
１ 回答者
か い と う し ゃ

 

（１） 回答
かいとう

される方
かた

について 

回答者
かいとうしゃ

は、図
ず

１「回答者
かいとうしゃ

」のとおりであり、本人
ほんにん

の意見
い け ん

（家族等
か ぞ く と う

回答
かいとう

含
ふく

む）、約 56％ 

（671人
にん

）と最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

１「回答者
かいとうしゃ

」 

 

 

２ 調査
ちょうさ

対象者
たいしょうしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、地域
ち い き

、同居
どうきょ

している人
ひと

、介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

 

（１） 性別
せいべつ

 

性別
せいべつ

については、図
ず

２「性別
せいべつ

」のとおりである。 

 

図
ず

２「性別
せいべつ

」 

 

  

本人, 671 人, 56%

本人の意見をご家

族や介助者が回答, 

165 人, 14%

本人回答困難なためご

家族や介助者が回答, 

162 人, 14%

無回答, 197 人, 16%

【問１】お答えいただくのはどなたですか？

男性, 

602 人, 50%女性, 

587 人, 49%

無回答,6 人, 1%

【問２】あなたの性別は？



 

（２） 年齢
ねんれい

 

年齢
ねんれい

については、１０歳
さい

代
だい

から６５歳
さい

が７割
わり

程度
て い ど

であり、詳細
しょうさい

は、図
ず

３「年齢
ねんれい

」 

のとおりである。 

 

図
ず

３「年齢
ねんれい

」 

 
 

（３） 暮
く

らしている地域
ち い き

 

暮
く

らしている地域
ち い き

は、図
ず

４「地域
ち い き

」のとおりである。 

 

図
ず

４「地域
ち い き

」 

 
  

10歳代, 16 人, 1%
20歳代, 91 人, 8%

30歳代, 145 人, 12%

40歳代, 161 人, 13%

50歳代, 229 人, 19%

60歳代, 247 人, 21%

70歳代, 126 人, 11%

80歳以上, 173 人, 14%

無回答, 7 人, 1%

【問３】あなたの年齢は？

行仁, 54 人, 5%

鶴城, 58 人, 5%

謹教, 59 人, 5%

城北, 46 人, 4%

日新, 64 人, 5%

城西, 95 人, 8%

町北, 19 人, 2%

高野, 11 人, 1%

神指, 42 人, 4%

門田, 220 

人, 18%

東山, 38 人, 3%

一箕, 123 人, 10%

大戸, 45 人, 4%

湊, 22 人, 2%

北会津, 52 人, 4%

河東, 78 人, 7%

その他, 150 人, 13%

無回答, 19 人, 2%

【問４】あなたの暮らしている地区は？



 

（４） 一緒
いっしょ

に暮
く

らしている人
ひと

 

一緒
いっしょ

にくらしている人
ひと

は、図
ず

５「一緒
いっしょ

に暮
く

らしている人
ひと

」のとおりである。単身
たんしん

、父母
ふ ぼ

、

配偶者
はいぐうしゃ

が高
たか

い割合
わりあい

となっている。 

 

図
ず

５「一緒
いっしょ

に暮
く

らしている人
ひと

」 

 

 

（５） 介助
かいじょ

が必要
ひつよう

なもの 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

で介助
かいじょ

が必要
ひつよう

なものについては、図
ず

６「介助
かいじょ

が必要
ひつよう

なもの」のとおりで 

ある。外出支援
がいしゅつしえん

やお金
かね

の管理
か ん り

が高
たか

い割合
わりあい

となっており、薬
くすり

の管理
か ん り

がそれに続
つづ

いて 

いる。 

図
ず

６「介助
かいじょ

が必要
ひつよう

なもの」 

 

23.6%, 376 人

22.1%, 351 人

21.3%, 339 人

16.0%, 255 人

8.6%, 136 人

5.3%, 85 人

2.9%, 46 人

0.1%, 2 人

0 人 100 人 200 人 300 人 400 人

単身（一人暮らし）

父母

配偶者（事実婚含む）

子ども

兄弟姉妹

その他

祖父母

無回答

問５：あなたが一緒に暮らしている人は、

どなたですか？（複数回答）

13.2%, 374 人

12.9%, 365 人

10.0%, 285 人

8.0%, 228 人

7.9%, 225 人

7.0%, 198 人

6.6%, 187 人

5.5%, 156 人

5.1%, 145 人

4.8%, 136 人

3.2%, 90 人
15.8%, 449 人

-50 人 50 人 150 人 250 人 350 人 450 人

外出

お金の管理

薬の管理

入浴

家族以外の人との意思疎通

身だしなみ

食事

その他

衣服の着脱

トイレ

家の中の移動

無回答

問６：日常生活で、介助が必要なものがありますか？

（複数回答）



 

（６） 介助
かいじょ

してくれる人
ひと

 

介助
かいじょ

してくれる人
ひと

は、図
ず

７の「介助
かいじょ

してくれる人
ひと

」のとおりである。父母
ふ ぼ

、施設
し せ つ

 

職員
しょくいん

、世話人
せ わ に ん

が高
たか

い割合
わりあい

となっている。 

 

図
ず

７「介助
かいじょ

してくれる人
ひと

」 

 
 

（７） 介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

 

介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

は、図
ず

８の「介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

」のとおりである。８０歳
さい

以上
いじょう

１割
わり

を超
こ

 

えている。 

 

図
ず

８「介助者
かいじょしゃ

の年齢
ねんれい

」 

 

22.1%, 185 人

21.8%, 183 人

18.0%, 151 人

14.7%, 123 人

7.5%, 63 人

6.0%, 50 人

5.1%, 43 人

3.1%, 26 人

1.7%, 14 人

0 人 50 人 100 人 150 人 200 人 250 人

父母

施設の職員、世話人

配偶者

子ども

その他の家族

ホームヘルパー

その他

友人・知人・ボランティア

無回答

【問７】介助してくれる方は誰ですか？（複数回答）

10歳代, 2 人, 0%
20歳代, 9 人, 2%

30歳代, 17 人, 4%

40歳代, 40 人, 9%

50歳代, 93 人, 20%

60歳代, 

147 人, 32%

70歳代, 97 人, 21%

80歳以上, 55 人, 12%

【問８】介助者の年齢は？



３ 障
しょう

がいの状態
じょうたい

 

（１） 身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

の等級
とうきゅう

 

身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

の等級
とうきゅう

については、図
ず

９－（１）「身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

の等級
とうきゅう

」のとおりであ

る。 

 

