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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

障害福祉サービス等の利用実態やニーズ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を把握

し、「第６期宇治市障害福祉計画」及び「第２期宇治市障害児福祉計画」の策定の基礎資料とし

て、調査を実施するものです。 

 

２ 調査対象 

調査票の種類 調査対象者 調査方法 

１．障害者用 

令和 2（2020）年 9月 1日現在、18 歳以上の 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健 

福祉手帳所持者 

■身体障害者手帳所持者から 1,845人を無作為 

に抽出 

■療育手帳所持者 826 人 

■精神障害者保健福祉手帳所持者 784人 

郵送による配布・回収 

２．障害児用 

令和 2（2020）年 9月 1日現在、18 歳未満の 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健 

福祉手帳所持者 545人 

郵送による配布・回収 

３．発達障害者用 発達障害のある方 

郵送による配布・回収 

発達障害者団体等に配布依頼・ 

郵送による回収 

 

３ 調査期間 

令和２年９月４日から令和２年９月２３日 

 

４ 回収状況 

調査票の種類 所持手帳の種類 配布数 回収数 回収率 

１．障害者用 

身体障害者手帳 1,845 通 

1,746 通 50.5％ 療育手帳 826通 

精神障害者保健福祉手帳 784通 

２．障害児用 

身体障害者手帳 79 通 

240通 44.0％ 療育手帳 442通 

精神障害者保健福祉手帳 24 通 

３．発達障害者用 ― 215通 79 通 36.7％ 

合計  4,215 通 2,065 通 49.0％ 

※ 重複障害の場合、身体障害者手帳所持者と療育手帳所持者の場合は身体障害者手帳所持、療育手

帳所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者の場合は療育手帳所持者として分類しています。 
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５ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 
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Ⅱ 調査結果 

１ 障害手帳を持つ人（障害者） 

問１ この調査票にご記入いただく方はどなたですか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 ご本人 1,108 63.5％ 700 70.1％ 144 32.7％ 261 74.1％

2 家族の方が代理で記入 539 30.9％ 268 26.8％ 251 56.9％ 76 21.6％

3 施設職員が代理で記入 55 3.2％ 10 1.0％ 39 8.8％ 7 2.0％

4 その他 14 0.8％ 7 0.7％ 4 0.9％ 3 0.9％

無回答 30 1.7％ 14 1.4％ 3 0.7％ 5 1.4％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

ご本人 家族の方が代理で記入 施設職員が代理で記入

その他 無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,746

平成29年度調査 1,877

63.5

63.2

30.9

31.0

3.2

4.3

0.8

0.8

1.7

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２ 令和２年９月１日現在のあなたの年齢はおいくつですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 1,746 8.3 10.0 14.0 11.6 5.0 6.8 10.7 10.4 10.6 10.7 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳

70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 18～29歳 145 8.3％ 21 2.1％ 110 24.9％ 34 9.7％

2 30～39歳 175 10.0％ 22 2.2％ 105 23.8％ 63 17.9％

3 40～49歳 245 14.0％ 56 5.6％ 126 28.6％ 84 23.9％

4 50～59歳 202 11.6％ 73 7.3％ 71 16.1％ 75 21.3％

5 60～64歳 88 5.0％ 57 5.7％ 8 1.8％ 27 7.7％

6 65～69歳 119 6.8％ 91 9.1％ 7 1.6％ 23 6.5％

7 70～74歳 187 10.7％ 153 15.3％ 3 0.7％ 25 7.1％

8 75～79歳 181 10.4％ 166 16.6％ 3 0.7％ 6 1.7％

9 80～84歳 185 10.6％ 176 17.6％ 3 0.7％ 5 1.4％

10 85歳以上 187 10.7％ 172 17.2％ 2 0.5％ 6 1.7％

無回答 32 1.8％ 12 1.2％ 3 0.7％ 4 1.1％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問３ あなたがおもちの手帳はどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重複障害の状況】 

身体 知的 精神 人数 割合 

○   908人 52.0％ 

○ ○  60 人 3.4％ 

○ ○ ○ 4 人 0.2％ 

○  ○ 27 人 1.5％ 

 ○  372人 21.3％ 

 ○ ○ 5 人 0.3％ 

  ○ 316人 18.1％ 

不明 54 人 3.1％ 

全体 1,746 人 100.0％ 

  

％

身体障害者手帳１級

身体障害者手帳２級

身体障害者手帳３級

身体障害者手帳４級

身体障害者手帳５級

身体障害者手帳６級

療育手帳A

療育手帳B

精神障害者保健福祉手帳１級

精神障害者保健福祉手帳２級

精神障害者保健福祉手帳３級

無回答

15.3

8.7

8.3

16.2

4.2

4.5

12.9

12.3

1.9

10.1

8.1

3.1

17.0

8.4

9.1

18.4

4.7

4.3

13.1

12.5

1.9

7.2

6.3

2.1

0 10 20 30

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 身体障害者手帳１級 268 15.3％ 268 26.8％ 26 5.9％ 6 1.7％

2 身体障害者手帳２級 152 8.7％ 152 15.2％ 18 4.1％ 8 2.3％

3 身体障害者手帳３級 145 8.3％ 145 14.5％ 6 1.4％ 4 1.1％

4 身体障害者手帳４級 282 16.2％ 282 28.2％ 7 1.6％ 8 2.3％

5 身体障害者手帳５級 74 4.2％ 74 7.4％ 3 0.7％ 4 1.1％

6 身体障害者手帳６級 78 4.5％ 78 7.8％ 4 0.9％ 1 0.3％

7 療育手帳A 226 12.9％ 54 5.4％ 226 51.2％ 3 0.9％

8 療育手帳B 215 12.3％ 10 1.0％ 215 48.8％ 6 1.7％

9 精神障害者保健福祉手帳１級 33 1.9％ 9 0.9％ 3 0.7％ 33 9.4％

10 精神障害者保健福祉手帳２級 177 10.1％ 13 1.3％ 4 0.9％ 177 50.3％

11 精神障害者保健福祉手帳３級 142 8.1％ 9 0.9％ 2 0.5％ 142 40.3％

無回答 54 3.1％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

令和２年度調査

（回答者数 = 1,746）

平成29年度調査

（回答者数 = 1,877）
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問４ あなたは、どのような障害がありますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

言語障害

肢体不自由( 上肢・下肢・体幹機能など)

内部障害（心臓やじん臓、呼吸器など）

知的障害

発達障害（自閉症・学習障害など）

高次脳機能障害

精神障害

難病（特定疾患・小児慢性特定疾患など）

医療的ケアを受けている（人工呼吸器、
吸引、吸入、経管栄養など）

その他

無回答

4.8

5.2

4.6

28.1

19.2

22.7

10.4

2.2

19.0

3.3

3.4

6.1

3.4

4.4

6.4

5.1

30.0

19.4

24.6

8.6

2.4

15.3

3.4

3.6

7.3

2.8

0 10 20 30 40

令和２年度調査

（回答者数 = 1,746）

平成29年度調査

（回答者数 = 1,877）

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 視覚障害 83 4.8％ 79 7.9％ 6 1.4％ 5 1.4％

2 聴覚・平衡機能障害 90 5.2％ 87 8.7％ 7 1.6％ 2 0.6％

3 言語障害 81 4.6％ 52 5.2％ 36 8.2％ 9 2.6％

4 肢体不自由( 上肢・下肢・体幹機能など) 490 28.1％ 479 47.9％ 45 10.2％ 30 8.5％

5 内部障害（心臓やじん臓、呼吸器など） 336 19.2％ 326 32.6％ 9 2.0％ 4 1.1％

6 知的障害 396 22.7％ 62 6.2％ 371 84.1％ 14 4.0％

7 発達障害（自閉症・学習障害など） 182 10.4％ 9 0.9％ 132 29.9％ 49 13.9％

8 高次脳機能障害 39 2.2％ 25 2.5％ 5 1.1％ 16 4.5％

9 精神障害 331 19.0％ 42 4.2％ 26 5.9％ 292 83.0％

10 難病（特定疾患・小児慢性特定疾患など） 57 3.3％ 46 4.6％ 8 1.8％ 7 2.0％

11 医療的ケアを受けている（人工呼吸器、吸引、吸入、経管栄養など） 59 3.4％ 45 4.5％ 20 4.5％ 8 2.3％

12 その他 107 6.1％ 75 7.5％ 18 4.1％ 17 4.8％

無回答 59 3.4％ 14 1.4％ 12 2.7％ 5 1.4％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問５ あなたが現在、暮らしている場所はどこですか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和２年度調査 1,746

平成29年度調査 1,877

14.3

12.3

70.2

71.9

3.6

3.4

2.6

2.9

1.7

2.4

2.4

3.3

1.4

1.2

3.9

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅（一人暮らし） 自宅（家族などと同居）

障害者施設（入所施設） 介護保険施設（特別養護老人ホームなど）

病院（入院中） グループホーム

学校の寮 その他

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 自宅（一人暮らし） 249 14.3％ 152 15.2％ 24 5.4％ 77 21.9％

2 自宅（家族などと同居） 1,225 70.2％ 719 72.0％ 305 69.2％ 233 66.2％

3 障害者施設（入所施設） 62 3.6％ 12 1.2％ 52 11.8％ 2 0.6％

4 介護保険施設（特別養護老人ホームなど） 45 2.6％ 35 3.5％ 2 0.5％ 6 1.7％

5 病院（入院中） 30 1.7％ 21 2.1％ 6 1.4％ 9 2.6％

6 グループホーム 42 2.4％ 6 0.6％ 33 7.5％ 6 1.7％

7 学校の寮 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

8 その他 25 1.4％ 15 1.5％ 3 0.7％ 7 2.0％

無回答 68 3.9％ 39 3.9％ 16 3.6％ 12 3.4％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問６ 問５で「３．障害者施設（入所施設）」、「４．介護保険施設（特別養護老人ホーム

など）」、「５．病院（入院中）」のいずれかに○をされた方について、あなたは、今

後どのような暮らしをしたいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今のまま生活したい グループホーム

地域で一人暮らしをしたい 家族と一緒に暮らしたい

その他 無回答

回答者数 =

令和２年度調査 137

平成29年度調査 225

59.9

50.2

3.6

13.8

1.5

4.0

16.8

19.1

11.7

2.7

6.6

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 今のまま生活したい 82 59.9％ 40 58.8％ 38 63.3％ 10 58.8％

2 グループホーム 5 3.6％ 1 1.5％ 2 3.3％ 1 5.9％

3 地域で一人暮らしをしたい 2 1.5％ 0 0.0％ 2 3.3％ 0 0.0％

4 家族と一緒に暮らしたい 23 16.8％ 17 25.0％ 4 6.7％ 4 23.5％

5 その他 16 11.7％ 6 8.8％ 11 18.3％ 1 5.9％

無回答 9 6.6％ 4 5.9％ 3 5.0％ 1 5.9％

全  体 137 100.0％ 68 100.0％ 60 100.0％ 17 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問７ 次のサービスについて、現在の利用状況、今後利用したいかどうかについて、う

かがいます。あてはまる項目を一つ選んで〇をつけてください。 

(１)居宅介護（ホームへルプ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

7.0

7.6

7.0

9.4

0.1

0.6

0.5

0.4

0.9

0.6

26.9

32.0

17.9

21.3

23.5

17.5

27.2

33.5

19.7

19.2

23.1

17.9

22.3

23.2

23.8

16.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 123 7.0％ 76 7.6％ 31 7.0％ 33 9.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.1％ 0 0.0％ 0 0.0％ 2 0.6％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 9 0.5％ 4 0.4％ 4 0.9％ 2 0.6％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 469 26.9％ 320 32.0％ 79 17.9％ 75 21.3％

