

85.2

66.7

36.6

31.7

43.5

20.0

34.3

43.4

41.7

38.3

27.8

43.7

29.8

42.5

40.7

14.3

3.7

33.3

31.3

26.9

36.7

40.0

35.8

43.4

28.3

35.0

20.6

31.0

34.0

15.0

36.3

14.3

66.7

66.7

20.5

18.1

23.2

40.0

11.9

18.9

11.7

26.7

24.7

26.4

12.8

22.5

22.2

17.9

66.7

13.0 6.6 2.5 5.0

8.3

0 100 200 300 400

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

親類 施設や

事業所

の職員

友人

・知人

近所の

人

行政機

関（市役

所、消防、

警察など）

職場の

上司や

同僚

自治会

・町内

会の役

員

民生委員 その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 54 災害時に困ること 

火事や地震などの災害時に困ることは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

・災害時に困ることは、全体では、「避難場所の設備（トイレなど）や生活環境が不安（46.4％）」が

最も高く、「安全なところまで、迅速に避難することができない（38.9％）」「投薬や治療が受けられ

ない（36.6％）」と続いています。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、全体と比べ、「20 代」は「周囲とコミュニケーションがとれない（61.7％）」が高くなっ

ています。 

・居住形態別では、全体と比べ、「障がい者支援施設で暮らしている」は「安全なところまで、迅速に

避難することができない（66.7％）」「周囲とコミュニケーションがとれない（70.4％）」「救助を求

めることができない（59.3％）」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.4

38.9

36.6

34.8

27.7

25.7

11.2

7.9

6.4

5.8

8.9

0 10 20 30 40 50

避難場所の設備（トイレなど）や生活環境が不安

安全なところまで、迅速に避難することができない

投薬や治療が受けられない

周囲とコミュニケーションがとれない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない

救助を求めることができない

特にない

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

補装具の使用が困難になる

その他

無回答

％

複数回答 全体(N=483)
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  46.4

44.3

48.8

60.0

40.3

54.7

66.7

56.7

38.1

43.7

29.8

50.0

49.0

32.1

33.3

66.7

66.7

38.9

39.9

37.2

60.0

38.8

47.2

36.7

36.7

40.2

37.9

31.9

32.5

39.3

25.0

66.7

66.7

66.7

36.6

31.0

44.0

40.0

14.9

22.6

40.0

43.3

36.1

46.0

44.7

50.0

36.8

39.3

14.8
66.7

66.7

34.8

35.8

33.8

20.0

34.3

45.3

61.7

40.0

36.1

20.7

8.5

27.5

35.5

17.9

70.4

66.7

33.3

27.7

28.4

26.6

40.0

26.9

32.1

30.0

25.0

28.9

27.6

19.1

25.0

28.8

17.9

40.7

33.3

33.3

59.3

66.7

66.7 66.7

0 100 200 300 400 500

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

避難場所の設備（トイレな

ど）や生活環境が不安

安全なところまで、迅速に

避難することができない

投薬や治療が受けられない

周囲とコミュニケーション

がとれない

被害状況、避難場所などの

情報が入手できない

救助を求めることができない

特にない 補装具や日常生活用具の入

手ができなくなる

補装具の使用が困難になる

その他 無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 55 避難所生活で困ること 

災害が発生した場合、避難所で生活する上で困ることは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

・避難所生活で困ることは、全体では、「一般避難場所で、障がいの特性や程度に配慮した対応ができ

るかどうかが心配（49.9％）」が最も高く、「一般避難場所で、十分な飲用水や食料などの確保が難

しい（34.4％）」「一般避難場所で、福祉の相談に応じてくれるかどうかが心配（28.6％）」と続いて

います。 

・性別では、全体と比べ、男性、女性とも同傾向にあります。 

・年齢別では、「一般避難場所で、障がいの特性や程度に配慮した対応ができるかどうかが心配」「一

般避難場所で、十分な飲用水や食料などの確保が難しい」「一般避難場所で、福祉の相談に応じてく

れるかどうかが心配」は「20代」をピークとした年齢層の高まりに伴う上昇下降が見られます。 

・居住形態別では、全体と比べ、「グループホームで暮らしている」は「一般避難場所で、障がいの特

性や程度に配慮した対応ができるかどうかが心配（21.4％）」「一般避難場所で、福祉の相談に応じ

てくれるかどうかが心配（10.7％）」が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.9

34.4

28.6

27.3

24.4

16.4

6.0 

14.1

0 10 20 30 40 50 60

一般避難場所で、障がいの特性や程度に配慮し

た対応ができるかどうかが心配

一般避難場所で、十分な飲用水や食料などの確

保が難しい

一般避難場所で、福祉の相談に応じてくれるかど

うかが心配

一般避難場所の経路やトイレを障がい者に配慮し

たものであるかどうかが心配

一般避難場所（注１）で、福祉避難スペース（注2）
の確保が難しい

特にない

その他

無回答

％

複数回答 全体(N=483)
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49.9

47.6

52.7

60.0

47.8

60.4

65.0

60.0

47.4

40.2

31.9

42.5

53.5

21.4

55.6

66.7

66.7

34.4

35.1

33.8

20.0

22.4

34.0

45.0

38.3

35.1

35.6

29.8

50.0

33.0

35.7

37.0

100.0

66.7

28.6

28.8

29.0

17.9

26.4

43.3

31.7

35.1

27.6

19.1

42.5

28.5

10.7

29.6

100.0

66.7

27.3

27.3

27.5

20.0

16.4

30.2

26.7

35.0

29.9

26.4

27.7

25.0

26.0

39.3

37.0

100.0

66.7

24.4

21.4

28.0

40.0

14.9

28.3

28.3

33.3

24.7

21.8

23.4

25.0

23.8

35.7

22.2

66.7

66.7

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

全体(N=483)

男性(N=271)

女性(N=207)

無回答(N=5)

10歳未満(N=67)

10代(N=53)

20代(N=60)

30代(N=60)

40代(N=97)

50代(N=87)

60歳以上(N=47)

一人で暮らしている(N=40)

家族、同居人などと暮らしている(N=361)

グループホームで暮らしている(N=28)

障がい者支援施設で暮らしている(N=27)

病院に入院している(N=3)

その他(N=3)

性
別

年
齢

居
住
形
態

％

複数回答

一般避難場所で、障がいの特性や程度に配慮した対応ができるかどうかが心配

一般避難場所で、十分な飲用水や食料などの確保が難しい

一般避難場所で、福祉の相談に応じてくれるかどうかが心配

一般避難場所の経路やトイレを障がい者に配慮したものであるかどうかが心配

一般避難場所（注１）で、福祉避難スペース（注2）の確保が難しい
特にない

その他

無回答

性
別

年
齢

居
住
形
態
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問 56 新型コロナウィルス流行で困ったこと 

昨今の新型コロナウィルスの流行に伴い、困った経験などはありますか？何かありましたら、ご記

入ください。 

 