図
ず

９－（１）「身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

の等級
とうきゅう

」 

 
 

【アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

におけるクロスデータ分析
ぶんせき

】 

年代
ねんだい

 

等級
とうきゅう

 

20歳代
さいだい

未満
み ま ん

 
20歳代

さいだい

 30歳代
さいだい

 40歳代
さいだい

 50歳代
さいだい

 60歳代
さいだい

 70歳代
さいだい

 
80歳代

さいだい

以上
いじょう

 

年齢
ねんれい

 

無回答
むかいとう

 

1級
きゅう

 0 6 18 24 49 53 23 28 0 

2級
きゅう

 0 5 9 11 42 40 28 17 2 

3級
きゅう

 0 1 6 8 19 37 12 18 0 

4級
きゅう

 0 2 4 10 31 30 10 41 0 

5級
きゅう

 0 3 2 5 6 10 2 3 0 

6級
きゅう

 1 0 0 4 6 8 18 45 0 

未所持
み し ょ じ

 5 20 16 17 17 15 15 10 0 

等級
とうきゅう

無回答
むかいとう

 10 54 90 82 59 54 18 11 5 

合計
ごうけい

 16 91 145 161 229 247 126 173 7 

年代別
ねんだいべつ

でみると、1級
きゅう

、3級
きゅう

所持者
し ょ じ し ゃ

では60歳代
さいだい

が最
もっと

も多
おお

かったが、2級
きゅう

、4級
きゅう

所持者
し ょ じ し ゃ

では、 

僅
わず

かではあるが 50歳代
さいだい

が最
もっと

も多
おお

い結果
け っ か

となった。 

また、6級
きゅう

所持者
し ょ じ し ゃ

では、80歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

が最
もっと

も多
おお

かった。 

  

１級, 201 人, 17%

２級, 154 人, 13%

３級, 101 人, 8%

４級, 128 人, 11%

５級, 31 人, 2%

６級, 82 人, 7%

持っていない, 

115 人, 10%

無回答, 

383 人, 32%

【問９】－（１）身体障害者手帳の等級は？



 

（２） 療育手帳
りょういくてちょう

の等級
とうきゅう

 

療育手帳
りょういくてちょう

の等級
とうきゅう

については、図
ず

９－（２）「療育手帳
りょういくてちょう

の等級
とうきゅう

」のとおりである。 

 

図
ず

９－（２）「療育手帳
りょういくてちょう

の等級
とうきゅう

」 

 
 

 

【アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

におけるクロスデータ分析
ぶんせき

】 

年代
ねんだい

 

判定
はんてい

 

20歳代
さいだい

未満
み ま ん

 
20歳代

さいだい

 30歳代
さいだい

 40歳代
さいだい

 50歳代
さいだい

 60歳代
さいだい

 70歳代
さいだい

 
80歳代

さいだい

以上
いじょう

 

年齢
ねんれい

 

無回答
むかいとう

 

A判定
はんてい

 4 21 23 13 6 10 7 2 1 

B判定
はんてい

 4 26 33 19 16 15 7 0 0 

未所持
み し ょ じ

 3 21 29 29 58 88 42 76 2 

判定
はんてい

無回答
むかいとう

 5 23 60 100 149 134 70 95 4 

合計
ごうけい

 16 91 145 161 229 247 126 173 7 

年代別
ねんだいべつ

でみると、A判定
はんてい

・B判定
はんてい

ともに、30歳代
さいだい

が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで 20歳代
さいだい

が多
おお

い

結果
け っ か

となった。なお、50歳代
さいだい

、60歳代
さいだい

に無回答者
む か い と う し ゃ

が多
おお

い為
ため

、今後
こ ん ご

もより良
よ

いサービスの

提供
ていきょう

と共
とも

に注視
ちゅうし

していく必要
ひつよう

がある。 

  

Ａ判定, 87 人, 7%

Ｂ判定, 120 人, 10%

持っていない, 

348 人, 29%

無回答, 

640 人, 54%

【問９】－（２）療育手帳の等級は？



 

（３） 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の等級
とうきゅう

 

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の等級
とうきゅう

については、図
ず

９－（３）「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

のとおりである。 

 

図
ず

９－（３）「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

の等級
とうきゅう

」 

 
 

【アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

におけるクロスデータ分析
ぶんせき

】 

  年代
ねんだい

 

等級
とうきゅう

 

20歳代
さいだい

未満
み ま ん

 
20歳代

さいだい

 30歳代
さいだい

 40歳代
さいだい

 50歳代
さいだい

 60歳代
さいだい

 70歳代
さいだい

 
80歳代

さいだい

以上 

年齢
ねんれい

 

無回答
むかいとう

 

1級
きゅう

 0 0 3 2 1 8 6 4 0 

2級
きゅう

 2 14 28 39 37 27 14 3 2 

3級
きゅう

 5 19 33 37 30 31 9 2 0 

未所持
み し ょ じ

 3 19 10 29 61 72 42 79 2 

等級
とうきゅう

無回答
むかいとう

 6 39 71 54 100 109 55 85 3 

合計
ごうけい

 16 91 145 161 229 247 126 173 7 

年代別
ねんだいべつ

でみると、1級
きゅう

所持者
し ょ じ し ゃ

は 60歳代
さいだい

が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで 70歳代
さいだい

が多
おお

い結果
け っ か

となっ

た。2級
きゅう

所持者
し ょ じ し ゃ

は 40歳代
さいだい

が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで 50歳代
さいだい

が多
おお

い結果
け っ か

となった。3級
きゅう

所持者
し ょ じ し ゃ

は 40歳代
さいだい

が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで 30歳代
さいだい

が多
おお

い結果
け っ か

となった。 

 

  

１級, 24 人, 2%

２級, 166 人, 14%

３級, 166 人, 14%

持っていない, 

317 人, 26%

無回答, 

522 人, 44%

【問９】－（３）精神障害者保健福祉手帳の等級は？



 

（４） 身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

をお持
も

ちの方
かた

の主
おも

な障
しょう

がい 

身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

をお持
も

ちの方
かた

の主
おも

な障
しょう

がいは、図
ず

９－１の「身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

の

主
おも

な障
しょう

がい種別
しゅべつ

」のとおりである。 

 

図
ず

９－１「身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

所持者
し ょ じ し ゃ

の主
おも

な障
しょう

がい種別
しゅべつ

」 

 
 

【アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

におけるクロスデータ分析
ぶんせき

】 

年代
ねんだい

 