5 利用するつもりはない 410 23.5％ 175 17.5％ 120 27.2％ 118 33.5％

6 わからない 344 19.7％ 192 19.2％ 102 23.1％ 63 17.9％

無回答 389 22.3％ 232 23.2％ 105 23.8％ 59 16.8％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 60 7.0％ 25 10.9％ 30 7.1％ 22 7.8％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.2％ 0 0.0％ 0 0.0％ 2 0.7％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 4 0.5％ 0 0.0％ 4 1.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 173 20.2％ 49 21.4％ 77 18.3％ 61 21.6％

5 利用するつもりはない 278 32.5％ 64 27.9％ 119 28.3％ 104 36.7％

6 わからない 177 20.7％ 54 23.6％ 94 22.4％ 51 18.0％

無回答 161 18.8％ 37 16.2％ 96 22.9％ 43 15.2％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(２)重度訪問介護 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

1.3

2.0

1.8

0.6

0.2

0.1

0.5

0.6

13.5

17.0

7.9

10.8

29.8

21.7

36.5

43.5

20.7

20.6

22.4

19.9

34.5

38.5

30.8

24.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 23 1.3％ 20 2.0％ 8 1.8％ 2 0.6％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 4 0.2％ 1 0.1％ 2 0.5％ 2 0.6％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 236 13.5％ 170 17.0％ 35 7.9％ 38 10.8％

5 利用するつもりはない 520 29.8％ 217 21.7％ 161 36.5％ 153 43.5％

6 わからない 361 20.7％ 206 20.6％ 99 22.4％ 70 19.9％

無回答 602 34.5％ 385 38.5％ 136 30.8％ 87 24.7％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 13 1.5％ 11 4.8％ 8 1.9％ 1 0.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 2 0.2％ 0 0.0％ 2 0.5％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 77 9.0％ 27 11.8％ 34 8.1％ 27 9.5％

5 利用するつもりはない 356 41.6％ 78 34.1％ 158 37.6％ 136 48.1％

6 わからない 190 22.2％ 58 25.3％ 93 22.1％ 61 21.6％

無回答 217 25.4％ 55 24.0％ 125 29.8％ 58 20.5％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(３)同行援護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

1.0

1.5

0.7

0.3

0.1

0.5

0.3

0.2

0.5

0.3

8.2

9.9

4.1

7.7

33.1

26.0

38.8

47.2

19.2

18.9

20.6

17.9

38.1

43.4

34.9

26.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 17 1.0％ 15 1.5％ 3 0.7％ 1 0.3％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.1％ 0 0.0％ 2 0.5％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 6 0.3％ 2 0.2％ 2 0.5％ 1 0.3％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 143 8.2％ 99 9.9％ 18 4.1％ 27 7.7％

5 利用するつもりはない 578 33.1％ 260 26.0％ 171 38.8％ 166 47.2％

6 わからない 335 19.2％ 189 18.9％ 91 20.6％ 63 17.9％

無回答 665 38.1％ 434 43.4％ 154 34.9％ 94 26.7％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 5 0.6％ 4 1.7％ 3 0.7％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.2％ 0 0.0％ 2 0.5％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 3 0.4％ 1 0.4％ 2 0.5％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 52 6.1％ 18 7.9％ 18 4.3％ 22 7.8％

5 利用するつもりはない 382 44.7％ 91 39.7％ 168 40.0％ 146 51.6％

6 わからない 169 19.8％ 48 21.0％ 84 20.0％ 53 18.7％

無回答 242 28.3％ 67 29.3％ 143 34.0％ 62 21.9％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(４)行動援護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

3.2

1.3

9.8

2.0

0.5

0.2

2.0

0.3

0.7

0.2

2.3

0.6

13.7

8.8

19.3

21.9

28.1

26.8

25.2

34.7

19.2

19.3

17.7

19.6

34.6

43.3

23.8

21.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 55 3.2％ 13 1.3％ 43 9.8％ 7 2.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 9 0.5％ 2 0.2％ 9 2.0％ 1 0.3％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 12 0.7％ 2 0.2％ 10 2.3％ 2 0.6％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 240 13.7％ 88 8.8％ 85 19.3％ 77 21.9％

5 利用するつもりはない 491 28.1％ 268 26.8％ 111 25.2％ 122 34.7％

6 わからない 335 19.2％ 193 19.3％ 78 17.7％ 69 19.6％

無回答 604 34.6％ 433 43.3％ 105 23.8％ 74 21.0％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 48 5.6％ 9 3.9％ 42 10.0％ 5 1.8％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 8 0.9％ 2 0.9％ 8 1.9％ 1 0.4％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 10 1.2％ 2 0.9％ 9 2.1％ 1 0.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 160 18.7％ 24 10.5％ 85 20.2％ 67 23.7％

5 利用するつもりはない 287 33.6％ 86 37.6％ 108 25.7％ 105 37.1％

6 わからない 163 19.1％ 46 20.1％ 72 17.1％ 58 20.5％

無回答 179 20.9％ 60 26.2％ 96 22.9％ 46 16.3％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(５)生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

6.1

3.9

17.2

2.3

0.1

0.2

0.6

0.3

1.6

0.9

14.2

14.1

12.2

16.8

27.4

23.2

28.1

38.4

19.2

19.0

18.1

19.9

32.5

39.4

22.4

21.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 106 6.1％ 39 3.9％ 76 17.2％ 8 2.3％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 11 0.6％ 3 0.3％ 7 1.6％ 3 0.9％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 248 14.2％ 141 14.1％ 54 12.2％ 59 16.8％

5 利用するつもりはない 478 27.4％ 232 23.2％ 124 28.1％ 135 38.4％

6 わからない 335 19.2％ 190 19.0％ 80 18.1％ 70 19.9％

無回答 567 32.5％ 394 39.4％ 99 22.4％ 77 21.9％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 85 9.9％ 21 9.2％ 75 17.9％ 6 2.1％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 7 0.8％ 2 0.9％ 6 1.4％ 1 0.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 115 13.5％ 27 11.8％ 54 12.9％ 46 16.3％

5 利用するつもりはない 306 35.8％ 82 35.8％ 121 28.8％ 119 42.0％

6 わからない 166 19.4％ 45 19.7％ 74 17.6％ 60 21.2％

無回答 175 20.5％ 52 22.7％ 89 21.2％ 51 18.0％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(６)自立訓練（機能訓練） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

6.2

7.1

6.6

5.1

0.2

0.4

0.2

1.3

1.4

1.8

1.7

15.9

18.8

9.8

13.6

27.9

24.7

28.1

36.9

20.2

17.7

24.7

21.9

28.1

29.8

28.8

20.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 109 6.2％ 71 7.1％ 29 6.6％ 18 5.1％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 4 0.2％ 4 0.4％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 23 1.3％ 14 1.4％ 8 1.8％ 6 1.7％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 278 15.9％ 188 18.8％ 43 9.8％ 48 13.6％

5 利用するつもりはない 488 27.9％ 247 24.7％ 124 28.1％ 130 36.9％

6 わからない 353 20.2％ 177 17.7％ 109 24.7％ 77 21.9％

無回答 491 28.1％ 298 29.8％ 127 28.8％ 73 20.7％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 42 4.9％ 17 7.4％ 29 6.9％ 8 2.8％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.1％ 1 0.4％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 14 1.6％ 6 2.6％ 7 1.7％ 5 1.8％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 107 12.5％ 29 12.7％ 43 10.2％ 41 14.5％

5 利用するつもりはない 293 34.3％ 75 32.8％ 121 28.8％ 110 38.9％

6 わからない 205 24.0％ 56 24.5％ 103 24.5％ 67 23.7％

無回答 193 22.6％ 45 19.7％ 116 27.6％ 52 18.4％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(７)自立訓練（生活訓練） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

5.7

4.8

9.8

5.4

0.1

0.1

0.2

1.3

1.0

2.3

2.0

15.1

15.5

11.8

15.6

28.4

27.3

24.9

35.5

19.8

17.6

23.8

21.6

29.6

33.6

27.2

19.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 99 5.7％ 48 4.8％ 43 9.8％ 19 5.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.1％ 1 0.1％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 23 1.3％ 10 1.0％ 10 2.3％ 7 2.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 264 15.1％ 155 15.5％ 52 11.8％ 55 15.6％

5 利用するつもりはない 495 28.4％ 273 27.3％ 110 24.9％ 125 35.5％

6 わからない 346 19.8％ 176 17.6％ 105 23.8％ 76 21.6％

無回答 517 29.6％ 336 33.6％ 120 27.2％ 70 19.9％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 58 6.8％ 17 7.4％ 42 10.0％ 12 4.2％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 16 1.9％ 4 1.7％ 9 2.1％ 6 2.1％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 122 14.3％ 27 11.8％ 52 12.4％ 49 17.3％

5 利用するつもりはない 275 32.2％ 81 35.4％ 107 25.5％ 101 35.7％

6 わからない 198 23.2％ 52 22.7％ 99 23.6％ 66 23.3％

無回答 185 21.6％ 48 21.0％ 110 26.2％ 49 17.3％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(８)就労移行支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

2.4

0.7

4.5

5.4

0.1

0.5

1.1

0.3

1.8

2.3

7.0

3.4

6.8

17.9

38.9

42.1

35.1

35.2

16.7

14.1

21.5

18.8

33.7

39.3

29.7

20.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 42 2.4％ 7 0.7％ 20 4.5％ 19 5.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.1％ 0 0.0％ 2 0.5％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 19 1.1％ 3 0.3％ 8 1.8％ 8 2.3％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 123 7.0％ 34 3.4％ 30 6.8％ 63 17.9％

5 利用するつもりはない 680 38.9％ 421 42.1％ 155 35.1％ 124 35.2％

6 わからない 292 16.7％ 141 14.1％ 95 21.5％ 66 18.8％

無回答 588 33.7％ 393 39.3％ 131 29.7％ 72 20.5％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 37 4.3％ 6 2.6％ 19 4.5％ 18 6.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.2％ 0 0.0％ 2 0.5％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 18 2.1％ 3 1.3％ 7 1.7％ 8 2.8％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 97 11.3％ 12 5.2％ 29 6.9％ 59 20.8％

5 利用するつもりはない 318 37.2％ 105 45.9％ 150 35.7％ 93 32.9％

6 わからない 182 21.3％ 51 22.3％ 91 21.7％ 56 19.8％

無回答 201 23.5％ 52 22.7％ 122 29.0％ 49 17.3％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(９)就労継続支援 A型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

2.9

0.7

8.2

3.4

0.1

0.2

0.9

0.4

1.6

1.1

5.6

2.6

4.5

15.9

38.9

42.0

32.9

37.2

17.1

13.2

21.8

21.0

34.6

41.0

30.8

21.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 50 2.9％ 7 0.7％ 36 8.2％ 12 3.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 15 0.9％ 4 0.4％ 7 1.6％ 4 1.1％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 98 5.6％ 26 2.6％ 20 4.5％ 56 15.9％

5 利用するつもりはない 679 38.9％ 420 42.0％ 145 32.9％ 131 37.2％

6 わからない 299 17.1％ 132 13.2％ 96 21.8％ 74 21.0％

無回答 604 34.6％ 410 41.0％ 136 30.8％ 75 21.3％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 48 5.6％ 7 3.1％ 36 8.6％ 12 4.2％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 14 1.6％ 4 1.7％ 6 1.4％ 4 1.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 80 9.4％ 10 4.4％ 20 4.8％ 54 19.1％

5 利用するつもりはない 318 37.2％ 103 45.0％ 140 33.3％ 99 35.0％

6 わからない 186 21.8％ 43 18.8％ 91 21.7％ 65 23.0％

無回答 208 24.3％ 62 27.1％ 126 30.0％ 49 17.3％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１０)就労継続支援 B型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

5.6

1.5

13.4

8.5

0.2

0.5

0.3

0.9

0.3

2.3

0.9

5.0

2.5

4.1

13.1

38.1

41.6

29.0

39.5

16.3

13.0

21.1

18.5

34.0

41.0

29.7

19.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 97 5.6％ 15 1.5％ 59 13.4％ 30 8.5％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 3 0.2％ 0 0.0％ 2 0.5％ 1 0.3％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 15 0.9％ 3 0.3％ 10 2.3％ 3 0.9％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 88 5.0％ 25 2.5％ 18 4.1％ 46 13.1％