●休校 

・高校の授業がオンラインになるならば、自宅にあるＰＣが中古のものなので対応出来るか不安。(私

立はオンライン授業をしていると言っていたので。) 

・学力低下、情緒不安定 

・休校でずっと在宅だったので、外に出れないストレスがあった。学校が始まって、勉強がついてい

けない部分があった。 

・勉強の量が増えて大変になった。(休校分の遅れを取りもどせない、追いつかない。) 

・学校の休校による学習の遅れなど、楽しみにしていた行事がなくなり、勉強以外の学びが減るので

はないか・・・ 

●学校行事の中止 

・学校祭等、楽しみにしていたイベントも中止になり、気分が落ち込むことが多いです。 

●休校・閉所による勤務制約 

・支援事業所に夫婦で勤めていますが、子供が休校になると働きたくても働けなくて困りました。デ

イを利用したくても、勤め先で陽性者が出た為にその月の収入は減り、今後学級閉鎖になったとき

にまた働けなくなるのではないかと不安です。在宅勤務の機会をもっと増やして欲しいです。世帯

主ではないと保証が出ないのは大きいです。 

・デイサービスに見て頂いてる 8才の娘。我が家は母子家庭の為、コロナの時期はいつもより早い帰

宅になり、生活のためもあり、母不在の中、姉妹で留守番をさせていました。学童も考えましたが

ちょっと難しく、留守番を数時間させる日が続きました。 

●仕事 

・仕事に行けなくなった。 

・収入の減少による生活難。 

・今、新型コロナウイルスで仕事がないこと。 

・事業所での就労時間が短くなり、収入が減った。 

・世帯主の収入が激減した。 

・得意先からの仕事がなくなった。 

・仕事が減り給料が減った。非正規の人が 15 人解雇になった。いつ自分の番になるか不安。 

・事業所がコロナの影響で人員を減らしているため工賃が減った。 

●ショートステイ 

・短期入所に行けない。 

・ショートステイが出来ない。目途がたたない。そのため家族への負担が大きい。 

・ショートステイが受けられない(現在も)。発熱時、風邪なのかコロナ感染なのか不安である。 

●通所 

・病院や地域活動支援センターに通っているので、行く前、微熱など出たりするとき心配だった。 

・コロナで福祉サービスのお出かけがなくなってしまい、休みの日は家にいる日が続いている。 

・自粛生活をしてみたが、介助が続かなく、家族のみで過ごすことが困難になりました。通所に出す

のも不安、家に居れば安心ですが介護が続けられないの繰り返しで、通所がやっていてくれたこと

に感謝でした。コロナに本人がなっても家族がなっても、家庭は崩壊すると思います。だいたい障

がい者に理解あるＤｒ、ナースがどれ位居るのでしょうか？任せられないと思います。 

・利用している事業所が、一時利用できなくなってしまったこと。 
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・休校になってもデイサービスや学童は開所してくれたが、家族に医療従事者がいることで受け入れ

を拒否された。 

・外出が制限されて、リハビリも制限されてストレスが多かった。通所の数も減り、時間も短くなり、

満足する支援が受けられにくくなった。 

●面会規制 

・この期間に治療のため入院したが、家族の面会が禁止となり困った。 

・家族に会えない。面会時間が少ない。30分ほど。 

●入館規制 

・親の勤務先が高齢者施設の為、外部の人間は入れなくなり、都合により一緒に行くときは、短時間

ではあるが玄関で待つことになった。幸いにも利用中の施設のデイサービスが通常通りだったので

困りませんでしたが、もし休所していたら、とても困っていたと思いました。 

・特別養護老人ホーム東部緑の苑に入所しているが、2 月末からずっと面会制限があり家族と面会で

きず、訪問マッサージも受けられない。閉そく感でストレスがかなり高まっている。 

●ＰＣＲ検査 

・6 月 23 日 38℃以上の発熱が 2 日続いたので保健所へ連絡したが、ＰＣＲ検査はしてもらえず発熱

外来を受診、かぜ薬を処方してもらい、その後発熱もおさまりただのかぜだったが、コロナだった

らと思うと怖い。 

●治療 

・病院がクラスターになって心配でした。薬は近所の薬局が取り寄せて対応してくれました。 

・札幌がロックダウンされると通院に支障が出る。 

・転んで肩をケガしてしまい手術が必要ですが、右肩を手術してしまうと障がいのある左手だけでし

ばらく入院生活をしていかなくてはならず、身の回りの手伝いを配偶者に頼みたいと思っています。

コロナの影響により病院は面会の禁止をしており、今は手術(入院)を見合わせております。肩はロ

キソンシップで痛みを治めています。 

・病院の受診(対応している病院がない、探せない。) 

・(札幌のコロナのピークの時期)札幌の病院の受診時、電話による診察と投薬を希望したができない

と言われた。一時的に市内の病院で投薬できないか市内の病院に相談したら、札幌の主治医から紹

介状をもらってこないとダメとのこと。結局市内の病院はあきらめたものの、札幌に向かうには公

共の交通を利用しなくてはならず、(いつもは助けてくれる友人も札幌は避けたいとのこと。)その

時期はマスク不足で電車の中ではせきをする方が多く、とても不安だった。 

・ガンの持病があるので、その病気による体調不良なのか、感染症なのか、自分では区別がつかない

けど、病院に行くのもリスクがあるし…で困りました。自分では判断できないので…。 

・本人の全身麻酔による抜歯のため、札幌の歯科を予約し、家族(両親)と通院。家族の 1人は待機し、

他 1 人は院内にはいられないと言われ、札幌市内で待つことになった。病院周辺はどこもゆっくり

出来るところはなく、買い物等で時間をつぶすこと 4時間。コロナが流行していなければどこにで

も行けたのに。 

・札幌の病院(眼科)に通所できない。 

・障がい児・者を入院させてくれる病院があるのか不安。 

・普通のかぜでも、せき、熱等があると診療所や医院では、行きづらいし、対応してくれない。 

●通院への不安 

・定期的に病院に通院し内服治療しているが、感染しないか心配で病院へ行きたくない。 

・通院できない。(感染が心配。) 

・病院に行くのが非常に恐かったです。(専門機関病院でコロナ患者が出たので。) 
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●公共交通減便 

・バスの減便で気づかずバスに乗れなかったこと。 

・公共交通機関の乗車時間が変わってしまった。 

●駐車 

・車で移動するのだが、駐車がいつもより混んでいる。 

●外出規制 

・買い物等を施設の職員が代行で行き、自分では行けなかった。ただ店内の写真を見ながら欲しいも

のを選ぶことは出来た。 

・テイクアウトがあっても、デリバリーが無い。 

・外出ができない時期があった。活動の制限があった。 

・外出が出来ない。 

・通園や外出ができなかった時期が困りました。 

・外出規制 

・外出できない。 

・自由に外出が出来なかった。 

●外出自粛 

・外出自粛はつらい。 

・あんまり出かけられない。 

・外出がしづらくなったこと。 

・外出に行けないこと。 

・札幌に行きたいけど行けないです。 

・外出の機会が減り家に居ることが多い。また、体重が増える。 

●外出自粛による気晴らし喪失 

・外出が楽しめない。 

・買い物以外で父と気軽に外出出来なくなった。 

・遊びが制限されること。 

・気ばらしの買い物ができなくなったこと。(家にいると不安が強くなるので、毎日買い物に行く習慣

がありました。) 