主
おも

な障
しょう

がい 

20歳代
さいだい

未満
み ま ん

 
20歳代

さいだい

 30歳代
さいだい

 40歳代
さいだい

 50歳代
さいだい

 60歳代
さいだい

 70歳代
さいだい

 
80歳代

さいだい

以上 

年齢
ねんれい

 

無回答
むかいとう

 

視覚
し か く

障
しょう

がい 1 1 1 4 10 22 31 36 0 

聴覚
ちょうかく

障
しょう

がい 0 2 3 5 4 18 37 104 0 

音声
おんせい

言語
げ ん ご

障
しょう

がい 0 0 0 1 0 7 9 9 0 

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

 0 8 16 24 69 60 5 3 2 

内部
な い ぶ

機能
き の う

障
しょう

がい 0 1 10 12 40 26 1 2 0 

その他
た

 0 4 3 11 25 28 7 3 0 

無回答
むかいとう

 0 1 7 4 7 18 8 2 0 

合計
ごうけい

 1 17 40 61 155 179 98 159 2 

年代別
ねんだいべつ

でみると、視覚
し か く

障
しょう

がい・聴覚
ちょうかく

障
しょう

がいは 80歳代
さいだい

以上
いじょう

が最
もっと

も多
おお

く、年齢
ねんれい

に比例
ひ れ い

した

推移
す い い

となった。肢体
し た い

不自由者
ふ じ ゆ う し ゃ

は 50歳代
さいだい

が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで 60歳代
さいだい

が多
おお

い結果
け っ か

となっ

た。 

  

視覚障がい, 

109 人, 14%

聴覚障がい, 

179 人, 23%

音声言語障がい, 

27 人, 4%
肢体不自由, 189 人, 25%

内部機能障がい, 

94 人, 12%

その他, 

98 人, 13%

無回答,

68 人, 9%

【問９－１】身体障害者手帳をお持ちの方の主な障がいは？



 

（５） 難病
なんびょう

の認定
にんてい

 

難病
なんびょう

の認定
にんてい

については、図
ず

１０の「難病
なんびょう

の認定
にんてい

」のとおりである。 

 

図
ず

１０「難病
なんびょう

の認定
にんてい

」 

 
  

受けている, 131 人, 11%

受けていない, 

923 人, 77%

無回答, 141 人, 12%

【問１０】難病の診断を受けていますか？



 

（６） 発達
はったつ

障
しょう

がいとしての診断
しんだん

 

発達
はったつ

障
しょう

がいとしての診断
しんだん

の有無
う む

については、図
ず

１１「発達
はったつ

障
しょう

がいの診断
しんだん

の有無
う む

」のとお

りである。 

 

図
ず

１１「発達
はったつ

障
しょう

がいの診断
しんだん

の有無
う む

」 

 
 

【アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

におけるクロスデータ分析
ぶんせき

】 

年代
ねんだい

 

診断
しんだん

有無
う む

 

20歳代
さいだい

未満
み ま ん

 
20歳代

さいだい

 30歳代
さいだい

 40歳代
さいだい

 50歳代
さいだい

 60歳代
さいだい

 70歳代
さいだい

 
80歳代

さいだい

以上 

年齢
ねんれい

 

無回答
むかいとう

 

ある 11 50 53 32 17 11 3 1 1 

ない 3 36 80 117 190 214 108 158 4 

有無
う む

無回答
むかいとう

 2 5 12 12 22 22 15 14 2 

合計
ごうけい

 16 91 145 161 229 247 126 173 7 

発達
はったつ

障
しょう

がいとして診断
しんだん

されたことがあると答
こた

えた方
かた

は、30歳代
さいだい

が最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで 20

歳代
さいだい

が多
おお

い結果
け っ か

となった。 

 

  

ある, 179 人, 15%

ない,

910 人, 76%

無回答, 106 人, 9%

【問１１】発達障がいとして診断を受けたことが

ありますか？



 

（７） 高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

としての診断
しんだん

 

高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

としての診断
しんだん

の有無
う む

については、図
ず

１２「高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

の診断
しんだん

の

有無
う む

」のとおりである。 
 

図
ず

１２「高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

の診断
しんだん

の有無
う む

」 

 

（８） 現在
げんざい

受
う

けている医療
いりょう

的
てき

ケア 

現在
げんざい

受
う

けている医療
いりょう

ケアについては、図
ず

１３「現在
げんざい

受
う

けている医療
いりょう

的
てき

ケア」のとおりであ

る。受
う

けていないが 50.0％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで透析
とうせき

が 3.7％、ストマ（人工肛門
じんこうこうもん

・

人工膀胱
じんこうぼうこう

）が 1.6％となっている。 
 

図
ず

１３「現在
げんざい

受
う

けている医療
いりょう

的
てき

ケア」 

 

ある, 48 人, 4%

ない, 

1,034 人, 87%

無回答, 113 人, 9%

【問１２】高次脳機能障がいとして診断されたことが

ありますか？

50.0%, 613 人

12.7%, 156 人

3.7%, 45 人

1.6%, 19 人

1.3%, 16 人

1.0%, 12 人

0.9%, 11 人

0.8%, 10 人

0.5%, 6 人

0.5%, 6 人

0.3%, 4 人

26.7%, 327 人

0 人 100 人 200 人 300 人 400 人 500 人 600 人 700 人

医療的ケアを受けていない

その他

透析

ストマ（人工肛門・人工膀胱）

導尿

胃ろう・腸ろう

たん吸引

気管切開

酸素吸入

経管栄養

人工呼吸器

無回答

【問１３】現在受けている医療ケアは？

（複数回答）



 

【アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

におけるクロスデータ分析
ぶんせき

】 

年代
ねんだい

 

医療
いりょう

ケア 

20歳代
さいだい

未満
み ま ん

 
20歳代

さいだい

 30歳代
さいだい

 40歳代
さいだい

 50歳代
さいだい

 60歳代
さいだい

 70歳代
さいだい

 
80歳代

さいだい

以上 

年齢
ねんれい

 

無回答
むかいとう

 

気管
き か ん

切開
せっかい

 0 1 0 2 1 2 1 3 0 

人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

 0 0 3 0 0 1 0 0 0 

酸素
さ ん そ

吸 入
きゅうにゅう

 0 0 0 2 1 1 1 1 0 

たん吸引
きゅういん

 0 1 0 3 1 1 1 4 0 

胃
い

ろう・腸
ちょう

ろう 0 1 1 2 1 2 3 2 0 

経管栄養
けいかんえいよう

 0 0 1 2 0 0 1 2 0 

透析
とうせき

 0 0 2 6 19 17 0 1 0 

導尿
どうにょう

 0 1 1 0 4 7 2 1 0 

ストマ 

(人工
じんこう

肛門
こうもん

・人工
じんこう

膀胱
ぼうこう

) 