5 利用するつもりはない 665 38.1％ 416 41.6％ 128 29.0％ 139 39.5％

6 わからない 285 16.3％ 130 13.0％ 93 21.1％ 65 18.5％

無回答 593 34.0％ 410 41.0％ 131 29.7％ 68 19.3％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 91 10.6％ 13 5.7％ 59 14.0％ 29 10.2％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.2％ 0 0.0％ 2 0.5％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 14 1.6％ 3 1.3％ 9 2.1％ 3 1.1％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 71 8.3％ 10 4.4％ 18 4.3％ 44 15.5％

5 利用するつもりはない 304 35.6％ 102 44.5％ 123 29.3％ 106 37.5％

6 わからない 176 20.6％ 41 17.9％ 88 21.0％ 57 20.1％

無回答 197 23.0％ 60 26.2％ 121 28.8％ 44 15.5％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１１)就労定着支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

2.6

0.9

5.0

5.7

0.1

0.2

0.3

0.8

0.4

1.4

1.4

7.3

4.2

8.2

15.1

36.8

40.4

29.5

35.5

18.7

13.9

25.9

22.7

33.6

40.1

29.9

19.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 46 2.6％ 9 0.9％ 22 5.0％ 20 5.7％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 1 0.3％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 14 0.8％ 4 0.4％ 6 1.4％ 5 1.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 127 7.3％ 42 4.2％ 36 8.2％ 53 15.1％

5 利用するつもりはない 643 36.8％ 404 40.4％ 130 29.5％ 125 35.5％

6 わからない 327 18.7％ 139 13.9％ 114 25.9％ 80 22.7％

無回答 587 33.6％ 401 40.1％ 132 29.9％ 68 19.3％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 43 5.0％ 8 3.5％ 22 5.2％ 19 6.7％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.2％ 0 0.0％ 1 0.2％ 1 0.4％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 13 1.5％ 4 1.7％ 5 1.2％ 5 1.8％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 92 10.8％ 10 4.4％ 35 8.3％ 51 18.0％

5 利用するつもりはない 297 34.7％ 104 45.4％ 126 30.0％ 92 32.5％

6 わからない 210 24.6％ 45 19.7％ 110 26.2％ 70 24.7％

無回答 198 23.2％ 58 25.3％ 121 28.8％ 45 15.9％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１２)療養介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

1.5

2.1

1.6

0.6

0.6

0.7

0.5

0.6

13.6

17.1

7.0

11.1

31.5

25.0

36.5

45.2

20.7

19.3

24.0

21.6

32.1

35.7

30.4

21.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 27 1.5％ 21 2.1％ 7 1.6％ 2 0.6％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 10 0.6％ 7 0.7％ 2 0.5％ 2 0.6％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 237 13.6％ 171 17.1％ 31 7.0％ 39 11.1％

5 利用するつもりはない 550 31.5％ 250 25.0％ 161 36.5％ 159 45.2％

6 わからない 361 20.7％ 193 19.3％ 106 24.0％ 76 21.6％

無回答 561 32.1％ 357 35.7％ 134 30.4％ 74 21.0％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 10 1.2％ 7 3.1％ 6 1.4％ 2 0.7％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 4 0.5％ 2 0.9％ 2 0.5％ 1 0.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 77 9.0％ 31 13.5％ 30 7.1％ 27 9.5％

5 利用するつもりはない 359 42.0％ 85 37.1％ 158 37.6％ 136 48.1％

6 わからない 194 22.7％ 53 23.1％ 100 23.8％ 63 22.3％

無回答 211 24.7％ 51 22.3％ 124 29.5％ 54 19.1％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１３)短期入所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

5.3

3.2

15.0

3.7

1.1

0.8

4.3

0.6

0.9

1.0

1.6

0.3

21.8

27.6

14.5

14.5

25.5

20.7

23.4

40.9

17.5

15.3

17.7

19.3

27.9

31.3

23.6

20.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 92 5.3％ 32 3.2％ 66 15.0％ 13 3.7％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 20 1.1％ 8 0.8％ 19 4.3％ 2 0.6％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 15 0.9％ 10 1.0％ 7 1.6％ 1 0.3％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 381 21.8％ 276 27.6％ 64 14.5％ 51 14.5％

5 利用するつもりはない 445 25.5％ 207 20.7％ 103 23.4％ 144 40.9％

6 わからない 305 17.5％ 153 15.3％ 78 17.7％ 68 19.3％

無回答 488 27.9％ 313 31.3％ 104 23.6％ 73 20.7％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 73 8.5％ 18 7.9％ 64 15.2％ 10 3.5％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 20 2.3％ 8 3.5％ 19 4.5％ 2 0.7％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 8 0.9％ 3 1.3％ 7 1.7％ 1 0.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 134 15.7％ 46 20.1％ 62 14.8％ 37 13.1％

5 利用するつもりはない 280 32.7％ 68 29.7％ 102 24.3％ 123 43.5％

6 わからない 169 19.8％ 46 20.1％ 72 17.1％ 59 20.8％

無回答 171 20.0％ 40 17.5％ 94 22.4％ 51 18.0％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１４)共同生活援助（グループホーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

3.2

1.1

9.5

2.3

0.1

0.5

0.7

0.6

1.4

1.4

15.9

14.4

25.9

11.6

30.0

28.7

21.1

45.7

19.6

18.7

19.5

19.6

30.5

36.4

22.2

19.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 55 3.2％ 11 1.1％ 42 9.5％ 8 2.3％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.1％ 0 0.0％ 2 0.5％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 13 0.7％ 6 0.6％ 6 1.4％ 5 1.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 278 15.9％ 144 14.4％ 114 25.9％ 41 11.6％

5 利用するつもりはない 523 30.0％ 287 28.7％ 93 21.1％ 161 45.7％

6 わからない 342 19.6％ 187 18.7％ 86 19.5％ 69 19.6％

無回答 533 30.5％ 364 36.4％ 98 22.2％ 68 19.3％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 43 5.0％ 7 3.1％ 40 9.5％ 5 1.8％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.2％ 0 0.0％ 2 0.5％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 9 1.1％ 2 0.9％ 6 1.4％ 4 1.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 160 18.7％ 41 17.9％ 112 26.7％ 33 11.7％

5 利用するつもりはない 291 34.0％ 84 36.7％ 91 21.7％ 133 47.0％

6 わからない 182 21.3％ 53 23.1％ 81 19.3％ 61 21.6％

無回答 168 19.6％ 42 18.3％ 88 21.0％ 47 16.6％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１５)施設入所支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

3.3

1.5

8.2

2.6

0.2

0.1

0.2

0.5

0.5

0.9

0.6

16.0

16.3

20.0

11.9

29.0

26.0

24.7

44.6

20.7

19.4

22.0

20.7

30.3

36.1

24.0

19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 57 3.3％ 15 1.5％ 36 8.2％ 9 2.6％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 3 0.2％ 1 0.1％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 9 0.5％ 5 0.5％ 4 0.9％ 2 0.6％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 280 16.0％ 163 16.3％ 88 20.0％ 42 11.9％

5 利用するつもりはない 507 29.0％ 260 26.0％ 109 24.7％ 157 44.6％

6 わからない 361 20.7％ 194 19.4％ 97 22.0％ 73 20.7％

無回答 529 30.3％ 361 36.1％ 106 24.0％ 69 19.6％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 41 4.8％ 7 3.1％ 35 8.3％ 5 1.8％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 5 0.6％ 1 0.4％ 4 1.0％ 1 0.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 139 16.3％ 40 17.5％ 85 20.2％ 33 11.7％

5 利用するつもりはない 302 35.3％ 80 34.9％ 107 25.5％ 133 47.0％

6 わからない 189 22.1％ 48 21.0％ 92 21.9％ 63 22.3％

無回答 178 20.8％ 53 23.1％ 96 22.9％ 48 17.0％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１６)地域移行支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

0.7

0.8

0.9

1.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.9

0.9

9.5

7.6

6.8

17.0

32.4

30.8

32.7

36.9

21.5

20.0

24.0

23.0

35.5

40.7

34.5

20.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 12 0.7％ 8 0.8％ 4 0.9％ 4 1.1％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 1 0.3％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 7 0.4％ 0 0.0％ 4 0.9％ 3 0.9％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 165 9.5％ 76 7.6％ 30 6.8％ 60 17.0％

5 利用するつもりはない 565 32.4％ 308 30.8％ 144 32.7％ 130 36.9％

6 わからない 376 21.5％ 200 20.0％ 106 24.0％ 81 23.0％

無回答 619 35.5％ 407 40.7％ 152 34.5％ 73 20.7％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 9 1.1％ 5 2.2％ 4 1.0％ 3 1.1％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.2％ 0 0.0％ 1 0.2％ 1 0.4％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 7 0.8％ 0 0.0％ 4 1.0％ 3 1.1％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 90 10.5％ 17 7.4％ 29 6.9％ 49 17.3％

5 利用するつもりはない 321 37.5％ 95 41.5％ 140 33.3％ 108 38.2％

6 わからない 199 23.3％ 51 22.3％ 101 24.0％ 67 23.7％

無回答 227 26.5％ 61 26.6％ 141 33.6％ 52 18.4％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１７)地域定着支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

1.0

0.7

0.7

1.7

0.9

0.5

0.9

1.7

20.6

19.1

17.9

27.6

26.0

23.9

27.2

33.5

18.2

17.2

21.1

16.8

33.3

38.5

32.2

18.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 17 1.0％ 7 0.7％ 3 0.7％ 6 1.7％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 16 0.9％ 5 0.5％ 4 0.9％ 6 1.7％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 360 20.6％ 191 19.1％ 79 17.9％ 97 27.6％

5 利用するつもりはない 454 26.0％ 239 23.9％ 120 27.2％ 118 33.5％

6 わからない 318 18.2％ 172 17.2％ 93 21.1％ 59 16.8％

無回答 581 33.3％ 385 38.5％ 142 32.2％ 66 18.8％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 9 1.1％ 3 1.3％ 3 0.7％ 4 1.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 12 1.4％ 2 0.9％ 4 1.0％ 6 2.1％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 187 21.9％ 39 17.0％ 77 18.3％ 82 29.0％

5 利用するつもりはない 268 31.3％ 80 34.9％ 118 28.1％ 95 33.6％

6 わからない 168 19.6％ 45 19.7％ 87 20.7％ 50 17.7％

無回答 211 24.7％ 60 26.2％ 131 31.2％ 46 16.3％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１８)障害者生活支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

6.5

3.8

12.9

8.0

0.2

0.1

0.5

2.7

2.2

3.6

2.8

31.4

31.5

29.9

33.0

15.5

15.1

11.6

22.7

16.2

15.4

18.1

14.8

27.6

31.8

23.4

18.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 113 6.5％ 38 3.8％ 57 12.9％ 28 8.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 3 0.2％ 1 0.1％ 2 0.5％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 47 2.7％ 22 2.2％ 16 3.6％ 10 2.8％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 549 31.4％ 315 31.5％ 132 29.9％ 116 33.0％

5 利用するつもりはない 270 15.5％ 151 15.1％ 51 11.6％ 80 22.7％

6 わからない 282 16.2％ 154 15.4％ 80 18.1％ 52 14.8％

無回答 482 27.6％ 318 31.8％ 103 23.4％ 66 18.8％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 85 9.9％ 19 8.3％ 57 13.6％ 23 8.1％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.2％ 0 0.0％ 2 0.5％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 31 3.6％ 7 3.1％ 16 3.8％ 10 3.5％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 282 33.0％ 75 32.8％ 130 31.0％ 97 34.3％

5 利用するつもりはない 141 16.5％ 43 18.8％ 49 11.7％ 61 21.6％

6 わからない 148 17.3％ 41 17.9％ 73 17.4％ 45 15.9％

無回答 166 19.4％ 44 19.2％ 93 22.1％ 47 16.6％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(１９)意思疎通支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