・外出したり気分転換をはかる機会が減り、仕方ないのは理解できるが、ストレスはたまった様子。 

・自粛期間に伴い外出ができずストレスが溜まった。 

・スポーツクラブ(バドミントン)の活動ができなくなったこと。 

・趣味の一つであるカラオケに行けなくなり残念だった。 

・外出ができず、楽しみが少ないこと。 

・外出に行けない。遊びに行けない。 

・なかなか外出して食事を店の中で食べることが出来ない(マスクを使用出来ず、入れる店が少ない)

為、楽しみが減っている。 

●帰省制限 

・5 月に帰省できなかったこと。 

・外出、帰省の自粛 

・ゴールデンウィークに毎年帰省していたが、親の意向もあり帰れなかった。家に帰るのが楽しみだっ

た。 

・実家が遠いので、行き来が困難で心配。 

・緊急事態宣言時、お家に帰ることが出来なかった。(施設で過ごして頂いており、感染のおそれがあ

る為、ご本人と家族に説明し、納得して頂いています。宣言解除後、帰省を行っています。) 
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●生活パターン変化による適応障害 

・作業所が主に在宅作業となり、家にいる時間が延びたことで病状が悪化した。 

・パターン化した生活で安定するのですが、行事の中止や行った先が閉じられていてパニックになる。

コロナウイルスが何なのかもわからず、不安だけが先行してしまう。 

・施設で体調不良の人が出たとき(熱)に臨時で休みになったり、通所の時間が変更したり短縮になっ

たりしたため、本人一人で留守番をさせるのは無理で、家族の誰かが仕事を休んだり遅刻早退をし

て、日中一緒に居たり送迎したため大変だった。本人もストレスでイライラすることが多く、情緒

不安定になった。 

・ずっと家に居たので、少し閉鎖的に家族全体でなったような気がします。学校も再開し、また普段

の生活に戻りつつあり、人に会って話すことや気分転換ができるようになってきたことをありがた

くとても感謝致します。自閉症なので環境の変化に弱いですが、目の前にある出来ることをして、

誰かの手を借りて成長することを再確認しました。 

・図書館の利用が制限されたため、余暇を過ごすことができず、ストレスがたまった。いつもできて

いたことが突然できなくなるという変化に対応できず、受け入れることができなかった。 

・自閉症と言語認識障がいがありますが、毎日のデイサービスで安定した生活を送っています。とこ

ろが今年度はコロナ流行で毎日楽しみにしていたイベント、お祭り、レジャーが全て中止になって

しまい、その連絡の文書をみて二日間号泣していました。泣き続けるのでプライベートでつれてい

こうかと思いましたが、行き慣れたプールや飲食店もほとんどが夏休みも営業未定と言われ、楽し

みがなくなり悲しみにくれています。 

・日中一時支援を受けていますが、コロナの影響で全てがなくなり、今現在も職場以外どこへも外出

しなくなり、以前は買い物も練習のため連れて行き一緒にしていましたが、2 月以降出なくなって

しまったのが心配です。てんかんもあり、2 月～6 月までの診療も行かず薬のみ頂く状態でした。

(家族が薬をとりに行く状態。) 

・密をさけなければいけないため、公園に人がたくさんいるときはあきらめなきゃいけない。体力が

ありあまっているため、家の中を走り回るなど落ち着きないこともある。 

・公共施設などの閉鎖で、いつものルーティンができずパニック。 

●生活ペースの乱れ 

・外出自粛に伴い、生活リズムが不規則になり学習の遅れが心配。 

・仕事が休みになったり在宅期間が長かった。毎日仕事に行っていたのに日常生活が乱れた。日中何

もすることがないのは困った。食事量が増えた。(ストレスで)体重増。 

・1 か月の生活リズムがコロナウイルス流行により変わり、かなりのストレスがあった。 

●生活費 

・病院の通院や日常生活での感染が心配で、宅配や自家用車(タクシー)のみでの生活になってしまう

ので費用がかかる。 

・生活費がとてもかかり、給付金をもらっても税金を払ったりして無くなり、生活が厳しくなったこ

とです。 

・給付金が政府の 1回だけでは心もとないので、市でも検討して欲しい。 

●品物不足 

・マスク、消毒液がなく困りました。商工会や色々な会、支援団体等に入っている方は、マスク何百

枚、消毒液ｅｔｃ余るほど送られてきたとか・・・。うちもデイサービスや訪問看護から数枚いた

だいてありがたかったですが、こんなにも差があるのでしょうか・・・。 

・流行の初期マスク等が入手出来なかった。 

・マスクの確保 

・マスクが足りない。アルコール消毒が足りない。手洗いの洗剤がない。デマ情報。 
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・マスクが不足したとき、家族が探しましたが、なかなか手に入らず心配になりました。 

・どこの店へ行ってもマスクが販売されていない。とある企業によっては数枚入りで2000円とか 3000

円とかで販売している。マスクが無いことで価格を上げて販売しているのが許せない。個人で欲し

い人はたくさんいるが、ネット販売を規制するように企業にも規制をかけて欲しい。 

・一般的なことですが、マスクや体温計がなかなか手に入らず、通院するときになくて困りました。

難しいかもしれませんが、通院している病院で「マスクを配布してくれたら助かるのになぁ」と思

いましたが、なかなか難しかったようです。 

・マスクが足りなかった。 

・マスクの購入ができない。 

・一時期マスクが手に入らなくて困った(福祉サービス先からもらったものを洗って使っていた)。付

き添いのヘルパーが付き添ってもらいづらくなった(出かけにくくなった)。 

・流行しはじめたときにマスクが手に入らなくて大変でした。 

・4 月～5月ごろマスクの確保が困難でした。 

・マスクが買えなかった。消毒液が買えなかった。 

・子供用マスクが売っていないこと。 

・いつまでマスク他が・・・。 

・マスク不足 

・体温計が売り切れの状態がしばらく続いたこと。 

・消毒用のものが手に入りにくいときがあり、罹患すると重症化しやすいこともあり困った。 

・今まで買えていた商品が買えなくなったこと。 

●マスクの着用 

・外出時、マスクを着用し忘れることがある。気をつけます。 

・マスク着用の理解ができず、嫌がってつけるのが大変。 

・マスク着用になり、布マスクを仕事(通所)のときはつけていますが、今の時期は暑いので、長時間

していることがつらいです。 

・マスクが手放せないこと。いつまで続くか不安なこと。 

・マスクをするのが苦手なので、外出する機会が減りました。 

・マスクは嫌だったが、がまんした。 

・マスクが息苦しい。 

・マスクの着用が困難だったため通所作業所への自粛を 2週間実施したものの、両親がフル回転で対

応したところ何とか乗り切ったが介護疲れに見舞われた。 

・マスクを付けていることが、ストレスになるので、就労支援事業所に通所しようと思っていたが行

けない。事業所ではマスクしなくても良いとのことだったが、感染対策に不安があるので行けない。 

・マスクを付けるのが難しい。自宅にいる時間が増えストレスを感じる。 

・通学が札幌市の中心部までなので、毎日のラッシュが苦痛です。マスクも息苦しくても外せないの

で。 

・夏場マスクが必要。 

・マスクが苦手。(短い時間ならできる。) 