0 0 0 1 6 8 0 4 0 

その他
た

 0 7 17 16 46 39 15 15 1 

医療的
いりょうてき

ケアを受
う

け

ていない 
14 59 83 88 96 113 63 93 4 

医療
いりょう

的
てき

ケア無回答
むかいとう

 2 23 41 46 58 59 45 51 2 

合計
ごうけい

 16 93 149 168 233 250 132 177 7 

医療
いりょう

的
てき

ケアを受
う

けている方
かた

で回答数
かいとうすう

が最
もっと

も多
おお

かったのは、透析
とうせき

で、50歳代
さいだい

が１９人
にん

で

最
もっと

も多
おお

く、ついで同
おな

じく透析
とうせき

で 60歳代
さいだい

が１７人
にん

で多
おお

い結果
け っ か

となった。 

  



４ 住
す

まいや暮
く

らしについて 

（１） 現在
げんざい

暮
く

らしている場所
ば し ょ

 

現在
げんざい

暮
く

らしている場所
ば し ょ

については、図
ず

１４「現在
げんざい

暮
く

らしている場所
ば し ょ

」のとおりである。

自宅
じ た く

が 61.7％と最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

１４「現在
げんざい

暮
く

らしている場所
ば し ょ

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 希望
き ぼ う

する将来
しょうらい

の生活
せいかつ

の場
ば

 

希望
き ぼ う

する将来
しょうらい

の生活
せいかつ

の場
ば

については、問
とい

１４の「４．福祉
ふ く し

施設
し せ つ

」と回答
かいとう

した方
かた

と 

「５．病院
びょういん

に入院
にゅういん

している」と回答
かいとう

した方
かた

に限定
げんてい

した質問
しつもん

としており、結果
け っ か

は、図
ず

１５

「希望
き ぼ う

する将来
しょうらい

の生活
せいかつ

の場
ば

」のとおりである。今
いま

のまま病院
びょういん

や施設
し せ つ

で生活
せいかつ

したいが

57.9％で最
もっと

も多
おお

かった。 

 

 

61.7%, 737 人

22.3%, 267 人

6.7%, 80 人

5.7%, 68 人

2.3%, 27 人

0.8%, 10 人

0.5%, 6 人

0 人 200 人 400 人 600 人 800 人

自宅（家族所有含む）

アパート、借家、公営住宅

福祉施設（障害者支援施設、高齢者支援施

設）で暮らしている

グループホームで暮らしている

病院に入院している

その他

無回答

【問１４】あなたは現在どこで暮らしていますか？



図
ず

１５「希望
き ぼ う

する将来
しょうらい

の生活
せいかつ

の場
ば

」 

 

 

（３） 施設
し せ つ

や病院
びょういん

以外
い が い

で必要
ひつよう

な支援
し え ん

 

施設
し せ つ

や病院
びょういん

以外
い が い

で必要
ひつよう

な支援
し え ん

については、図
ず

１６「施設
し せ つ

や病院
びょういん

以外
い が い

で必要
ひつよう

な支援
し え ｎ

」のと

おりである。経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

軽減
けいげん

が21.2％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで相談
そうだん

対応
たいおう

の充実
じゅうじつ

が19.6％

と多
おお

かった。 

 

図
ず

１６「施設
し せ つ

や病院
びょういん

以外
い が い

で必要
ひつよう

な支援
し え ん

」 

  

57.9%, 62 人

15.0%, 16 人

12.1%, 13 人

8.4%, 9 人

3.7%, 4 人

2.8%, 3 人

0 人 20 人 40 人 60 人 80 人

そうは思わない（今のまま施設や病院で生活

したい）

家族と一緒に生活したい

グループホームなどを利用したい

無回答

その他

一般の住宅で一人暮らしをしたい

【問１５】【問14】で(4)、又は(5)を選択した場合、将来

施設や病院以外で生活したいですか？

21.2%, 575 人

19.6%, 532 人

14.9%, 404 人

13.3%, 361 人

6.1%, 164 人

5.9%, 161 人

5.6%, 153 人

4.7%, 127 人

1.4%, 37 人

7.2%, 195 人

0 人 100 人 200 人 300 人 400 人 500 人 600 人

経済的負担軽減

相談対応の充実

適切な在宅サービス

適切な医療ケア

地域住民等の理解

障がい者に適した住宅の確保

コミュニケーションの支援

生活訓練等の充実

その他

無回答

【問１６】施設や病院以外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（◯は３つ）



５ 日中
にっちゅう

活動
かつどう

や仕事
し ご と

について 

（１） 外出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

 

外出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

については、図
ず

１７「外出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

」のとおりである。ほとんど毎日
まいにち

外出
がいしゅつ

する

が 43％と最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

１７「外出
がいしゅつ

の頻度
ひ ん ど

」 

 
 

（２） 一緒
いっしょ

に外出
がいしゅつ

する人
ひと

 

一緒
いっしょ

に外出
がいしゅつ

する人
ひと

については、図
ず

１８「一緒
いっしょ

に外出
がいしゅつ

する人
ひと

」のとおりである。 

一人
ひ と り

で外出
がいしゅつ

する割合
わりあい

が 44.5％と最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

１８「一緒
いっしょ

に外出
がいしゅつ

する人
ひと

」 

 
  

ほとんど毎日, 

518 人, 43%

2～3回/週, 

294 人, 25%

1回/週位, 115 人, 10%

2～3回/月, 77 人, 6%

1回/月位, 63 人, 5%

年数回, 43 人, 4% 全く外出しない, 58 人, 5%

無回答, 27 人, 2%

【問１７】外出の頻度は？

44.5%, 553 人

13.7%, 170 人

12.2%, 152 人

11.0%, 136 人

7.0%, 87 人

2.6%, 32 人

2.5%, 31 人

2.3%, 28 人

2.2%, 27 人

2.1%, 26 人

0 人 100 人 200 人 300 人 400 人 500 人 600 人

一人で外出する

配偶者（事実婚含む）

父母

施設職員、世話人

子ども

ヘルパー

友人・知人・ボランティア

その他

その他の家族

無回答

【問１８】誰と外出しますか？（回答１つ）



 