0.9

1.2

0.5

0.3

0.1

0.2

0.4

0.4

0.5

0.3

7.0

8.4

2.9

6.3

34.8

29.7

37.0

48.0

20.6

19.6

23.1

21.0

36.3

40.6

35.8

24.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 15 0.9％ 12 1.2％ 2 0.5％ 1 0.3％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 7 0.4％ 4 0.4％ 2 0.5％ 1 0.3％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 122 7.0％ 84 8.4％ 13 2.9％ 22 6.3％

5 利用するつもりはない 607 34.8％ 297 29.7％ 163 37.0％ 169 48.0％

6 わからない 360 20.6％ 196 19.6％ 102 23.1％ 74 21.0％

無回答 634 36.3％ 406 40.6％ 158 35.8％ 85 24.1％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 3 0.4％ 1 0.4％ 2 0.5％ 1 0.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.1％ 0 0.0％ 1 0.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 4 0.5％ 1 0.4％ 2 0.5％ 1 0.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 47 5.5％ 17 7.4％ 12 2.9％ 19 6.7％

5 利用するつもりはない 370 43.3％ 97 42.4％ 159 37.9％ 139 49.1％

6 わからない 190 22.2％ 49 21.4％ 97 23.1％ 66 23.3％

無回答 240 28.1％ 64 27.9％ 147 35.0％ 57 20.1％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(２０)移動支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

3.7

2.3

9.3

2.3

1.1

0.7

3.2

0.9

1.1

0.9

1.4

1.7

14.8

16.8

10.9

13.1

28.2

23.8

27.4

43.2

18.8

18.4

19.0

18.8

32.3

37.0

28.8

20.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 65 3.7％ 23 2.3％ 41 9.3％ 8 2.3％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 19 1.1％ 7 0.7％ 14 3.2％ 3 0.9％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 19 1.1％ 9 0.9％ 6 1.4％ 6 1.7％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 258 14.8％ 168 16.8％ 48 10.9％ 46 13.1％

5 利用するつもりはない 493 28.2％ 238 23.8％ 121 27.4％ 152 43.2％

6 わからない 328 18.8％ 184 18.4％ 84 19.0％ 66 18.8％

無回答 564 32.3％ 370 37.0％ 127 28.8％ 71 20.2％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 51 6.0％ 13 5.7％ 41 9.8％ 5 1.8％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 18 2.1％ 6 2.6％ 14 3.3％ 3 1.1％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 12 1.4％ 3 1.3％ 6 1.4％ 5 1.8％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 115 13.5％ 40 17.5％ 47 11.2％ 36 12.7％

5 利用するつもりはない 299 35.0％ 74 32.3％ 117 27.9％ 129 45.6％

6 わからない 163 19.1％ 43 18.8％ 79 18.8％ 55 19.4％

無回答 197 23.0％ 50 21.8％ 116 27.6％ 50 17.7％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(２１)日中一時支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

6.8

5.4

17.2

3.1

0.8

0.6

2.5

0.6

0.9

0.8

1.4

1.4

18.3

23.5

9.5

11.6

24.6

19.0

24.3

40.1

18.4

16.4

19.3

22.4

30.3

34.2

25.9

20.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 118 6.8％ 54 5.4％ 76 17.2％ 11 3.1％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 14 0.8％ 6 0.6％ 11 2.5％ 2 0.6％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 15 0.9％ 8 0.8％ 6 1.4％ 5 1.4％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 319 18.3％ 235 23.5％ 42 9.5％ 41 11.6％

5 利用するつもりはない 430 24.6％ 190 19.0％ 107 24.3％ 141 40.1％

6 わからない 321 18.4％ 164 16.4％ 85 19.3％ 79 22.4％

無回答 529 30.3％ 342 34.2％ 114 25.9％ 73 20.7％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 87 10.2％ 27 11.8％ 75 17.9％ 8 2.8％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 12 1.4％ 4 1.7％ 11 2.6％ 2 0.7％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 11 1.3％ 4 1.7％ 6 1.4％ 5 1.8％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 106 12.4％ 38 16.6％ 42 10.0％ 31 11.0％

5 利用するつもりはない 280 32.7％ 64 27.9％ 105 25.0％ 121 42.8％

6 わからない 169 19.8％ 42 18.3％ 78 18.6％ 64 22.6％

無回答 190 22.2％ 50 21.8％ 103 24.5％ 52 18.4％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(２２)地域活動支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

4.5

4.1

6.6

3.7

0.2

0.1

0.2

0.3

1.3

0.5

1.8

2.8

16.6

19.0

12.0

13.9

25.5

22.1

26.3

36.6

20.2

18.6

21.8

22.7

31.7

35.5

31.3

19.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 78 4.5％ 41 4.1％ 29 6.6％ 13 3.7％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 3 0.2％ 1 0.1％ 1 0.2％ 1 0.3％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 22 1.3％ 5 0.5％ 8 1.8％ 10 2.8％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 290 16.6％ 190 19.0％ 53 12.0％ 49 13.9％

5 利用するつもりはない 446 25.5％ 221 22.1％ 116 26.3％ 129 36.6％

6 わからない 353 20.2％ 186 18.6％ 96 21.8％ 80 22.7％

無回答 554 31.7％ 355 35.5％ 138 31.3％ 70 19.9％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 43 5.0％ 12 5.2％ 29 6.9％ 9 3.2％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.2％ 0 0.0％ 1 0.2％ 1 0.4％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 19 2.2％ 2 0.9％ 8 1.9％ 10 3.5％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 122 14.3％ 41 17.9％ 51 12.1％ 39 13.8％

5 利用するつもりはない 275 32.2％ 75 32.8％ 114 27.1％ 107 37.8％

6 わからない 188 22.0％ 44 19.2％ 90 21.4％ 70 24.7％

無回答 206 24.1％ 55 24.0％ 127 30.2％ 47 16.6％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(２３)成年後見制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

1.8

1.2

3.2

2.6

0.7

0.3

1.1

1.1

19.6

13.3

34.7

23.3

26.8

27.8

16.6

34.1

20.2

19.7

22.0

19.3

30.9

37.6

22.4

19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 32 1.8％ 12 1.2％ 14 3.2％ 9 2.6％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 12 0.7％ 3 0.3％ 5 1.1％ 4 1.1％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 343 19.6％ 133 13.3％ 153 34.7％ 82 23.3％

5 利用するつもりはない 468 26.8％ 278 27.8％ 73 16.6％ 120 34.1％

6 わからない 352 20.2％ 197 19.7％ 97 22.0％ 68 19.3％

無回答 539 30.9％ 376 37.6％ 99 22.4％ 69 19.6％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 19 2.2％ 6 2.6％ 12 2.9％ 4 1.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 8 0.9％ 0 0.0％ 5 1.2％ 3 1.1％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 243 28.4％ 51 22.3％ 150 35.7％ 71 25.1％

5 利用するつもりはない 238 27.8％ 76 33.2％ 70 16.7％ 102 36.0％

6 わからない 176 20.6％ 49 21.4％ 92 21.9％ 56 19.8％

無回答 171 20.0％ 47 20.5％ 91 21.7％ 47 16.6％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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(２４)自立生活援助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【65歳未満】 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 1,746

身体 999

知的 441

精神 352

1.2

0.6

0.5

3.4

0.9

0.5

1.1

1.7

20.4

19.2

19.0

23.6

25.8

25.0

24.7

32.4

20.3

18.9

23.8

20.5

31.4

35.7

30.8

18.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 21 1.2％ 6 0.6％ 2 0.5％ 12 3.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 16 0.9％ 5 0.5％ 5 1.1％ 6 1.7％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 356 20.4％ 192 19.2％ 84 19.0％ 83 23.6％

5 利用するつもりはない 450 25.8％ 250 25.0％ 109 24.7％ 114 32.4％

6 わからない 355 20.3％ 189 18.9％ 105 23.8％ 72 20.5％

無回答 548 31.4％ 357 35.7％ 136 30.8％ 65 18.5％

全  体 1,746 100.0％ 999 100.0％ 441 100.0％ 352 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 13 1.5％ 3 1.3％ 2 0.5％ 9 3.2％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 12 1.4％ 1 0.4％ 5 1.2％ 6 2.1％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 179 20.9％ 33 14.4％ 83 19.8％ 70 24.7％

5 利用するつもりはない 253 29.6％ 81 35.4％ 106 25.2％ 91 32.2％

6 わからない 198 23.2％ 55 24.0％ 99 23.6％ 63 22.3％

無回答 200 23.4％ 56 24.5％ 125 29.8％ 44 15.5％

全  体 855 100.0％ 229 100.0％ 420 100.0％ 283 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問８ 問７のサービスで一つでも「３．現在は利用していないが、今すぐ利用したい」、

「４．現在は利用していないが、将来利用したい」又は「５．利用するつもりはな

い」と回答した方におたずねします。現在、利用されていない理由はどれですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,357 ％

サービス内容がよくわからない

利用したい日・時間に利用でき

ない

相談や手続きに時間がかかり

面倒くさい

身近なところでサービスを利用
できない

金銭的に利用が難しい

これらのサービスの存在を知ら
なかった

その他

現在、利用する必要がない

無回答

14.7

3.8

6.5

5.2

8.3

12.9

6.1

55.7

21.0

0 20 40 60 80 100

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 サービス内容がよくわからない 200 14.7％ 94 12.5％ 64 18.4％ 50 16.8％

2 利用したい日・時間に利用できない 51 3.8％ 23 3.0％ 18 5.2％ 15 5.1％

3 相談や手続きに時間がかかり面倒くさい 88 6.5％ 34 4.5％ 35 10.1％ 21 7.1％

4 身近なところでサービスを利用できない 70 5.2％ 40 5.3％ 17 4.9％ 17 5.7％

5 金銭的に利用が難しい 112 8.3％ 48 6.4％ 33 9.5％ 33 11.1％

6 これらのサービスの存在を知らなかった 175 12.9％ 86 11.4％ 42 12.1％ 52 17.5％

7 その他 83 6.1％ 46 6.1％ 26 7.5％ 23 7.7％

8 現在、利用する必要がない 756 55.7％ 434 57.5％ 183 52.7％ 153 51.5％

無回答 285 21.0％ 164 21.7％ 68 19.6％ 55 18.5％

全  体 1,357 100.0％ 755 100.0％ 347 100.0％ 297 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問９ 問７で「(8)就労移行支援」と「(9)就労継続支援 A型」、「（10）就労継続支援 B

型」のどれかを利用されている方について、今後（将来）どのように仕事をしたい

ですか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 147 21.1 3.4 17.0 23.1
0.7
1.4

5.4
8.8 19.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

企業などで一般就労したい 就労移行支援で働きたい

就労継続支援A 型で働きたい 就労継続支援B 型で働きたい

自分（仲間）で事業をしたい 家業を手伝いたい

自宅で内職をしたい その他

わからない 無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 企業などで一般就労したい 31 21.1％ 3 13.6％ 14 15.9％ 17 35.4％

2 就労移行支援で働きたい 5 3.4％ 2 9.1％ 4 4.5％ 0 0.0％

3 就労継続支援A 型で働きたい 25 17.0％ 3 13.6％ 18 20.5％ 7 14.6％

4 就労継続支援B 型で働きたい 34 23.1％ 6 27.3％ 24 27.3％ 7 14.6％

5 自分（仲間）で事業をしたい 1 0.7％ 0 0.0％ 0 0.0％ 1 2.1％

6 家業を手伝いたい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

7 自宅で内職をしたい 2 1.4％ 1 4.5％ 0 0.0％ 1 2.1％

8 その他 8 5.4％ 1 4.5％ 4 4.5％ 5 10.4％

9 わからない 13 8.8％ 0 0.0％ 9 10.2％ 4 8.3％

無回答 28 19.0％ 6 27.3％ 15 17.0％ 6 12.5％

全  体 147 100.0％ 22 100.0％ 88 100.0％ 48 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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新型コロナウイルス感染症等でのお困りごとなどがありましたら、自由にお書きくださ