・感覚過敏なので、マスクをつけられない。ウォーマーなども出来ず困る。 

●マスクにより読唇できない 

・マスクの使用で口の動きが読みづらい。 

・手話は大丈夫ですが、口話で社会生活をしているのですがマスク着用している為、ろうあ者以外の

人はマスクを外して口を見せて話してくれるので申し訳ない。(筆談では仕事がしづらい。) 

・聴覚障がいのため、人との会話は口話で行っている。口の動きを見て言っていることを理解してい
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るが、マスクをしているため、何を言っているのかわかりづらいことがあり困る。教科の担任の先

生によっては、内容を事前にプリントして渡してくれたりするが、先生全員がそうしてくれる訳で

はないので、聞き取りが困難なときがある。 

・私は聴覚障がいの為、人と話をするとき口を見て何とか聞いているのですが、それでも聞き取りに

くいことが多々あり、コロナウイルスの流行に伴いマスク着用することで、どこに行っても不便を

感じます。(仕方ないことだし、そうせざるを得ないことと思っています。)常に夫にそばに居ても

らい、助けてもらっています。 

・ある程度は口の動きで会話の内容を理解することが可能ですが、コロナでほぼみんながマスクをし

ているので少し人と会うのが不安で怖い。最近は大きめのノートを持ち歩いて、最初から筆談する

ようにしているけど、少し面倒くさがられるので仕方ないと思いつつ申し訳なくなる。 

●消毒液の使用 

・外出先にある消毒液の容器がポンプ式のものが大半で、私個人にはとても使いづらいので困ってい

る。 

・作業所で使っている消毒液があわなく、皮膚科へ通院。 

・一般トイレに消毒液があっても多目的トイレには置いてないことがある。 

●感染への不安 

・人と直接会うのが不安です。 

・外出しなくなって逆に出るのが怖くなっている。(前から)その部分が悪化している。 

・恐くて、出かけられない。 

・ＴＶ等で得た情報により必要以上に恐怖を感じてしまい、家族の外出に敏感になりました。家族全

体的に閉さ的になっていたと思います。 

・冬は札幌の病院までタクシーを利用させて頂いていますが、タクシーは「コロナ」消毒などされて

いるか聞くこともできず不安でした。 

・勤務時の他人との接触が不安。 

・なるべく人ごみのところには行かないようにしています。早くコロナがなくなり、前の生活がした

いです。 

・休校中、家でも運動をやっているが、筋肉がかなり落ちてしまいまだ戻っていない。介助者の負担

が大きく、両肘の痛みがまだ続いている。感染したら肺炎になり死んでしまうかも知れないと、不

安で事業所を使うこともできなかった。外出もせず家にいた。散歩だけはしましたが・・・。 

・自分がなったらという不安があった。外出できず、ストレスがたまった。 

・ウイルスが施設に入り込んだらと思うと死を意識する。感染者が出た場合、見殺しにされそう。そ

の場合どのような対応するつもりなのか、まったく方針が具体的に見えない。北広島の場合、病院

で治療が受けられるのか、市としてどのような対応をする見込みなのか。健常者と違い、逃げどこ

ろがない。職員もすぐ辞めてしまいそう。そもそも普段から入居者の健康への配慮が薄い。温度管

理や衛生管理体制に不信感がある。精神衛生管理度も薄い。加湿器のカルキが茶色く異常速度でた

まる。水質管理は大丈夫なのか心配。介護崩壊しかねない。恐い。 

・プールに入るのが恐いです。 

・目に見えないウイルスに皆がピリピリしているようで落ち着かない。 

・コロナにかかったらどうしようと、いつも不安がっています。 

・もともと患っている疾患の症状とコロナの症状が一部かぶっており、判断に不安を覚える。アレル

ギー性の喘息があり、息苦しさや咳込む症状があります。うつ病でもあるので、常に不安愁訴に起

因する倦怠感を感じています。現在は外出をさけ、体温を測ることで行動を決めていますが、強く

不安を感じ、事業所への通所をためらってしまう。 

 



 

117 
 

●感染防止の理解不足 

・事業所で距離を保てない人がいたこと。 

・喘息をもっており普段から咳が出たりしており、マスクをしていても外出したときに文句を言う方

がいたこと。 

・免許(車)を持っていないので、どうしても公共の交通手段を利用せざるを得ないのだが、マスクを

着用していない人もいたりして、感染が心配で公共の交通手段を使いたくない。職場でマスクを着

用していない人もいる。 

・職場でマスクしてない人が何人かいるから、コロナウイルスにうつりたくないから困っています。 

・むせやすいので、咳をしたら嫌な顔をされた。 

・事業所でコミュニケーションのつもりで触ってくる人がいて困っています。この人は声の出し方も

大きいので。 

●行政 

・コロナの件で市からのアナウンス等が全くなく、市内の情報のなさに困りました。もっと情報提供

など何かしら行動にして欲しかったです。今も市がコロナについて市民に対する何かしらの行動を

しているのがわかりませんし、動いているのかもわかりません。 

・小児慢性特定疾病の更新をしようとしたら、かなり遅れて今年の分は 1年延期になりましたと連絡

が来て、診断書代がムダになったのが困った。コロナの影響で色々なことが延期なり地味に困って

います。 

・コロナの影響で仕事の悩みをすぐ聞いてもらえず、直接相談員と話せなかったことがある。 

●その他 

・いつまで続くかわからない。 

・ワクチンが欲しい。 

・精神障がいは目に見えてわかるものではないので、対応が困難なことが不安。 

・耳慣れない言葉が普通に日常の言葉になっていて、ついていけない。(ソーシャルディスタンス、新

しい生活様式など) 
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（11）自由意見 

 

あなたご本人への質問は以上です。最後に、障がい福祉サービスや行政の取組について、何かご意

見がありましたら、自由にご記入ください。 

 