（３） 外出
がいしゅつ

目的
もくてき

 

外出
がいしゅつ

目的
もくてき

については、図
ず

１９「外出
がいしゅつ

目的
もくてき

」のとおりである。 

買い物
か い も の

が 32.1％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで通院
つういん

が 26.1％と多
おお

かった。 

図１９「外出
がいしゅつ

目的
もくてき

」 

 
 

（４） 外出
がいしゅつ

時
じ

の困
こま

り事
こと

や外出
がいしゅつ

しない理由
り ゆ う

 

外出
がいしゅつ

時の困
こま

り事
こと

や外出
がいしゅつ

しない理由
り ゆ う

については、図
ず

２０「外出
がいしゅつ

時
じ

の困
こま

り事
こと

や外出
がいしゅつ

しない

理由
り ゆ う

」のとおりである。公共交通機関
こうきょうこうつうきかん

が少
すく

ないが 16.1％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いでお金
かね

がか

かる の 15.0％が外出
がいしゅつ

の阻害
そ が い

要因
よういん

として挙
あ

げられている。 

 

図
ず

２０「外出
がいしゅつ

時
じ

の困
こま

り事
こと

や外出
がいしゅつ

しない理由
り ゆ う

」 

 

32.1%, 816 人

26.1%, 662 人

12.3%, 312 人

8.7%, 221 人

7.0%, 179 人

5.3%, 135 人

4.6%, 116 人

2.2%, 55 人

0.9%, 22 人

0.9%, 23 人

0 人 100 人 200 人 300 人 400 人 500 人 600 人 700 人 800 人 900 人

買い物

医療機関受診

通勤・通学

散歩

通所、訓練、リハビリ

友人・知人に会う

趣味・スポーツ

その他

グループ活動参加

無回答

【問１９】外出目的は？（回答３つ）

16.1%, 329 人

15.0%, 308 人
9.1%, 187 人

8.9%, 182 人

7.5%, 153 人

7.0%, 144 人

5.9%, 120 人

5.7%, 116 人

5.5%, 113 人

4.1%, 83 人

3.9%, 79 人

11.5%, 235 人

0 人 50 人 100 人 150 人 200 人 250 人 300 人 350 人

公共交通機関が少ない

お金がかかる

その他

発作等急な身体の変化

階段の段差

緊急時の対処法

周囲の目が気になる

列車バスの乗降り困難

介助者がいない、不足

障がい者用駐車場が少ない

設備が不便

無回答

【問２０】外出する時困ることや外出しない理由は？

（回答３つ）



 

（５） 平日
へいじつ

の過
す

ごし方
かた

 

平日
へいじつ

の過
す

ごし方
かた

については、図
ず

２１「平日
へいじつ

の日中
にっちゅう

の主
おも

な過
す

ごし方
かた

」のとおりである。仕事
し ご と

が 24.9％と最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

２１「平日
へいじつ

の日中
にっちゅう

の主
おも

な過
す

ごし方
かた

」 

 
 

（６） 勤務
き ん む

形態
けいたい

 

勤務
き ん む

形態
けいたい

については、図
ず

２２「勤務
き ん む

形態
けいたい

」のとおりである。非常勤
ひじょうきん

職員
しょくいん

、派遣
は け ん

職員
しょくいん

が

38.0％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで正職員
せいしょくいん

が 27.5％と多
おお

かった。 

 

図
ず

２２「勤務
き ん む

形態
けいたい

」 

 
  

24.9%, 305 人

20.2%, 248 人

18.2%, 223 人

12.8%, 157 人

7.2%, 88 人

6.3%, 77 人

4.2%, 51 人

0.8%, 10 人

0.7%, 8 人

0.5%, 6 人

4.2%, 52 人

0 人 50 人 100 人 150 人 200 人 250 人 300 人 350 人

仕事

家事

特に何もしていない

福祉施設に通所（就労訓練も含む）

施設入所中、入院中

その他

デイケア

リハビリ

通学

ボランティア（収入ない仕事）

無回答

【問２１】平日の日中の主な過ごし方

38.0%, 138 人

27.5%, 100 人

15.4%, 56 人

12.9%, 47 人

2.8%, 10 人

3.3%, 12 人

0 人 20 人 40 人 60 人 80 人 100 人120 人140 人160 人

非常勤職員、派遣職員

正職員（他職員と同等）

その他

自営業等

正職員（障がいへの配慮有）

無回答

【問２２】【問２１】で1の場合、勤務形態について



（７） 仕事
し ご と

の悩
なや

みの相談
そうだん

相手
あ い て

 

仕事
し ご と

の悩
なや

みの相談
そうだん

相手
あ い て

については、図
ず

２３「仕事
し ご と

の悩
なや

みの相談
そうだん

相手
あ い て

」のとおりである。

職場
し ょ くば

の上司
じ ょ う し

や同僚
どうりょう

が 29.3％と最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

２３「仕事
し ご と

の悩
なや

みの相談
そうだん

相手
あ い て

」 

 
 

（８） 今後
こ ん ご

の就労
しゅうろう

意欲
い よ く

 

今後
こ ん ご

の就労
しゅうろう

意欲
い よ く

については、図
ず

２４「今後
こ ん ご

収入
しゅうにゅう

を得
え

る仕事
し ご と

をしたいか」のとおりである。

仕事
し ご と

をしたいが、どうしたらよいか分
わ

からないが 30％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで、仕事
し ご と

をした

くないが 25％と多
おお

かった。 

 

図
ず

２４「今後
こ ん ご

収入
しゅうにゅう

を得
え

る仕事
し ご と

をしたいか」 

 
  

29.3%, 127 人

18.2%, 79 人

15.7%, 68 人

15.5%, 67 人

14.3%, 62 人

6.2%, 27 人

0.7%, 3 人

0 人 20 人 40 人 60 人 80 人 100 人 120 人 140 人

職場の上司や同僚

無回答

相談相手がいない

その他

福祉サービス事業所の職員

相談支援専門員

ジョブコーチなど支援員

【問２３】【問２１】で1の場合、仕事の悩みなど

だれに相談してますか？

仕事をしたい, 

120 人, 23%

仕事をしたいが、どうし

たらよいか分からない, 

158 人, 30%

仕事をしたくない, 

132 人, 25%

無回答, 113 人, 

22%

【問２４】【問２１】で1以外の18～64歳の場合、今後、

収入を得る仕事をしたいと思いますか？



 