い。 

 ヘルパーさんと外出するのが難しい。親も高齢なので人ごみなどに行きにくい。 

 不特定多数が集まるところに行けない。カラオケに行けない。 

 マスクなしで話してくる人がいるので、不安です。 

 PCR検査をいつでもどこでも誰でも無料または安価で受けられるようにしてほしいです。 

 デイサービスを週に 4 回利用しているがデイサービスが感染でクローズされるとたち

まち困りそう。 

 「cocoa」をインストールしています。（夫婦とも）親族や友人知人に勧めていますが 8

月以降同意した人は数名だけです。何故か警戒感を持っている人が多いです。（プライ

ベートの察知の疑念がある） 

 就労移行支援施設での作業がコロナの影響で全くなく、事業としての体をなしていない

状態。行政からの支援をお願いしたい。 

 在宅期間が増えているため、公共料金の支払いに苦慮している。 

 作業所で発生した場合、家には超ハイリスクの親がいるので同居したくない。「疑い」

の段階で、ハイリスク・高齢者がいる家庭には帰らない方策をたててほしい。 

 ステロイド、免疫抑制剤も服用しているので、感染して重症化しやすく怖い。強度の不

安を感じる。 

 外に出るたびに気を張ってビクビクします。常に消毒ジェルを持ち歩いたり不要不急の

外出は控えていますが障害者の雇用（リストラ）を聞いたりして将来が不安で仕方ない

です。大変なのはわかりますが生活していかないといけないので複雑な気持ちでいっぱ

いです。コロナでストレスになっていじめられないかも心配です。 

 コロナに関しては特に問題はないのですが、宇治市には障害者が働ける場が少なくて困

ります。財政難のくせに企業を誘致しないから住むにも働くにもつまらない町です。も

っと障がい者が安心して暮らせる街になってほしいです。市役所で、知的、精神障害者

が働ける場がありますが過去に働いたことがある人も再雇用してほしいです！ 

 予防接種（インフル・コロナ）を優先的に接種できますようよろしくお願い致します。

同居家族も優先的に接種できますようお願いいたします。（同居家族からの感染が多い

と報道されているので） 

 心理的に不安になったり、外出を控えることが多くなり外出による気分転換や、人との

コミュニケーションが減って全体的に生活の質が下がっている気がしています。また、

体調の不具合を感じても、病院に行くことにためらいが出て、適切に医療機関が利用で

きていない感じがします。 

 会社に陽性者が出て心配です。 

 高齢者で、体力気力も自信がなく不安でいっぱいです。 

 住まいは、老人用マンションで、誰もが、コロナ第１号になりたくない。わたしもそう

だ。宇治市に、８０名以上のコロナの方が居る。不安です。 

 私は、腎不全で透析をしていますが、病院の患者会でマスクの寄付をしました。このよ

うな活動を市でも取り組んでください。終息が見えない中、またインフルエンザの流行

に向けマスクは必要と思います。 

 今、グループホームに入所しています。職員さんたちものすごく頑張ってもらっていま

す。ただ、面会がなかなかできないのでもう少しゆるくしてもらえるか、ワクチンが早

くできる事を願っています。 
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 私はステイホームしています。必要な時以外外出はしていません。新型コロナウイルス

の予防の注射はないのでしょうか。 

 ４月に入ってから現在に至るまで通所をやめています。マスクもできないし、十分に手

を洗うこともできません。コロナに感染したら入院できる所が見つからない（精神障害

１級）。自分が感染したら高齢の両親も感染したら一家全滅です。元通りになるまで両

親に面倒をかけることになります。施設から１日２回の電話、週１回の訪問があります

が、長雨、酷暑等があり、家族とこもりがちで両親も含めストレスが溜まっています。 

 結婚しても病院に行くことができる事が嬉しいし、精神病と向き合ってくれる。夫がい

ること。義母は私を支えてくれます。コロナのせいで大切な人に逢えないでストレスを

ためています。どうか終息が早まりますように。コロナで身体が緊張してしまって幻聴

がひどいです。薬を飲むと軽くは一時的にしかなりません。厳しい状況なので非常に困

ります。 

 マスクも苦にならないし体温はかったり健康チェックができてあまり困っていない。 

 マスクをするのを嫌がる。（接触に敏感）マスクをしないと怖がられるのが困る。 

 色々考えすぎるとウツになりそうで、考えて用心してその上で明るく暮らしていきたい

と頑張っています。 

 宇治市のコロナのニュースが少なすぎる 

 本人がコロナウイルスに感染した場合、健常な方が感染で入院される時と同じ様に一人

で入院することになるのですか？それを思うと不安でいつもビクビクしています。（意

思の疎通が難しい。なんでも「はいはい」と返事をする。言葉が明確でなく聞き取りに

くい）わが子の現状の姿です。 

 早くよくなってほしいです。 早くおわってほしいです。早くもとどおりにしてほしい

です。ふつうがいいです。早く戻りたいです。普通に戻ってももとどおりにすべてなる

のでしょうか？不安だしいつも喧嘩ばかりで怒られていやです。しあわせになりたいで

す。 

 マスクなどが手に入らなかった時は困りました。 

 両親ともども重度のコロナウイルス感染症になった場合、残された子供の受け入れや生

活のすべてを話せる人がそばにいないので困っています。この場合通所施設の方にお願

いすることになりますが、今のところはっきりとした制度が分かりません。障害者本人

も濃厚接触者となり入院とか隔離になったらと思うと心配です。親族は遠方ですし、付

き合いもありません。祖父母も両家ともなくなっております。今のところ感染しており

ませんが冬からインフルエンザ等もあり不安になっております。 

 マスク、アルコール、ティッシュ、ビニール手袋、体温計など次々と店頭から無くなり、

必要な時に手に入らなくなった時期があります。医療的ケアの必要なものにとっては大

変困ります。 

 今は何もありませんが、PCR検査等の、検査体制の拡充を急いで実施していただきたい

と思います。 

 巣篭りにより体力が（足、腰）が（運動不足？）弱っているのが大変です。 

 お見舞いに自由に行けない。１週間に１回しか会えない。複数人でお見舞いができない

高齢なのでボケが心配。 

 通院（糖尿病・呼吸器循環器）の回数が医師との相談の上減らした。外出が減り体力、

筋力が衰えた。 

 コロナの影響で仕事がクビになり、やる気・気力がなくなり、時間があり何かしらのサ

ービスを利用したくなる。 

 軽い風邪の症状でもコロナの為行きつけの病院に行きづらくなる。 
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 今現在手洗いとかマスクなども忘れている時は声掛けでしてくれます。ただ、今はあま

りいろんなところに出かけていけないので困っています。本人がコロナにかかればどう

しようと思っています。飲み薬があるので病院に入ることになれば余計に心配です。 

 家庭では感染予防対策をし、その都度本人にも注意を促しているが、知的に遅れている

ところがあり、理解が不充分な面があり徹底できないのではないかと不安になる面があ

る。一つずつ丁寧に教えていかなければならないとは、思っているのですが。一般企業

で働かせてもらっているので職場での感染対策が充分行われているかも不安です。 

 イベントや映画など今までのように外出できなくて困っている。新型コロナウイルスの

流行がおさまってほしい。 

 コロナでガイドヘルパーの利用が出来ない。コロナが終息したらガイドヘルパーが利用

できるがそれまでの間、休日の過ごし方が家で過ごすことが多くなった。 

 今、働いているところが、車移動、食事の時人数が多いので３密になっているので、コ

ロナにならないかとても心配。 

 コロナで仕事に行けず事業所に賃金が入らず、又、バザーなどで収益を上げていたもの

もなくなり、施設が大変になっている。 

 ７０才を過ぎ今過ごしていても元気なあいだに友だちと逢ったり、食事をしたりしたい

のに、どこへもいけず、さみしく思っています。コロナにうつっても大変だし、みんな、

我慢しているのだろうなと思います。 

 自粛期間中に作業時間を短縮したが、まだ元の作業時間に戻せないでいる。（就労継続

支援 B型で）工賃が半額になり、経済的に厳しくなっている。気になっている A型作業

所があるが、環境がとても３密のようで、行くのに躊躇してしまった。求人が減った。 

 年寄なのでコロナウイルス感染症にかからない様に外出を控えていますので足が衰え

てきました。全体的に身体が弱った感じです。風邪や熱の出た時、本当に医者に診ても

らえるか、又、コロナウイルスの時には入院させて頂けるのか、心配です。 

 コロナ感染を恐れて、本人は部屋から出られないので、通院もできず、家族が代わりに

病院へ状況の説明や薬をもらいに行っています。 

 日中一時支援が利用できずに困っている。 

 宇治市は京都市についで多いので（人口比率は別）心配している 

 就労の機会がなくなり、（コロナの影響で）ますます、障がい者雇用が困難な時代にな

ってきたと感じた。人手不足の業界（介護等など）のみ残っているといった感じで、ま

だまだ経済の活性化が達成されるまで忍耐あるのみと思う。 

 一人の為、一日中話をしないので、生活にメリハリがない為、ボケるのではと気にして

います。 

 当初は窮屈な思いをしていたようですが、現在は理解も進み慣れもあり、窮屈な中で自

分の出来ることをし、可能な範囲の楽しみをみだしている。 

 聴力障害のため TEL出来ない（保健所）。 

 1級障害者で病院へ週 3回の透析治療に通院しますが、病院の色々なパンフレットを頂

くが、感染すれば心配です。 

 マスクを厳重にしているので息苦しい。早く収束して欲しい。 

 連絡や相談の窓口がわからない。 

 新型コロナで休業要請され、障害者雇用で勤めている会社へ半年以上出勤できない。（健

常者は出勤している）毎日、自宅で過ごしている（親と同居で何とか生活できている状

態）。 
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 デイサービスとショートを利用していますが（夫）コロナの為約 1ヶ月休業されました。

介護している私はストレスがたまりました。デイサービスとショートステイに出かける

時は毎日体温を測り、マスクをして出かけていきます。 

 本人は要介護５（８０才）で一切何も出来ません。介護人（８３才）が万一コロナ感染

した時どうすれば良いのか一番心配しています。 

 感染の重症化リスクが高くて、こわくて、現在通常の半分の月、水、金の通所にしてい

ます。車で一日往復 4時間かけて送迎しています。在宅時火、木、土は在宅勤務のフォ

ローがなくなると困ります。（市の自粛要請がないとフォローできないとのこと）通所

できず家にいるとうつ気味になります。フォローいただくと元気がでます。現在、朝、

夕の電話と作業と日誌には悩みも対応していただいています。家族だけではフォローし

きれないのが現実です。毎日通所させてやりたいですが、在宅時のフォローと送迎も大

変です。 

 買い物も通院も出来ていますので、不自由はありません。 

 もし感染したら、家では無理。すぐに入れる所があるのか不安。 

 母親と二人暮らし。母親が感染した時の本人の生活援助が心配。 

 新型コロナウイルス感染症は『感染しない、また感染させない』の３密に気をつかいま

す。マスク着用が息苦しい時もあります。家では身体の不調やストレスが続いています。

（近い将来ワクチンがつくられても新型コロナウイルスの発生をふせぐため 3 密をし

っかりと徹底します。） 

 外出する事がほとんどなく、特に困ることを感じない。 

 本人がマスクをしないので感染したらと思うと、とても心配です。私共親も７４才と高

齢ですので感染すると施設に行けずに自宅で・・・・。色々と考えるとどうしてよいか

わかりません。こんな時は誰がたすけてくれるのですか。買い物以外出かけずに家にい

ます。ストレスもかなりたまっています。 

 身体的障害、免疫抑制剤、呼吸器疾患があるため、就労できる職が無い状態・・・・収

入面での不安。 

 もし、本人が感染した場合や介助する家族の者が感染した場合、自宅待機で看護すると

なると、隔離するのはかなり難しいので困ります。 

 新型コロナに感染して症状が重くなると思われるので、今後も注意していきたいと思う 

 精神障害で具合が良くならないところにコロナウイルスのため、不安が増えた。呼吸器

の持病がある為、不安と具合が悪いの繰り返し。 

 内部障害があり、コロナウイルスにより仕事がなくなりました。何か資格を取ったりな

ど次へのつながる事がしたいです。又、マスクや消毒液など必要な物が全く買えず困っ

ています。通院もしないとダメなので障害者手帳提示で買えるなど何か対策があればう

れしいです。コロナにより障害者へのサービスも少なく元気な人は朝から長蛇の列に並

び密の中も平気で沢山買って、人の少ない時間帯に行けと言うのにマスクなど買えませ

ん。それが一番辛かった。 

 ホームヘルパーの訪問時、持参した消毒液でドアの外で必ず消毒を行ってほしい。 

 発生した場合、入院が一人では無理。両親共高齢の為、世話が難しい等、そんな時はど

の様なサービス、支援をお願いできるのでしょうか。不安です。 

 マスクをせず”大声で叫ぶ”子どもと子を放置する親と屋内で遭遇すると、ウイルス

をうつされるのではという恐怖に襲われる。認定事由が内部(循環器）なので感染する

と重症化しやすいと言われており、生活に支障が出つつある。可能な範囲でいいの

で、マスク着用の徹底を学校等で指導していただけると幸いです。保育や教育で指導

するような事ではないのは重々承知していますが、親があてにならないので・・・多

忙なところ申し訳ありませんが、一考のほどよろしくお願い申し上げます。  
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 今は事業所に通院出来ているが、宇治市内の感染者が増えていく事で通所出来なくなる