●情報提供 

・自分が利用できるサービスなのに知らなかったことがよくあるので。例えば障がい者と認定された

とき、どういう福祉サービスが受けられるのかを説明して欲しい。現状は教えられることはなく、

自分が知らない限りサービスが受けられない。 

・障がいのサービスや、免除して頂けるもの、色々わからず、どこに当てはまるかわからないため、

市役所にも聞けなく難しいと思いますが、受けられるサービスｅｔｃ個人的に郵送してお知らせし

て頂けると助かります。 

・障がい福祉サービスの内容がわかりにくい。(説明が・・・)長くて読む気が薄れる。 

・私達はきっと、必要な情報をうまく教えて頂き、利用できていると思います。しかしまだ知らない

こともあるので、気軽に相談できる人や所があるととても安心します。そして同じ町に住んでいて

も知らない方もいるかも知れません。その窓口は 1つより 2つ 3つと入口が沢山あると困っている

人の希望になるかも知れません。 

・北広島には福祉サービスが沢山あるのに、知られていないこと。(情報など窓口等)障がいのある人

がもっとわかりやすく使用できたら良いと思います。 

・情報が皆無に等しい。 

●相談対応 

・もうちょっと話を聞いてもらいたい。女の職員さんが少ない。 

・就労に向けて、相談支援事業所の方が家にこられて良いと思われる。事業所を決めたりしましたが、

本人の希望と気持ちの整理が整ってないのに、どんどん前に話が進んでものごとが決まってしまっ

た。もっと相談員とコミュニケーションを取って、自分の考えや思いを素直に出せる時間があれば

良いと思う。なので気持ちがあまり進まないが、周りの人(相談員、親)の意向のままものごとが進

んで行った。相談員の方も忙しいので、仕事をこなしている感が強く感じ、自分の(本人の)ことを

本当に思っているのかなと感じた。 

・電話、窓口で行政の人と相談しているときに、名前、生年月日、住所など復唱している内容が周り

の人に聞かれ個人情報が流出し、差別や嫌がらせなど起きないか不安になったことがある。 

・相談できる所があり、聞いてくれる人がいれば何とかなると思います。 

●手続き 

・「行政手続きの簡略化」手帳の更新とかくだらないことで本庁に行くのは苦痛。大曲出張所で処理で

きるようにして頂きたい。 

・行政相談員が移動になったときに次回の相談員を教えていただきたい。前回のときＴＥＬで教えて

もらい、昨年度になったときは過去の説明をしなくても現在の状況を話をしてすぐわかって下さり

助かりました。親は老老になると忘れることが多々あり、説明が不十分なところがありますのでお

願いします。 

・本人、記入している親共に障がいの為、調べても理解できないことが多すぎて困ります。福祉サー

ビス等の説明がもう少し簡単になると助かります。手続きも少し難しいです。担当方が教えてくれ

ても理解しきれないことがあるので申し訳なくなります。親子で利用できる障がい福祉サービスが

あると嬉しいです。 

・制度がしょっちゅう変わるので、市の職員の方も大変でしょうし、障がい者本人も制度についてい
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けません。でも行政の方が手続きの間違いが多いのはとても不安になります。特にお金関係の間違

いはないようにお願いしたいです。 

・インターネットで申請の方法や申請用紙をＤＬできる様になるとありがたいです。また、インター

ネット上のメールやＬＩＮＥなどの行政との窓口があれば、利用しやすい人もいるのかなと感じま

した。 

・市役所まで遠いので、出張所で手続きが終わるようになれば嬉しいです。 

●認定 

・脳出血を発症した 9年前は介護保険で車いすのレンタルなどしていましたが、要支援になりすぐに

レンタルもできなくなり、介護保険制度も利用しなくなりました。2 年おきにｃｈｅｋされるのも

精神的にとても負担でした。Ｐ7 の問 26 のように現在同居している主人が急に入院となったとき

に、今のままの住居にいれるのか、ヘルパーさんなどすぐたのめるのかとか不安になります。長女

は今年結婚し、仕事もあるので同居も不可能です。介護保険の制度を介護度の低いものに対して、

もう少し見直して欲しいと思います。 

・精神障害者保健福祉手帳の申請をしたが、却下されたらどうなるのか不安。今まで通りに作業所に

行けなくなるのか不安。 

・61歳で障がい者になったが、介護保険が使えないのは(介護保険を使って受ける機能訓練)おかしい

と思う。主人の場合は、特定疾病ではないからという理由だが、原因はどうであれ障がいには変わ

りないのだから、区別をつけるのはなくす方向にして欲しい。 

・障害福祉サービス受給者証の有効期限を 2～3年間にして欲しい。 

・福祉サービスにおいて子供向けなのか、大人向けなのかわかりづらいです。自立できる人とそうで

ない人を分けてもらった方が良いと思います。このアンケートもそうですが本人は理解できないの

で家族が書いているのが現状です。色々な手続きにおいて成人しているので本人のサインが必要と

言われても無理です。 

・発達障がいで特に成人以降の認定の場合、ほとんど支援の対象からはずれます。精神疾患から障が

いがわかったのですが、自立支援を受けられるまでも遠かったです。支援を受けられれば、また働

けるようになるまでの時間も短く済むと思います。福祉に取り組む北広島市だからこそ、検討をさ

らに重ねて欲しいです。 

・発症してから障がいが分かる(診断名がつく)まで非常に長い時間が掛かり、「初診日」が二十才過ぎ

になりました。障がいのため、年金を納めたり免除申請をしたりも出来ず、障がい年金が受けられ

ません。救済の制度があったらいいなと思います。 

●サービス枠の拡充 

・障害者手帳を取得している上で、生活に欠かせない補装具の支給制度や年金の支給の在り方につい

て改善すべきなのではないか。聴覚障がいの 2級 4級 6級全ての人々が、補聴器は必要とする中で、

2級のみ、補助金制度があるのはどうかと思う。それは障がい者年金支給制度とも関連しているが、

2 級の人が一般の就職で働きながら、給与をもらっている中、2 か月おきに支給される年金も支給

され生活していることに対して、私の中では、障がいの中での不平等があるのではないかと思う。

補聴器に関しては何十万円もする金額を働きながら購入しているのに、2 級のみ全額または半分支

給されるなど不平等ではないか。障害者手帳の階級ごとにしっかりと全ての人々に必要とする補装

具の支給や年金など平等に支援すべきではないかと思う。(階級ごとに支給される金額は異なって

いいので 6級まで、生活に必要な部分は支給すべき。) 

・うつの人や軽度の発達障がいの人が受けられるサービスや取組があれば良いと思います。 

・精神障がい 3級の手帳しか持っていませんが、障がい等級が低くても受けられるサービスが充実す

るとありがたいなと思います。 
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●交通費支援 

・交通費の補助や割引など分かりやすく示して欲しい。 

・薬代、病院代が掛かる上、車で(夫の)通院の為ガソリン代が掛かる。多いときで月 2、3回は通うの

で主人に申し訳ないと思う。札幌市はガソリン代が支給されるのに、北広島はされない。支給して

欲しいです。 

・就労移行、支援の事業所が北広島には少なすぎる。札幌には多くの実績ある事業所が多くあります。

札幌へ行きたい所があっても、通所が困難です。市外に通所するとしても交通費が掛かりますし、

市の負担額も少なく続けられません。働きたいのに働けない、それが一番つらいです。働く場や選

択肢がもっとふえることを願っています。 

・現在車を持っていますが仕事や通院などによく使うので、札幌市のようにガソリンなどの補助があ

るといいと思います。 

・交通費、市外へ、全額支給して欲しい。(Ａ型作業所へ通うのに。) 