（９） 資格取得
し か く し ゅ と く

・訓練
くんれん

・講座
こ う ざ

への意欲
い よ く

 

資格取得
し か く し ゅ と く

・訓練
くんれん

・講座
こ う ざ

への意欲
い よ く

については、図
ず

２５「資格取得
し か く し ゅ と く

・訓練
くんれん

・講座
こ う ざ

への意欲
い よ く

」の

とおりである。 

 

図
ず

２５「資格取得
し か く し ゅ と く

・訓練
くんれん

・講座
こ う ざ

への意欲
い よ く

」 

 
  

すでに受けている, 

40 人, 8%

今後、受けたい, 

144 人, 27%

受けたくない、

受ける必要ない, 

218 人, 42%

無回答, 121 人, 

23%

【問２５】【問２１】で1以外の18～64歳の場合、仕事に就くた

めの資格取得、訓練、講座を受けたいと思いますか？



 

（１０）必要
ひつよう

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

 

必要
ひつよう

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

については、図
ず

２６「必要
ひつよう

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

」のとおりである。上司
じ ょ う し

、同僚
どうりょう

の障
しょう

がい理解
り か い

が 20.6％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで短時間
た ん じ か ん

勤務
き ん む

、勤務
き ん む

日数
にっすう

の配慮
はいりょ

が 

12.7％と多
おお

かった。 

 

図
ず

２６「必要
ひつよう

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

」 

 

  

20.6%, 444 人

12.7%, 274 人

10.3%, 221 人

9.3%, 201 人

7.8%, 167 人

6.5%, 140 人

6.0%, 128 人

3.7%, 79 人

3.1%, 67 人

3.0%, 65 人

2.0%, 44 人

14.9%, 321 人

0 人 100 人 200 人 300 人 400 人 500 人

上司、同僚の障がい理解

短時間勤務、勤務日数等の配慮

通勤手段の確保

就労定着支援などの障がい福祉サービ

スの充実

特にない

在宅勤務の拡充

介助、援助が受けられること

勤務場所でのバリアフリー等の配慮

職場外での相談対応、支援

その他

企業ニーズに合った就労訓練

無回答

【問２６】就労支援として必要なことは？



６ 障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

の利用
り よ う

について 

（１） 障
しょう

がい支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

 

障
しょう

がい支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

については、図
ず

２７「障
しょう

がい支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

」のとおりである。 

図
ず

２７「障
しょう

がい支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

」 

 
 

（２） 介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスの利用
り よ う

 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスの利用
り よ う

については、図
ず

２８「介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスの利用
り よ う

」のとおりであ

る。 

 

図
ず

２８「介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービスの利用
り よ う

」 

 
  

区分１, 25 人, 2% 区分２, 43 人, 4%

区分３, 50 人, 4%

区分４, 37 人, 3%

区分５, 32 人, 3%

区分６, 30 人, 2%

非該当, 29 人, 2%

受けていない, 

761 人, 64%

無回答, 188 人, 16%

【問２７】障がい支援区分認定について

利用している, 

182 人, 15%

利用していない, 

947 人, 79%

無回答, 66 人, 6%

【問２８】介護保険サービスの利用について



 

（３） 希望
き ぼ う

する支援
し え ん

サービス 

希望
き ぼ う

する支援
し え ん

サービスについては、図
ず

２９「希望
き ぼ う

支援
し え ん

サービス」のとおりである。 

ヘルパーなど居宅
き ょた く

支援
し え ん

が 9.3％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いでヘルパー同行
どうこう

などの外出支援
がいしゅつしえん

8.6％と多
おお

かった。 

 

図
ず

２９「希望
き ぼ う

支援
し え ん

サービス」 

 

  

9.3%, 189 人

8.6%, 174 人

7.8%, 158 人

7.5%, 151 人

6.6%, 133 人

6.0%, 122 人

5.3%, 108 人

5.2%, 105 人

4.5%, 91 人

4.5%, 91 人

4.4%, 89 人

1.5%, 31 人

1.5%, 31 人

1.3%, 26 人

1.2%, 25 人

1.1%, 22 人
23.6%, 478 人

0 人 100 人 200 人 300 人 400 人 500 人

ヘルパーなど居宅支援

ヘルパー同行などの外出支援

通所による就労支援

日常生活の支援

短期入所などの介護者支援

居住サポート

入所施設での支援

余暇活動支援センター利用

成年後見制度利用

日常生活用具費助成利用

グループホームでの共同生活支援

要約筆記者派遣利用

自動車運転免許取得費補助利用

点字・声の広報利用

自動車改造費補助利用

手話通訳者派遣利用

無回答

【問２９】希望支援サービスについて（複数回答）



７ 相談
そうだん

相手
あ い て

について 

（１） 相談
そうだん

相手
あ い て

 

相談
そうだん

相手
あ い て

については、図
ず

３０「悩
なや

みを相談
そうだん

する相手
あ い て

」のとおりである。家族
か ぞ く

や親
しん

せきが

34.1％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで医師
い し

や病院
びょういん

の職員
しょくいん

が 3.7％と多
おお

かった。 

 

図
ず

３０「悩
なや

みを相談
そうだん

する相手
あ い て

」 

 

 

  

34.1%, 777 人

13.7%, 312 人

10.8%, 246 人

7.0%, 160 人

6.3%, 143 人

4.3%, 99 人

3.1%, 70 人

3.0%, 68 人

2.8%, 64 人

2.6%, 60 人

2.5%, 58 人

1.7%, 38 人

1.4%, 32 人

1.4%, 32 人

0.8%, 19 人

0.8%, 18 人

0.5%, 12 人

3.0%, 69 人

0 人 200 人 400 人 600 人 800 人

家族や親せき

医師や病院の職員

友人、知人、ボランティア

障がい福祉サービス事業所職員

相談支援専門員

職場の上司や同僚

相談できる人がいない

介護保険のケアマネジャー

市役所、保健所の職員

その他

地域包括支援センター相談員

近所の人

障がい者総合相談窓口職員

ふろんてぃあの職員

民生委員・児童委員

地域障がい者相談窓口職員

障がい者団体や家族会

無回答

【問３０】悩みを相談する相手について

（回答３つ）



 

（２） 情報
じょうほう

の入手先
にゅうしゅさき

 

情報
じょうほう

の入手先
にゅうしゅさき

については、図
ず

３１「障
しょう

がい・福祉
ふ く し

に関
かん

する情報
じょうほう

の入手先
にゅうしゅさき

」のとおりである。

家族
か ぞ く

や親
しん

せきが 14.9％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで医師
い し

や病院
びょういん

の職員
しょくいん

11.7％と多
おお

かった。 

 