不安があります。行事、イベント中止で数少ない楽しみの子どもにとって早く収束する

事を願っています。 

 現在介護施設に入っていますが、リモートで話はできますが、洗濯物は持ち帰って渡し

ていますが、半年ほど直接会っていないので、タンスの中がどのようになっているのか、

月に一度でも直接点検したいです。洗濯物の内容がチグハグな事が多いので。 

 現在、コロナ等のため、思いとおりに仕事をやることが出来ずにいます。それに自分は

学習障害もあるので、中々。自分で仕事をえらんでいるのかもしれませんが、今回ここ

まで困るとは思いませんでした。今の気持ちとしては、コロナ以前の生活に早くもどり

たいです。 

 主治医による 1ヶ月検診と、現在、緑内障の為治療している以外は一切外出を控えてい

るので、部屋の温度調節をして健康管理をしている。 

 地域包括センター内の浴室を午後から利用させてもらっていたが、コロナの影響で未だ

に利用再開の目処がないとのこと。高齢かつ、身体に不自由のある本人に負担が大きい。

（正直、本人も家族(代筆者）も入浴で疲れている。）入浴は毎日のことで、あり、かつ、

身心の健康を保つためにも必要不可欠のものであるため、対策、人数制限、予約制など

何か対応策を講じていただき、再開していただけることを強く願います。 

 かかりつけ医のところで PCR検査が受けられるとよい。 

 マスクをしないで買い物の途中でクシャミする人がその手で品物をさわる、又、手の消

毒もせずカートを押す。困ります。 

 精神的に気分のうきしずみがある中、コロナのこともあって少しうつ状態が続く日が多

くなってきた。強迫障害があるので、今まで以上に身の回りが気になったり、手を洗う

回数が多くなったり、アルコールがないと不安で仕方ない時がある。子供がいるが子供

が感染した時対応できるか少し不安である。 

 就労継続支援 B型通所施設に毎日、通所できるように毎日、看護師さんを全施設に配置

してほしい。 

 コロナにかかると重症化して死ぬかもしれないのに障害者年金もなく働くしかないの

で不安です。 

 新型コロナ感染症の影響で現在数ヶ月にわたり入所施設への面会が禁止されています。

本人の状況については変わりなく過ごしていると連絡を頂いていますが、いつまでこの

状態が続くのか先が見えず不安です。また施設スタッフの方々の負担も考えると一日も

早い終息をと願うのみです。 

 今は感染していないのですが、もし感染して 1人でホテル(入院)病院(入院)と言うのは

絶対むりだと思います。その時はどうしたらいいのか？家の中ではじっとできないので

感染した時どうしたらいいのか？ 

 マスク・手洗い・うがいをとにかく気を付けて過ごしています。 

 他府県、または、京都府と比較して宇治市は発症者数の開示しかなく、軽症、中等症、

重度、陰性による退院者数の発表がないのが、健康な人からも不満を聞く。つまり状況

が正しく伝達されていない。 

 通院時バス、電車を利用するので少し不安です。車、バイクが乗れない為徒歩で片道 40

分程かけて買い物に行くのですが、まとめ買いを推奨されていますが、今夏の暑さの中、

重い荷物で困っています。 

 万が一、現在利用している就労移行支援事業所に感染者が出たら、その事業所は一時閉

所になるのかが不安。 
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 職員の家族の方や通所の方が「コロナか？」という状況があり不安な数日を過ごしまし

たが、後日「陰性」との連絡を受けほっとしました。もし陽性の方が出た時、心臓に不

安がある子には通わせる事を迷ってしまいます。はっきりと施設側から数日休む事を早

目に決断してほしい。 

 令和 2年 5月頃予定していた小学校の同窓会(当方幹事)をコロナウイルスの為中止。毎

年続けていたクラス会なので来年やれるのかメドがたたない点。一日も早く終息する事

を望みます。 

 家族に会う機会が減った。外出の機会が減った。 

 自分がコロナウイルスに感染した場合一人暮らしの為、自宅待機の時どのように生活し

て行ったら良いのか不安です。(買い物支援などが不安です。) 

 本人や家族がコロナウイルスに感染した場合、保健所に相談したところで障害者への理

解がどこまであるのでしょう？？一般の方と同じと言うわけにはいきません！！どう

したら良いのか？？家族がかかった場合も自宅での「隔離」できるとは思えません！障

害者と生活すると言うのはホントに難しいことばかりで私たちは困っています。母親が

コロナで入院となる、本人が入院となる、誰が面倒をみてくれるのでしょうか？誰が助

けてくれるのでしょうか？？親子ともにストレスが増す毎日を過ごしています。 

 コロナで施設を休んで給料が出ないので困りました。旅行にも行けなくて困りました。

特に東京でクラスターが多く非常に困っています。 

 難病患者なので感染がこわい。 

 今はショートステイで家をはなれてくらしているので、親は困っていませんがマスクな

ど嫌がる子なので、多分施設の職員さんたちは困っておられることと思います。コロナ

のせいで面会禁止が続いています 

 家からも出なくなり一人でいる事が多くなり、一日話す事なくぼんやりとする日が多い。 

 基礎疾患があるので外出にも気を使う。腎移植の予定がなかなか立たない。自身の入院

やコロナによる病院の移植中止等。 

 3密をしないとか、しっかり手洗い等するとか、その都度言葉がけは必要です。コロナ

について言葉としては入ってきているが理解(感染)迄は難しいです。感染したらどうな

るのか考えたこともないです。 

 孫が大学 3年です。就職活動が出来ない。学校へ行けないと困っています。 

 事業所からの給料が少なすぎて、マスク、給食費などがまかなえない。 

 障害者がコロナウイルスに感染した時に自宅待機あるいは入院となった場合や親も感

染した場合、誰がみてくれるのかが心配です。入院となった場合は病院で責任もってみ

てもらえるのか？ 

 体力の低下を感じるので、気軽にトレーニングできる場を提供してほしい。 

 本人がコロナに感染し元気なコロナ患者の場合はどうするのか？親がコロナに感染し

た場合、障害を持った子の隔離をどうするのかなど、明確な宇治市の回答が欲しい。作

業所に聞いても、明確な回答は戻ってこないので、不安が募ります。 

 お金、生活、病院代、家賃、電気。 

 もしなった時に一人でも安心して入ることができる場所が欲しい。福祉の職員がいる、

もちろん医者や看護師もいるところ。 

 ヒモの切れたマスクが道端に捨てられています。少々高くても良いので、洗濯もできて

長く使えるマスク作りを業者に指導してほしい。 

 今回のコロナウイルスの件につきましては、大変厄介な感染症であり、感染者の方、そ

して医療従事者の方々には深く頭が下がる思いであります。 
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 いろいろとハローワークを見ていますが、なかなか受け入れが難しそうで、障害に対す

る考え方が変わってきているように思う。コロナのこともあり、不安で、子供の背中を

押すことが難しく、つらいです。 

 障害児・者の本人又は家族がコロナ感染した場合、特に本人と主な介護者が感染した時

の、母子入院等の対策や、本人にも感染、介護者のみの感染における、障害児・者への

ケアの対策を明確に示しておいてほしい。 

 マスクや手洗い、うがいとまだまだ気を抜けない状況の中で、密にならないように工夫

するのがちょっと大変な時があります。 

 通所施設やサービス事業所に迷惑がかからないように、本人（障害者）がコロナに感染

しないように気を配るのはとても大変です。早く収まってほしい。 

 通信費の出費が高くなる時期がありました。特別給付金（10万円）とマスク以外の支援

があるのか、特に市特有のがあるのかないのかわからないことです。ほぼ毎日の出勤と

在宅時は会社のスケジュール通りに過ごさないといけないので、混雑する時間に買い物

に行くことがあります。今後緊急事態宣言があったら、手帳持ちの人を優先する時間帯

があれば嬉しいです。 

 車いすで生活しているので、一時期、新型コロナ感染症の流行で、スーパーが大変混雑

していた時は、買い物も困難な思いをすることがありました。また、手指のアルコール

消毒だけでなく、常に触れている車いすのハンドリムの消毒もしなければならず、外出

時は大変気を遣っています。健常者の方々より心肺機能も弱いので、マスク着用での外

出はかなり疲れることが多かったです。 

 いつ感染するかこわい。検査もすぐにしてもらえるか、障害を理解してもらえるか、治

って今の生活ができるか。 

 自粛での過ごしが、1月から続いているため、ここ数年続いている両足の悪形が、今ま

で以上に悪化し、それまで自分でスーパーなど買い物に行けていたものが、今では行け

なくなった。そのため、家族に依頼も増えている。風呂などに入浴するのもふらふらす

るし、気を付ける部分も増えている。 

 新型コロナウイルス感染症予防には細心の気を遣っているつもりですが、一人暮らしな

ので、市役所への手続きや買い物、病院など、どうしても人の多い場所に行かなければ

ならないことがあり、そんな時はとても心配になります。また、移動には車いすを使用

しており、体力を使うので、マスクをしていると、とても苦しいのが困ります。しかし、

感染してしまったら隔離される、そんな生活はとてもできないし、耐えられません。 

 公共の交通機関の利用が怖い。移動支援で出かける場所に困っている（プール閉鎖、カ

ラオケのクラスター等）。ずっとマスクをしているので、皮膚がかぶれている。「コロナ」

って聞こえるたびに憂鬱になる（コロナストレス）。 

 グループホーム入所を考えておりますが、入所がとても難しいと聞いています。何とか、

格安で市営住宅（空いている）などを改装して、少しでも多くの障害者が入居できるよ

うにお願いしたいです。施設での食事（昼食）の補助をお願いしたいです。作業所の工

賃アップをしてほしいです。よろしくお願い致します。 

 私か息子かどちらかが感染しましたら、一緒に療養させていただくようにお願いします。 

 ウォーキングをマスク無しでどこでもできるといい。カラオケへ行き自由に歌いたい。 

 検査（PCR）など、宇治市独自の（明石市のような）考え方を知りたい。すべて、国、府

に準ずるという考え方のように見える。 

 両膝の人工関節で、次、膝を打ったり転んだりでお皿が割れると、手術はもうできない

と聞いています。ケガにビクビクして、コロナにビクビクして、電車にも乗れず、心身

が病んでしまいそうです。また、楽しい日が来ることを信じています。 
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 サービス利用まで至っていないので、障がい認定を受けて、可能ならサービスを利用し