・交通費制度をもう少し充実させて欲しい。 

・住居の近くにＡ型の就労継続支援施設が無いので、現在利用しているＢ型施設からのステップアッ

プが難しい。交通費の補助があれば、札幌含め利用の選択肢の範囲を広げることができる。 

・障がいの認定は受けていますが、日内変動、その日の薬の効き具合などで一見健常者のように見え

ることもあるかと思いますが、実は楽ではありません。活動できる時間は限られていて、体を休め

る時間も必要になるためです。外に出ることは体のために良いと効果が得られたりしますので、支

援を受けてＡ型事業所に通い収入を得られ大変有りがたいです。ただ市内にあれば・・・とは思い

ます。通勤費に 1 万以上かかり補助もありません。さらに負担金もありキツイなぁと思います。 

・毎日送迎していますが、既定の距離に満たないため車いすでも申請が通らず残念でした。 

・移動支援事業が障がいの程度に関係なく使えるようになるとありがたいです。 

●放課後デイサービス 

・放課後デイサービスを利用していますが、毎日おやつ代 100 円プラスイベントで 100 円～200 円な

ど、とてもお金がかかる施設が多いので、少しでもお金の負担がなく利用出来たら助かります。 

・放デイを利用していますが、料金が掛からないのでとても助かってます。 

●ショートステイ 

・ショートステイできる場所を北広島に作って下さい。重身の子供がショートステイできるところ。

お願いします。(急に親が体調悪くなったりしたときに本当に困ります。) 

・去年から医療ケアが必要な人がショートステイで受け入れてもらえなくなりました。何のための短

期入所サービスなのでしょう？ 

・周辺の市町村には充実している児童も入れるショートステイ先がなく、練習ができない。何年も練

習していってやっと理解したりできるので、場所が欲しい。北広島でできないため札幌、江別など

に他の方たちも行っている現状です。 

・ショートステイが常に空きがないようで困ったときに使えないということがほとんどで、レジャー

のときはまだ計画的に利用できますが、介護者の急病、予定の組めない葬儀のときに利用できたこ

とが一度もなく、今後が心配です。コロナ禍の中、当日すぐ受け入れられる「緊急枠」を作って欲

しいと思います。よろしくお願いします。 

・使いたいときに使えるショートステイが欲しい。介助者の腰、関節が辛い状況になってきているの

でこの先が心配です。高校卒業後に週 5日、生活介護に通えるのか心配です。出来るだけ北広島市

でと(送迎を考えると)考えています。生活介護の受け入れ先が増えて欲しいです。 

●入所施設 

・グループホームの充実。障がいがあってもひとりで暮らせるようになりたい。 

・グループホームをもつ、就業施設を増やして欲しい。 
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・グループホームを新設したい。北広島市に問合せても手続きがわからなかった。 

・女性用(マンション型)グループホームまたは、ひとり暮らしできる施設ができて欲しい。 

・施設での生活が希望ですが、現実は入所出来るところがなく大変です。 

●訪問介護 

・訪問介護の上限が高すぎ(18000 円)で、十分な訪問リハが受けられません。脳性マヒの障がいのせ

いでじっとバギーなどに座ることが難しいので移動がつらいです。支援センターに行くのも大変な

ので、訪問リハが札幌市と同じ上限(4500 円)になれば、リハビリも十分受けることができます。産

科医療補償制度の対象にもならなかったため、金銭的に本当にキビしいです。 

●医療支援 

・道外から昨夏引越て来たが、医療費がすごく高い!愛知県は障がい者は無料、子供は高校卒業まで無

料。予防接種などの案内なども時期になると郵送されて来たが、こちらでは自分で広報などで調べ

ていくと知り驚いた。予防接種もインフルエンザの無料クーポンなどもあったのになくて金銭的に

すごく負担だ。 

●オムツ 

・オムツ券で(紙おむつ購入費の助成)お尻拭きも購入できるようにして欲しいです。オムツとお尻拭

きはセットで利用するものだと思います。オムツの宅配サービスがある市もあるようなので、配達

してもらえると助かります。 

●補装具 

・補装具の申請から再申請の期間が長く、状況の変化の対応が不充分(4年の期間中に症状が大きく変

化しても新たに購入出来ない)。期間の延長ではなく、臨機応変に対応して欲しい。1つの眼鏡を 4

年もたせるのは難しい。 

・ストーマ用具給付を受けていますが、最近金額が足りません。取りかえる間かくで調整しています

が、月々少しで良いので金額を上げて欲しい。 

・補装具は修理は年に 1 回、作るのは 2 年に 1 回 2 足。とても足りなく、自費だとすごく高額です。

車いす等も毎回使用するもの、こんなこと言いたくないですが業者の支払い等の中身も問題がある

と思います。単価の確認や利用者への理解等、もう少し考慮して頂けると助かります。障がい者に

とって必要不可欠なものです。どうかご検討下さい。 

●盲導犬等 

・盲導犬以外にも聴導犬、自閉症児向け介助犬、歩行介助犬、心のサポート介助犬など日本では、あ

まり馴染みがありませんが介助犬を必要とする人に、貸与を希望する人に、これから認知されたり

普及し、介助犬を通して障がい者が自立しやすい環境だったり、社会参加や活動につながり、外出

の範囲が広がることを願っています。 

●匿名性の確保 

・「障がい者～」と大きく書いた車で送迎する姿を見てとても嫌だった。自分なら乗るところを見られ

たくない。確かに障がい者だし、最近はＴＶ等もあって公になっているが、私のように親友にすら

知られたくない人は居ると思う。表面上は健常者のように扱えないものか。 

●精神の障がい支援の充実 

・身体の障がいばかり充実しているように思う。精神の障がいのことをもっと考えて欲しい。 

・本人の権利を代弁できる第三者が不在である。当事者を保護する為の制度が足りない。精神科病院

に長期で入院している患者の権利はまだまだないがしろにされている。 

・精神、心療の人たちがもっと安心して暮らせる、もろもろの整備。 

●障がい児教育 

・今は発達障がいについて解明されてきている一方で、学校では全く理解されていない、わかってい

ない教師が多いことに不安を感じます。皆同じ様に出来ないとダメ。はみ出す子は矯正しなくては
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ならないという軍隊の様な考えが今もあり、日本はとても遅れていると思います。とても息苦しい。