図
ず

３１「障
しょう

がい・福祉
ふ く し

に関
かん

する情報
じょうほう

の入手先
にゅうしゅさき

」 

  

14.9%, 330 人

11.7%, 259 人

10.3%, 228 人

8.3%, 185 人

7.3%, 161 人

6.5%, 144 人

5.9%, 130 人

5.6%, 124 人

4.5%, 99 人

4.1%, 90 人

3.8%, 84 人

3.3%, 74 人

1.9%, 42 人

1.6%, 35 人

1.4%, 31 人

1.1%, 25 人

1.1%, 24 人

1.0%, 22 人

0.9%, 20 人

0.9%, 19 人

4.2%, 93 人

0 人 100 人 200 人 300 人 400 人

家族や親せき

医師や病院の職員

市政だよりなどの広報紙

インターネット

障がい福祉サービス事業所職員

相談支援専門員

本や新聞、雑誌、テレビやラジオ

市役所、保健所の職員

障がい福祉について教えてくれる人がいない

友人、知人、ボランティア

介護保険ケアマネジャー

地域包括支援センター相談員

障がい者総合相談窓口職員

その他

ふろんてぃあの職員

近所の人

職場の上司や同僚

障がい者団体や家族会

地域障がい者相談窓口職員

民生委員・児童委員

無回答

【問３１】障がい、福祉に関する情報の入手先

（回答３つ）



８ 障
しょう

がい者
しゃ

への差別
さ べ つ

などについて 

（１） 差別
さ べ つ

の経験
けいけん

 

差別
さ べ つ

の経験
けいけん

については、図
ず

３２「差別
さ べ つ

の経験
けいけん

」のとおりである。12.7％が今
いま

もあると

回答
かいとう

している。 

図
ず

３２「差別
さ べ つ

の経験
けいけん

」 

 

（２） 差別
さ べ つ

を受
う

けた場所
ば し ょ

 

差別
さ べ つ

を受
う

けた場所
ば し ょ

については、図
ず

３３「差別
さ べ つ

を受
う

けた場所
ば し ょ

」のとおりである。 

職場
し ょ くば

が 22.1％と最
もっと

も多
おお

く、次
つぎ

に学校
がっこう

15.9％、外出先
がいしゅつさき

13.0％の順
じゅん

に多
おお

かった。 

図
ず

３３「差別
さ べ つ

を受
う

けた場所
ば し ょ

」 

 

以前あった, 

280 人, 23%

今もある,

152 人, 13%

ない,

645 人, 54%

無回答,

118 人, 10%

【問３２】差別を受けたり嫌な思いをしたことが

ありますか？

22.1%, 157 人

15.9%, 113 人

13.0%, 92 人

12.1%, 86 人

6.6%, 47 人

6.5%, 46 人

6.3%, 45 人

4.1%, 29 人

3.8%, 27 人

3.5%, 25 人

0.1%, 1 人

5.8%, 41 人

0 人 50 人 100 人 150 人 200 人

職場

学校

外出先（店などの対応）

住んでいる地域

医療機関

その他

交通機関利用時

公共施設利用時

市役所、保健所

地区の行事・集会

災害時の避難所

無回答

【問３３】【問３２】で1又は2の場合、どこで差別や

嫌な思いをしたか？（回答３つ）



 

（３） 差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

が生
う

まれる理由
り ゆ う

 

差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

が生
う

まれる理由
り ゆ う

については、図
ず

３４「差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

が生
う

まれる理由
り ゆ う

」の 

とおりである。無意識
む い し き

のうちの差別
さ べ つ

意識
い し き

が24.9％と最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで障
しょう

がい者
しゃ

を蔑視
べ っ し

する風潮
ふうちょう

が 18.3％、幼少時
よう し ょう じ

からの障
しょう

がいへの理解
り か い

不足
ぶ そ く

が 16.9％で多
おお

かった。 

図
ず

３４「差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

が生
う

まれる理由
り ゆ う

」 

 

 

（４） 理解
り か い

促進
そくしん

に必要
ひつよう

なこと 

１. 必要
ひつよう

な広報
こうほう

活動
かつどう

 

必要
ひつよう

な広報
こうほう

活動
かつどう

については、図
ず

３５－１「必要
ひつよう

な広報
こうほう

活動
かつどう

」のとおりである。 

本
ほん

や雑誌
ざ っ し

、テレビやラジオが 35.4％で最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

３５－１「必要
ひつよう

な広報
こうほう

活動
かつどう

」 

 

無意識のうちの差別意識, 

270 人, 21%

障がい者を蔑視する風潮, 

231 人, 18%

幼少期からの障が

いへの理解不足, 

213 人, 17%

わからない, 

185 人, 

権利擁護の精神が社会に

育っていない, 

124 人, 10%

その他, 55 人, 4%

障がい者に配慮した施設が

ないため, 23 人, 2%

無回答, 163 人, 13%

【問３４】 障がい者差別、偏見が生まれる理由について

本や雑誌、テレビ、

ラジオ, 427 人, 36%

市政だよりなどの広報紙, 325 人, 27%

インターネット, 

147 人, 12%

その他, 27 人, 2%

無回答, 279 人, 

23%

問３５：障がい者に対する理解を深めるためには

何が必要か？（１）広報活動の充実



２．必要
ひつよう

な交流
こうりゅう

 

必要
ひつよう

な交流
こうりゅう

については、図
ず

３５－２「必要
ひつよう

な交流
こうりゅう

」のとおりである。 

ボランティア活動
かつどう

を通
とお

した交流
こうりゅう

と障
しょう

がい者
しゃ

イベントへの参加
さ ん か

・協力
きょうりょく

が約
やく

５割
わり

を占
し

め最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

３５－２「必要
ひつよう

な交流
こうりゅう

」 

 

 

３．障
しょう

がい理解に対する啓発
けいはつ

 

  障
しょう

がい理解
り か い

に対
たい

する啓発
けいはつ

については、図
ず

３５－３「障
しょう

がい理解
り か い

に対
たい

する啓発
けいはつ

」 

のとおりである。小中学校
しょうちゅうがっこう

での理解
り か い

促進
そくしん

教育
きょういく

が 46.5％で最
もっと

も多
おお

かった。 

 

  図
ず

３５－３「障
しょう

がい理解
り か い

に対
たい

する啓発
けいはつ

」 

 