たいと考えるが、適当な支援が得られず、困っています。 

 仕事場から「休んでください」とか言われないか、気にしているようです。 

 一年程前から諸事情により一人暮らしをしているが、パートタイムの仕事にしか就けな

い（体調の為）ことでコロナにより収入がかなり減り生活が厳しい。医療費がかからぬ

ようカゼ症状や他の不調も我慢してしまう。 

 関係無い事かもしれませんが、病院へ定期通院で予約しているが待ち時間が長すぎて、

コロナの感染率が高くなると思われるので心配です。 

 自閉症知的障害が有りコロナに感染した場合、入院療養が一般病棟では混乱すると思い

ますので知的障害が有る人達用の施設等を用意して欲しい。又看護にあたる人も障害に

理解が有る方にお願いしていただきたいです。 

 電車通勤が不安。 

 本人は入所施設におります。コロナのために面会が禁止になり、ついで予約の限定制に

なり、そして再び全くの禁止となりました。誰のせいでもありませんが、顔を見たり様

子を伺えないのが寂しくつらいです。お陰でコロナ発症もなく、健康に過ごせているの

ですが。 

 面会制限困る。退院しても受入先の返答がない。満室の回答ばかりで退院の目処がたた

なくて大変困ってます。 

 障害者は賃金も安く収入も低い。障害者に手厚い手当（コロナ支援）をしてほしい。健

常者より仕事を減ってる現実を！！ 

 市役所へ行くのが恐い。（窓口じゃないとわからないから）（コロナになるかも・・・？）

（申請とか、内容が電話じゃ理解できないので、記入漏れとか自分でわからないので）

人ごみが、不安です。 

 本当の事がわからない。他県のＴＶなどの発言と検査数も全く違うし不安になる。 

 現在収入が増えてきてはいるが４月頃から６月頃まで収入が減り、もともと貯蓄がなか

ったこともあり今後が不安である。現在は住居確保給付金のお世話になっているが今後

はどうしようかと悩んでいる。 

 新型コロナで、仕事で物などを作っても、売れないし、売る所もあまりなく収入が入っ

てこない。 

 感染者の情報収集と報道。ＰＣＲ検査の充実と範囲の拡大。感染者への早い対応。 

 コロナウイルスにかかる自粛で、子供達も自分達の生活が大変で今迄の様に経済支援が

なく経済面で困っています。 

 自営業なので先々は不安です。 

 車に乗っている時は、予備のマスクを積んでいましたが、目が病気で不自由になり不能

になって準備が出来なくなりうっかりマスクを忘れた場合困っています。 

 コロナのこともあり、入院中の親の介護保険手続がうまくいかず大変困っている。思う

ように面会ができない中、「本人に会わねば手続不可」などの制限にはばまれている。

病院と包括センターとの連携がうまくとれずもどかしい。それぞれ、良いように・・・

ときっと考えて下さっているだけに、正しく情報が伝わらなかったりして誤解があった

り、うまく物事が進まなかったりするのがとてもつらい。体調を崩したときの相談窓口

をふやしてほしい。（コロナｏｒコロナじゃないの判断がむずかしく、受診をためらい

がち） 

 障害のある子供、本人が感染した場合、１人で隔離するのは無理なので、対処の仕方

など、（健常者に対しては報道されているが）わからないし、不安です。宇治市政だよ

りでも、障害者に対しての事が何も書いてないし、いつも災害の時などおきざりにさ

れているのが不満です。親が感染した場合にも同じ事が言える。  
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 今現在、１人暮しをしていますけど、一応一人で出来ます。今の所人の手をかりなくて

出来るだけ自分でするようにしています。ただ一番つらいのがエレベーターもエスカレ

ーターもない駅です。荷物を持っている時上り下りが大変です。荷物がもてません。コ

ロナの場合は、どこに病気を持っている人がいるかわからないから一番こわい。年齢も

いってますから子供も孫もよりつきません。 

 子供はマスクをつけるのを嫌がっていて、職場ではいやいやつけていますが、通勤電車

の中ではつけていない様です。回りの方の理解がどれだけあるのか、いじめられたりし

ないのかが心配です。 

 宇治市内における感染状況の広報がほとんど無く、不安で、病院での診察、飲食、買物、

各種施設等の利用を自粛せざるを得ない現状である。個人情報等が特定されることのな

い範囲で広報をしていただきたい。市民の健康と命を守るため、商店や企業の衰退防止

を図るためにも前向きになれる施策や広報をお願いいたします。 

 タクシーチケットの利用は増えたと思います。 

 長期化するコロナウイルスに障害者、家族が感染時の市の対策を告知して下さい。まず

は安心させて下さい。 

 ヘルパー自身の衛生管理に疑問を感じる。利用者をさわる度に手洗いをするが、本人の

タオルは汗ふきも手洗い（台所とトイレ）が全部同じ、これは良いのか。利用者使用の

食器など１回お茶を飲んだだけでも洗剤を使用して洗うがマナ板や排水溝掃除やヘル

パーも利用する洗面所はだれも掃除はしない。 

 もし感染した場合、強度行動障害の我が子は部屋でじっとはできません。必ず外に出た

がります。離島で過ごすしかありません。そのような子のことを考えておいていただけ

ると嬉しいのですが。 

 ぜんそくで、咳ぜんそくもあり、咳ぜんそく発作が出ると、一人暮らしなので外へ出る

事が出来なくなり咳ぜんそくの咳はぜんそくなのに、そのことを知らない人達の中へ行

くのは苦痛です。新型コロナウイルス感染症との勘違いがされやすくて困ります。 

 重度知的障害で、介助者なしでは生活できず、隔離や入院はできず不安です。本人の場

合も、又親が陽性となってしまった場合も本人がどのように過ごすか心配です。４月に

通所している施設で「休める人は休んでほしい」と（京都府の要請を受けた）短期間休

みましたが、いつもと違う生活はストレスで、自傷や他傷が増え、５月ＧＷ明けには骨

折し、てんかんを起してしまいました。現在、休める支援は休み、送迎も自分でしてい

ます。これ以上の協力はできそうもありません。 

 コロナウイルスがいまだ治まらず、息子の通っている事業所は感染予防の為、室内の消

毒など念入りにしています。息子は、重度知的で自閉症であり、今はグループホームで

生活しているが、もしコロナに感染したら、グループホームの中で室内（自分の部屋）

からでられない状態になるか、本人の障害が重いのでそのことが理解できず外にでたり

するでしょう。そんな時、グループホームから離れた場所１施設１件家などある程度広

さがありその中で自由にできるところあれば支援員他に支えられて生きてゆける。至急

に避難できる場の確保してほしいです。 

 医療的ケア(人工呼吸器、導尿、吸引)をしている。厚労省からアル綿、精製水の配布を

うけたが使いすて手袋が高騰している。摘便、導尿（家では手袋なしでしていますが、

通所施設で看護師さんに手袋なしでという訳にもいかず・・・）医療用ではなく、ホー

ムセンターでも使いすて手袋は売っていますが清潔を考えると、医療用使いすて手袋の

価格が落ち着いてほしい。 

 自分でない人がコロナにかかるとその周りの人にも影響しサービス利用を控えなけれ

ばならなくなりどうしてもサービスが必要な人は大変困る。結局関係のない人が善意で

助けたりしている。 
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 外出が困難になった。マスクを付ける事が出来ないので病院でのリハビリ訓練ができな

くなった。 

 コロナの流行で、自宅待機になったり予定が変更になったりした事で、理解が難しい本

人がとても混乱して困っている。本人が感染した時、家族が感染した時、又事業所で感

染者が出た時など、どうしたら良いのか、具体的なガイドラインを、各家庭に配布して

欲しい。 

 急に熱が出たらかかりつけの病院へ行けば良いのか、救急車を呼べば良いのか、コロナ

ウイルスが出てからいつも気になっている。 

 障害者の合同面接会が中止や延期になっているようで、来春からの仕事探しに困ってい

る。 

 娘は福祉作業所に通所しています。現在は毎日元気に通えている状態ですが、感染者が

出れば数週間の閉所で毎日の過ごし方に不安があります。実際４～５月の自粛期間は通

えない日々があり、本人も家族もストレスを抱えておりました。もし閉所が長引くよう

なことがあれば、何か対策が必要だと思います。言ってきかすことができませんので、

トラブルが起こった時はいつも対応に困ります。行政の在宅支援という形での施策は作

業所の運営にとっては有効で、とても有難いことでしたが（ありがとうございます）家

庭にとっては負担が大きいです。 

 

 

最後に、ご意見やご要望、生活の中でのお困りごとなどがありましたら、自由にお書き

ください。 

（１）経済面について 
 親が亡くなった後の生活とお金。 

 消費税 10％の負担が大きいです。 

 親亡きあと、障害年金だけで、グループホーム等の入所施設で生活出来る様家賃等の利

用料の負担を軽くしたい。 

 療育手帳 B も医療費無料になりましたが、世帯に納税者が居れば無料にならないとか、

せこすぎて腹立たしいです。納税者が当方の医療費を払ってくれるわけもなく、当方３

割払っています。少ない障害基礎年金は医療費で消えます。今は母が養ってくれてます

が、母が亡くなったらどう生きていけばいいのしょうか？頼る人がいません。障害者の

働く場所もない。年金も少ない。貯金もない。もう、死ぬしかないのでしょうか。宇治

市は障害者に優しい町ではないので転出したい気分です。せめて医療費は無料にしてほ

しいです。障がいが軽い、要はグレーに近いとこんなに扱いが違うんだと悲しくなりま

す。せっかくアンケートに答えているのだから何か反映させていただきたいと願ってや

みません。 

 金銭面が一番困っており、また、一番のストレス、プレッシャーとなりうつ病が悪化す

るという悪循環におちいっている。せめて手帳や障害年金を受け取る状況にある人に家

賃補助等考えてほしい。 

 現在休職中だが会社からの賃金もなく傷病手当も使い切ってしまい収入がない。このよ

うな場合の手当をどうにかしてほしい。 

 身体障害での障害年金が減り、年齢を重ねると就職先が見つからず、免疫治療、呼吸器

治療での医療費が高額なため、通院をためらってしまう・・・高齢の障害を持った親と

共に生活すると余裕がない状態です・・・宇治市の高齢者支援、障害者支援を自宅でが

んばっている人々に対しての支援をお願いしたいです。 
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 通所施設の食事（生活介護）等の負担が増えたら非常に困ります。通園バスが有料化さ