個性を重視した教育をして欲しい。通常のことができなくても、多方面で素晴らしい力を発揮する

子が沢山います。そういう子を潰してしまっているのが、教員の皆さんには、障がいというものに

もっと関心を持ち、理解していただきたいです。 

・学校教育充実(支援員、補助教員の加配)、望みます。 

・学校教育を受ける際に、教師が専門的な知識がない人が多いのが困ります。知識はないけど、気持

ちでカバーできる先生もいますが、知識も気持ちもない先生もいます。もっと特別支援教育につい

て学んで欲しいと思います。特別支援学級の先生ですら、学んでないケースも多いと思います。た

だ叱ってさせる、圧力でさせるという教育をしている特別支援の先生も今だにいます。 

●教育機会の均等 

・エレベーターのある高校は限られているので、受験はいちかばちかの大博打でした。また、高校へ

の距離もあるので、健常者のお子様の定期券代と比べると高額なので、正直辛いものがあります。

息子の将来の為に出来るだけ頑張って支えたいと思います。どの高校にもエレベーターや各階の障

がい者用トイレがあれば、選択肢があって学び易くなるのにと思いました。在学中に障がいを負う

ことになっても退学せず学べる環境があると良いのに・・・と思うのです。 

・中学校の支援学級の子達は、殆ど高等養護学校へ行く道しかないと聞き、大変驚きました。発達障

がいと診断を受けてはいるが、ほぼ普通に近い子達なのに、将来は障がい者枠で低賃金で働くしか

道はないというのは疑問です。健常者よりもよい働きをするかもしれないのに、障がい者は低賃金

とされるのは、差別だと思います。高等養護学校は企業とのパイプが太く、就職には有利だと言わ

れますが、どれもパン作りなど、決まった仕事ばかりで、本人のやりたい仕事ではないのです。要

は、殆ど仕事を選ぶ権利がないと同じです。 

●就労 

・障がい者が安心して気軽に就労できる施設が地元に欲しい。(歩いて通えたら大変嬉しいけど。) 

・障がいを持っていても働ける職場を拡大して行って欲しい。 

・〇〇食品のように、積極的に障がい者を受け入れてくれる企業を増やしてもらえるような取組をし

て欲しい。 

・北広島ではＢ型が多く、年金をもらえない身としては貯金もできないし、体調不良で安定した収入

が得られない。将来は不安だらけで生きることがつらい。Ｂ型の最低工賃を 500円以上にしてもら

えないと基本的な(人として)生活は困難、違法だと感じる。年金の基準が厳しすぎて、申請しても

無駄。 

・就労継続支援Ｂ型で短時間勤務でも、最低賃金をもらえるような働き方を新しく作って欲しい。 

・医薬品メーカーに勤めたい。 

・一般就労への支援をもっとして欲しい。 

・現在就労継続支援Ｂ型を受けているが、働いている事業所や指定特定相談事業所で新たな就労場所

を探してくれない。仕事の内容が簡単な作業動作の繰り返しで、変化がないので適宜仕事内容を変

えて欲しい。これからのことを行政(役所)からも働いている事業所や指定相談事業所に、本人の適

正に合った仕事を見つける努力をする様指導して欲しい。 

・就労継続支援Ａ型事業所に通所していますが、就労時間が 4時間と短いので収入確保の為、5～6時

間労働させて欲しい。 

・在宅の仕事を紹介して欲しい。 

・聴覚障がい者の私ではありますが、社会生活を暮らすためには「テレワーク」というコミュニケー

ション法は、私にとっては、効果が大きいと思います。自家用テレワークがあると周りでもコミュ

ニケーションを取りやすく、私でも安心ができる生活を送りたいと思っています。 

・コロナ禍で、感染者だけではなく、医療者までも差別した日本人です。障害者に対しても、口には
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出さないですが差別している人は多いと思っています。福祉を必要とする私のようなものは、生産

性がなく、経済活動と遠いところにいることは否めません。しかし、多くの障害者は就業を望んで

いるのではないでしょうか。北広島市が、これまで以上に障害者の働きやすい地域になることを

願っています。 

●経済援助 

・最低賃金で時短勤務の障がい者が、安心して暮らして行ける経済援助。 

・今回のコロナで長期にわたり休みや時間の変更(施設の)があった。家族が協力して本人の面倒をみ

るのは当然だと思っているが、仕事を休んだり早退したりと、収入の減少があり生活が大変になっ

た。子育て世代のように、障がいを持つ子の親にも支援があると助かる。 

・最低限の生活が確保できるような金銭支援の充実をお願いしたい。 

・母子家庭で収入源も減り、生活に困っている。現在、手取り 19万円程。子供に新しい服を買ってあ

げたりできない状況。貯金もゼロです。子供 3人、男の子、食べ盛りなので食費だけで、給与の半

分なくなり、満足な食事提供ができない。困っています。家庭崩壊しそうです。私自身うつ病なの

で、仕事するだけで今は精一杯です。自分が倒れたら、子供 3 人養っていけません。長男大学生、

次男高校生、3 男が発達障がいで(ＡＳＤ、ＡｂＨＤ)なので生活でのルールが守れず、またうつ病

が悪化して私自身仕事ができなくなることに不安、心配が増強します。 

・金銭面やその他、徹底した助けをすべきでは。 

●成人利用施設 

・仕事から 4 時 30 分に帰って来た後や、仕事の休みの土曜日と日曜日に、親と一緒に出掛けること

しか出来ない。障がいがある人の「大人の遊び場」みたいな場所があれば良いと思う。ボーリング

のサークルや運動が出来るサークル、ゲームが出来るサークルなど。よろしくお願いします。 

・移動支援などで外出できる場所(静かにしなくても大丈夫で、休憩やちょっとした飲食ができる広

い公園や室内施設)があまり無いので残念です。これからできるボールパークの中に、知的や身体

的な障がいがある人も楽しめるような憩いの場ができると嬉しいです。(特に何もなくても楽しめ

る、噴水や緑、イルミネーション、音楽・・・ベンチなどがあるといいなぁ。) 

・児童は利用するところがたくさんあり選べますが、18歳以上はホホエム、小春日、福祉会と 3 か所

しかなく、なおかつ他からの利用者(市外)もいて、地元なのに 3か所にどこにも行けない成人の人

がいると思います。そんな方の行くところがなく、家で過ごしている人がいます。もう少し利用で

きる事業所があるといいかなって思っています。 

●バリアフリー 

・公共のトイレの流すレバーやボタンは、わかりやすいものにしてください 

・外出支援をして欲しい。施設に立ち入り検査などして、現状を目や足で確認して欲しい。車イスで

家に入れるようにしたい。相談に乗ったり、支援をして欲しい。立位保持できない人が利用しやす

いトイレを増やして欲しい。 

・通学するようになり、学校前の歩道が通常のアスファルトではないため、車道を通ることになりそ

うです。 

●除雪 

・冬の家の前の除雪時、子どもを家の中に置いて行うのも心配だし、車中で待たせるのも怒り出した

り出てきたりして大変。 

・冬場の除雪サービスを作って欲しい。 

●避難 

・最近は大雨で不安です。避難するのも大変ですし、一般のトイレもベッドの上とかでないとおむつ

交換も難しいです。指定避難所があると聞きましたが、市の要請があれば開設すると言われました

が、直接行けるようにして欲しいです。地震のときは知らなくて、自宅が大丈夫だったので何とか
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なりましたが、洪水の場合は川が近く、無理なので一般ではなく、直接指定避難所に行けるようお