  

ボランティア活動を通した交流, 

289 人, 24%

障がい者イベントへの参加・協力, 

282 人, 23%

お祭り、町内清掃などでの交流, 

195 人, 16%

その他,

55 人, 5%

無回答,

381 人, 32%

問３５：障がい者に対する理解を深めるためには何が必要か？

（２）障がい者と健常者との交流

小中学校での理解促進教育, 

556 人, 46%

地域住民への福祉講座の開催, 

238 人, 20%

その他, 

57 人, 5%

無回答, 

344 人, 29%

問３５：障がい者に対する理解を深めるためには何が必要か？

（３）障がい理解に対する啓発



 

（５） 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の認知度
に ん ち ど

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

については、図
ず

３６「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の認知度
に ん ち ど

」のとおりである。

施行
し こ う

も内容
ないよう

も知
し

らないが 64.4％と最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

３６「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の認知度
に ん ち ど

」 

 

（６） 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の認知度
に ん ち ど

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

については、図
ず

３７「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

」のとおりである。名前
な ま え

も内容
ないよう

も知
し

らな

いが 34.4％と最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

３７「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の認知度
に ん ち ど

」 

 
  

施行も内容も知らない, 

769 人, 64%

施行されている事は知って

いる,

234 人, 20%

施行されている事、内容も

知っている,

108 人, 9%

無回答, 

84 人, 7%

【問３６】「障害者差別解消法」について

名前も内容も知らない, 

411 人, 34%

内容は知らない, 

366 人, 31%

名前も内容も

知っている, 

335 人, 28%

無回答, 83 人, 7%

【問３７】「成年後見制度」について



９ 地域
ち い き

活動
かつどう

について 

（１） 近所
きんじょ

付
つ

き合
あ

いの状況
じょうきょう

 

近所
きんじょ

付
づ

き合
あ

いについては、図
ず

３８「近所付
づ

き合
あ

い」のとおりである。あいさつ程度
て い ど

が

49.3％で最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

３８「近所
きんじょ

付
づ

き合
あ

い」 

 

（２） 参加行事
さ ん か ぎ ょ う じ

の内容 

参加行事
さ ん か ぎ ょ う じ

については、図
ず

３９「参加行事
さ ん か ぎ ょ う じ

」のとおりである。清掃
せいそう

活動
かつどう

が52.3％で最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

３９「参加行事
さ ん か ぎ ょ う じ

」 

 
  

あいさつ程度,

589 人, 49%

ほとんどなし, 

315 人, 27%

日常的, 165 人, 14%

行事のとき, 74 人, 6% 無回答, 52 人, 4%

【問３８】あなたは近所とのつきあいは

どのくらいありますか？

清掃活動, 

168 人, 52%

その他, 66 人, 20%

お祭り, 38 人, 12%

サロン活動, 12 人, 4%

運動会, 9 人, 3%

無回答, 28 人, 9%

【問３９】【問３８】で１、2の場合、参加行事

（◯１つ）



 

（３） 災害時
さ い が い じ

避難
ひ な ん

を助
たす

けてくれる人
ひと

 

災害時
さ い が い じ

避難
ひ な ん

を助
たす

けてくれる人
ひと

については、図
ず

４０「災害時
さ い が い じ

避難
ひ な ん

を助
たす

けてくれる人
ひと

」 

のとおりである。いると回答
かいとう

した方
かた

が 59.5％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで一人
ひ と り

で避難
ひ な ん

でき 

ると回答
かいとう

した方
かた

が 26.8％で多
おお

かった。 

 

図
ず

４０「災害時
さ い が い じ

避難
ひ な ん

を助
たす

けてくれる人
ひと

」 

 
  

いる, 

604 人, 51%

一人で避難できる, 

320 人, 27%

いない, 209 人, 17%

無回答, 62 人, 5%

【問４０】あなたは災害発生時に避難を助けてくれる人が

いますか（回答１つ）



１０ 市
し

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

について 

（１） 市
し

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の満足度
ま ん ぞ く ど

 

市
し

の福祉
ふ く し

施策
し さ く

の満足度
ま ん ぞ く ど

については、図
ず

４１「市
し

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の満足度
ま ん ぞ く ど

」のとおりで

ある。ある程度
て い ど

満足
まんぞく

と回答
かいとう

した方
かた

が 40.4％で最
もっと

も多
おお

かった。 

 

図
ず

４１「市
し

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

施策
し さ く

の満足度
ま ん ぞ く ど

」 

 
  

ある程度満足, 

483 人, 40%

やや不満, 229 人, 19%

不満, 129 人, 11%

満足, 107 人, 9%

無回答, 247 人, 21%

【問４１】市の障がい福祉施策について

満足していますか？（回答１つ）



 

（２） 本市
ほ ん し

での生活
せいかつ

に必要
ひつよう

なこと 

本市
ほ ん し

での生活
せいかつ

に必要
ひつよう

なことについては、図
ず

４２「本市
ほ ん し

での生活
せいかつ

に必要
ひつよう

なこと」のとおりで

ある。経済的
けいざいてき

支援
し え ん

が 12.5％で最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

、安心
あんしん

して住
す

める

場所
ば し ょ

がどちらも 10％で多
おお

かった。 

 

図
ず

４２「本市
ほ ん し

での生活
せいかつ

に必要
ひつよう

なこと」 

 

 

12.5%, 575 人

10.1%, 464 人

10.0%, 462 人

8.6%, 394 人

8.4%, 385 人

6.0%, 277 人

5.6%, 257 人

5.0%, 231 人

4.7%, 215 人

4.5%, 209 人

3.6%, 166 人

3.5%, 163 人

3.0%, 140 人

2.8%, 130 人

2.5%, 117 人

2.1%, 96 人

2.1%, 95 人

1.0%, 47 人

0.8%, 36 人

3.0%, 139 人

0 人 200 人 400 人 600 人

経済的支援

相談体制の整備

安心して住める場所

在宅で十分な介助

障がいの周囲の理解

障がい者雇用

通所事業所の充実

情報が公平に伝わること

入所施設の整備

治療・リハビリが受けやすいこと

災害時の避難支援体制整備

外出が気兼ねなくできること

道路、施設のバリアフリー整備

地域で支えあう体制整備

権利擁護の充実

教育・育成環境の充実

早期発見・病気予防の機会の確保

スポーツ等余暇活動の充実

その他

無回答

【問４２】今後、本市で生活する場合、何が必要ですか？

（複数回答）