願いしたいです。 

・問 55 に関することは全国各地の災害時にいつも考えています。一般避難場所で、地域の人達と同

じスペースで過ごすことはほとんど困難だとずっと思っていました。しかし他に避難するところが

ないのです。ところが問 55 の(注 2)を読んで気がつきました。「空き教室などに設けられるよう配

慮者向けのスペース」の確保を計画中に組み込んでおけば、何とかなるではありませんか。必要と

している人の数とか要望を事前に把握することで、不安が安心につながります。ぜひ実施して下さ

いますようお願い致します。 

・今の状況で災害になったとき、福祉避難所はどうなるのか心配です。また、大曲地区の福祉避難所

の確保も早くしていただきたいです。 

・災害時に行政指定の避難場所だけではなく、普段利用している障がい福祉施設などを短期間、仮の

避難場所として指定してもらえれば安心できるのだが・・・。 

・スマホの文字変換のアプリも使用していますが、うまく変換されないことも多く・・・災害時など

外見ではわからな障がいなので不安しかない。スマホも見える電話(ｄｏｃｏｍｏ)を使用して通話

は可能ですが、緊急通報には対応していないので、救助などが必要なときはどうしたら良いかわか

らなく不安です。 

・災害に関して、実際に昨年体験したことです。100m くらい離れた住宅で、大きな火事がありました。

早朝一人の時間帯で、近所の火事とはわかりませんでした。サイレンの音があまりにもうるさく、

何台も消防車が過ぎ去り、早めにサイレンが止まるので近所の火事とわかりました。しかし、どれ

くらい近いものか、非難するとしたらどの方向かわからないので、厚別警察署へ問いあわせ、報道

規定で教えられないと言われましたが、視覚障害であることを告げて教えてもらい安心しました。

事前に災害時に助けを必要とする人がピックアップされ、消防、警察、行政などに周知されていた

らさらに安心です。2 年前の胆振の震災の時に経験しましたが、災害時は近所も余裕がないと思い

ます。 

●隣人問題 

・集合住宅、共同住宅などで、隣人問題で悩む人らを徹底した助けをすべきでは。 

●介護者欠如状況への対応 

・親も年を取ってしまいましたが、障がいのある本人の老後も安心だと思います。 

・将来的にきっと一人で生活するには不安な部分があります。今は小学生ですが、中高と進路の後に

仕事という大きな課題があります。状況に合わせて、困っていることに誰かの助けが必要と思いま

す。 

・本人は福祉サービス自体理解できないので、家族が元気なうちに福祉と継げて行こうと思っていま

す。 

・夫(半身マヒ)、妻、小学生の子供(発達障がい)の家族構成で、妻がコロナにもしかかったら生活が

成り立たなくなるのでは？ととても不安でした。父母は高齢で持病もある為あずかってもらうこと

は出来ず、またコロナであればお金を払っても、家事等(夫、子供の世話)をしてもらえるところが

無いのではないか？と心配になりました。 

・私は主婦なので、私本人がサービスが使いたいよりも、私がいなくなることで子供が育てられない

というのが一番困ったことでした。障がい者になった当時、子供は４才でしたから…。 

●障がいの理解 

・見た目ではわからない障がいに対する認識が、とても低く理解のない人たちに、罵声を浴びせられ

ることがよくある。そういった障がいがあることも良く広めて欲しい。 

・聴覚障がいは見た目では分からず聴覚障がいであることを一人ひとりに説明しなくてはならず、不

便を感じます。そういう方達の為に、何かもっと知ってもらえる方法はないのでしょうか？ 
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・精神障がいは目に見えない分、理解してもらえず他人が怖い。 

●障がい者への理解 

・もっと人と理解できるようにがんばって欲しいです。 

・もっともっと社会全体が障がい者に理解を示し、生きやすい社会になって欲しい。 

・福祉に携わる皆様方のお陰で、自分は生きていけているのだと常に感じています。今の時代でなけ

れば、自分はとうに死ぬことを選んでいると思います。最低限自力で働き生活できるようになって

迷惑をかけないよう努力していきますので、もう少しの間頼らせてください。もうしわけないです。 

●差別 

・差別をなくす支援を受けたい。 

・障がいを持つ人がすぐ隣にいるのがあたり前で、そういう人に手を差し伸べるのがあたり前で、差

別を受けるいわれの無いのが当たり前の社会を作って下さい。 

・人間関係というもの、なかなか難しいものです。失敗してしまったり、職員様に失礼な対応をして

しまったとしても、反省できるのが人間です。日々反省し、向上を試みながら新たに生きる権利を

持っているはずです。思いきりレッテルを貼られてしまえば「人間、そんなものだよな・・・」と

思わざるを得ない。 

●障がい者参加の施策立案 

・障がい者の家族、本人、市役所などでプロジェクトみたいなものをつくり、安心できる町づくりな

ど目指して欲しいと思います。 

●アンケートについて 

・今回は本人が中学生なので親が記入しましたが、大人になったときに自分で読んで記入できるとは

思えなかったです。ご本人が自分でできる場合は問題ないですが、困難な場合は本人への簡単な質

問(1ページ程度)、身近にいる人への質問と分けるのは？と思いました。 

・アンケートが難しすぎる。 

・書いている内容が難しいです。 

・今回のアンケートなど、〇をつけるだけなら手書きでもできるが、その他を選んだときに、記入欄

が狭いため本用紙のように機械を使って回答しなければならない場合も多い。ポストに行くことも

困難なため、パソコンを使用しない方は用紙で、パソコンを使用したい方はネットやメールフォー

ムからも回答ができるようにしていただけると助かります。 

・アンケートの問がたくさんあり過ぎて疲れる。 

・この度アンケート用紙が届きましたが、解釈がむずかしい部分もありまして、なかなか進みません

でした。 

・返答に困る質問があったので、その部分がもっとわかりやすくなるといいなと思います。 

・無記名として、データを集めるためのアンケートも必要だろうが、障がい当事者一人ひとりの実生

活をよく知って、その人に合った福祉サービスの提供をぜひ実現して欲しい。 

・返信用封筒が小さく感じます。片手がふるえるため折る作業が大変でした。解答用紙を別にして下

さるか、封筒を同じＡ４にして下さるとありがたいと思いました。 

・返信用封筒、小さくないですか？ 

 