れたら二重の負担になります。年金生活の親にはかなりの負担になりますので少しでも

負担を減らしてほしいです。 

 義足がほしいけどお金がないから作ることが出来ない。 

 障害者に対する条件や政策があまりにも厳しいことばかりで、工賃が少ないのに自力で

生活ができないこと。障害年金が少なすぎる。 

 金銭的に、障害年金では一人の生活が困難。家族の負担になるので、できれば一人にな

りたい。自分のため、家族の先の生活のために。 

 住居の確保が不安です。コロナで子どもたちの収入が半減していて、生活の補助的お小

遣いがもらえにくいので、家賃が払えなくなって、住居を出なければいけなくなったら

困るのです。府・市営住宅への入居を希望します！ 

 年金生活(国民)だけの家は借家生活が苦しいです。 

 給食費の補助がなくなり、支出が増えてしまいました。グループホームの家賃補助が今

は１万円ですが基礎年金とあわせてもグループの家賃がたりません。もう少し補助を増

やしてほしい。 

 歩けないので病院に行くのにタクシーが高い。助けて下さい。 

 厚生年金基金が廃止になり、国民年金のみです。長年給料より天引きされていたのに不

満です。後期介護保険料支払いで月額６万程、光熱費その他の出費は子供が支払ってく

れるので、暑くてもエアコンは使用せず我慢しています。自宅も 45 年、古くさい。子

供がマンションの借家なので。子供２人、ひ孫 12 人、お誕生日、入学等出費も多く１

円の金もむだにできません。コロナは手洗い、うがいですむが生活は日々の事、長年働

いて貯金した金も病院治療費になり、今年も骨折で入院４ヶ月、退院後のリハビリも週

２回で毎月５千円程の支払い。自立した日常生活を送るには何をガンバルのか？子供に

負担をかけないようにしなければと思っているが、私が一番負担かかっていると言われ

る。身体も限界です。つらい気持ち、だれにも話せず初めて書きました。入院中、水道

使用０なのに料金はいつもと同額、納得いきません。 

 一人暮らしで重度の難聴。両耳に補聴器は付けているけど、音や声は入るけど会話は無

理です。補聴器を取ると自分の声は全く聞こえない。補聴器の寿命は５～６年今、４台

目の補聴器を入れています。これから先年金生活では無理。催事にも参加はしたいので

すが電話申し込みは駄目、交通は不便で参加は出来ません。毎日一人で引きこもってい

ます。80才でも元気ですヨ！！ 

 もうガックリです。厚生年金がもらえる年になって減給で支給…消費税の増税…新型コ

ロナウイルスでの失業者の増大（６００万人）以上。健常者の方で６００万以上失業者

なのに、体の不自由な人が職に就くのは難しいです。中小企業の方も大変で救済されて

いますが、身体の不自由の方にも生活ができるように生活給付金の配付をしていただき

たいです。 

 療育手帳を持っているのに障害者年金をもらえる人、もらえない人がいるのはおかしい

と思います。 

 各市内作業所の工賃引き上げ、せめて 1 時間 300 円にしてほしい(みんな赤字で困って

いる) 
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 多種多様の障害者にサービスの種類がこんなに多くあることを知り、安心いたしました

と共に、介護費がいくらくらいかかるのかが気になります。介護保険費を払っているの

とは別に、費用が要るとも聞いています。今後、私がもし介護を受けるような体になっ

たときが心配です。払えるかどうかが。介護保険とはいったい何に使うのか（使われて

いるのか）がもうひとつわかりません。自分の費の保険なのか、別に費用が要ることに

も今ひとつすっきりしません。介護費が払えない場合は、介護してもらえないのでしょ

うか。その所も不安です。お世話になるようなことがありますが、よろしくお願い致し

ます。 

 今は家族（親）が働いているから障がい者を養って生活ができているが、軽度の障がい

者なら、色々な所で働けて収入が稼げるが、重度の障がい者は障がい者年金のみの収入

に近い。１級と２級の年金の差をもっとつけてほしい。 

 

（２）就労について 
 障がいサービスの制度を色々と利用してきましたが、結局は自分でなんとかするしか方

法がないことを痛感しました。特に困ったのが就労でした。希望する仕事を見つけるこ

とが現状として難しいと思います。障がいを持っている方を雇用する制度も実際は就労

に結びついてないのが現状ではないでしょうか？障害があってもその人らしく生きら

れる社会に少しでも変化してくれる社会を望みます。 

 もっと公共の場や事業所での就労を増やし生活できる賃金を獲得したい。 

 高次脳障害に特化した施設がない。就労支援 B型は何か所か訪ねたが、精神か知的が主

体で、高次脳機能障害の私も同じ扱いを受け不快感を持つ。障害者入所施設の職員は、

個々の障がいを、もっと深く理解していてほしい。施設に行くより、企業に行きたい。 

 息子は３１才です。若いヘルパーさんを希望しています。現在 B型でお仕事していま

すがもっとお給料をあげてほしいです。 

 新型コロナウイルスのために、職を失った方々が離職をよぎなくされるのは、まことに

残念である。介護業界など仕方なく保証されていた方が、働き方改革で、有給が保証さ

れていた方が、介護職の現場では実質有給などとれないことを知り、ガッカリされてい

るのを見てとても悲しく思った。すぐに退職されてこちらも迷惑だった。障害者に対す

る、差別もあり、働きにくいところも感じるが、負けてなるものかと、日々努力を重ね

ている。 

 現在は健康で毎日年金暮らしでアルバイトにて、１０ｔ、８ｔ、４ｔ車のミキサー車の

仕事をしています。なにぶん歳なので充分気を付けてしています。この先どうなるかわ

かりませんが、健康でいられるかぎりがんばりたいと思います。この先何もかも終われ

ば生活保護をお願い致します。 

 今は企業で働いていますが、何歳まで働かせてもらえるか不安ですが、職場の人達が親

切なので何とか続けていられています。 

 一般企業に働いていますが暴言などはかれ適応障害になり今でも少し不安定です。仕事

には復帰しましたが…。 

 給料たくさん欲しい。コースターや手作り織物を買ってほしい。 

 手術後、少しでも早く仕事に復帰できるよう、筋肉強化して仕事していますが、年々歳

はとるし、少ない年金が出るのを待っています。あと 5 年ほど働かないといけないし、

辛いですね。 
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 障害により、働くという気持ちは本人もいっぱいあるのですが、お金をいただくという

ことは難しく、理解（本人の）をしていただけないのが悲しいです。今は、就労移行支

援の中でたくさんの温かい周りの人たちの中で、楽しく働かせていただいています。ぜ

ったい嫌なことは言わず、毎日働く喜びを感じている子どもを、毎朝、背中を見ながら

見送っています。「いってらっしゃい。がんばってね」と…。少しでも早く、人が喜ん

でくださる仕事をしたいと、子どもはがんばっています。いい「ご縁」がありますよう

にと祈っています。 

 Ａ型の就労支援は、軽作業や、クリーン作業などの職業が多く、手に職をつけて将来、

一般の方の収入につなげられる様な、職業がとても少なく感じます。知的な障害も個人

によって得意な事もあり、それらをのばせる様な、色々な働く場所があればと思います。 

 就活していて、重度の障害者のサポートはよくあるがグレーゾーンの人のサポートはな

いと感じた。 

 

（３）交通について 
 障がいの為に、車の免許を持っていないのですが、（意識消失の持病があるため）移動

に不便を感じています。特に夜から深夜の移動は福祉のサポートが受けられないため、

また、コロナウイルスの関係でタクシーもあまり利用できないため、外出に制限がある

状態です。上記に、夜から深夜としたのは、睡眠障害があり、活発に動けるのがその時

間帯になるのですが、時間も時間なのでどうしても福祉の枠の外にいると感じています。

また、人にとってはワガママととらえられることもあり心理的にも孤立することもあり

ます。 

 病院等行くのに足が悪くてあまり歩けないので送迎車の許可がほしい。難聴者なので病

院で名前を呼ばれてもわからない。 

 視覚障害の一人暮らしです。小倉地域に住んでいます。市役所界隈には出掛けません。 

京都へ行く程交通費がかかります。小倉から障害者が乗れるバスを運行してほしいです。 

 免許証を返納しましたので、足がないので困っています。 

 福祉タクシーチケット申請申し込みをコミセンにあるポストを土、日曜でも受け付け

て下さい。 

 移動支援を利用するほどの重度ではないため利用していない。しかし、高齢に加えての

上、下肢のマヒのため、運転免許を返納させました。今年のような感染症だけでなく、

暑さ及び寒さでは日々体調管理のための通院や買い物、入浴のための外出に、「徒歩」

しか手段のないものにとってはどこにも（近隣である）行くことが出来ない。（以前、

選挙の時も当日はショートステイに行っていたこともあり、期日前に行くにも、市役所

までは徒歩では遠すぎるため、棄権せざるを得なかった。）是非、こうした者への交通

手段としてタクシーチケットや交通機関、手段の充実を検討していただきたい。 

 身体障害者手帳、療育手帳と精神障害手帳とのサービスに差があることに疑問を持って

います。身体に障害があっても移動にさしつかえない方でも電車やバスが無料になった

り、他にも受けられるサービスが多いと思います。当方、精神２級ですが、常に家族の

援助が必要で毎週の通院にも、交通費がかなり必要です。たとえば、京都市のように、

身体、精神ともにせめて宇治市内の電車やバスの無料化はできないでしょうか？となり

の市との福祉サービスの差に、又、身体障害者との差に不満があります。精神障害者の

介助も同様に大変なことを知ってもらいたいです。精神障害者手帳は「頭がおかしい人」

という世間からの目というデメリットの方が大きいのが現状だと感じています。 

 障害のせいで通院すること自体がしんどいです。現在、精神障害２級ですが、タクシー

料金の補助は 1級しか受けられないので、タクシーではなく、公共交通機関を使ってい

ますが、通院に限っては２級もタクシー補助をしていただけると嬉しいです。 
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 駐車禁止除外指定の標章は大変助かっています。福祉タクシー利用券もありがたいです。  

 タクシー券を以前使わせてもらっていましたが、タクシー会社にあまり周知されていな

くて使いづらかったです。今は辞退しています。 

 通院手段が難しいので金銭面等、色々な手段をお願いしたい。 

 地域に近所にスーパーがなく買物に行くのにバス代が高くつくので、バス代の無料回数

券等がいただければうれしいです。無料は難しい時は一部負担していただければうれし

いです。タクシー代の一部負担もしていただけたらうれしいです。年金生活ですから切

実です。1人暮らしです。 

 歩行困難につき、通院に困っている。現在、高齢の夫に車に乗せてもらっているが、い

つまでできるかわからず、不安が大きい。簡単に付き添いできるシステムがほしい。 

 タクシーチケットが少ない。元の月 1200円へ。 

 A型事業利用の際、交通費が全額あれば助かります。視覚障害にとって、自力で自動車

での移動はできないため。 

 宇治はバスが通っていないためタクシーの行帰りは金額的に大変です。（年金生活者）

午前１回午後１回でもバスを通して下さい。切にねがいます。 

 移動する場合、バスは一人でも半額で乗車出来るが、私鉄、ＪＲ等の電車は、近距離は

同伴者がいないと半額にならない。近くへ一人で出かけたい事もあるので。 

 以前住んでいた所では障害者４級でしたがこちら（宇治）へ転居して２級になり、タク

シー券、医療費の無料など経済的に大変助かっております。この上欲を申しますとタク

シーチケットがもう少し多ければ病院通い以外でも使えるのですが・・・。（現在は病

院通いで半年余りでなくなってしまいます） 

 お買物に行くのに、とても不自由している。そのたびに、タクシー往復代がかかります。

年金少ない中、とても苦しいです。宇治市は坂道も多く、マイクロバスでもと考える時

があります。マイクロバスぜひ考えて下さい。特に、御蔵山地域です。 

 障害者二人が、助け合ってコロナにおびえながら生活していますが、一番困っている

のは交通の不便な事。主にバス、タクシーを利用しているが、バスの停留所には屋根

のないベンチもないところがあり、増設を希望。タクシーも手帳を出しても割引を忘

れる運転手さんに度々出会った。折居台、近鉄小倉以西などは小型市営巡回バスを走

らせてはいかがでしょう。 

 通院にタクシーをつかわねばならないので、それに対する補助があればありがたいと思

う。親が年齢を重ね、生活に不安が増えてきて、色々なところで目にする包括センター

に相談をしてみたが、〇〇じゃないとダメ、といった制約や、困った時は・・・と思っ

ていただけに、「そうかぁ・・・」と勝手にショックをうけてました。公的なサービスで

すし、もちろんあれもこれもできるわけではないと頭ではわかっていたのですが。まだ

相談のタイミングが早かったのかな。（もっと困っている方がもっと沢山いらっしゃる）

将来的にはもっと、相談件数が増えることが予想される時代なので、相談できる窓口が

増えたらありがたいです。ゆったり相談できるように。（職員さんが少なく、お忙しい

と、当然、ひとりあたりの相談時間が短くなるし、ピリピリもします。当然です。それ

もわかるのですが、だからといって、お互いに嫌な気持にならねばならないこともない

と思うのです。思うことを思うように相談できたらうれしいです。） 

 車で移動の際のガソリン代等の支援がほしい。（本人運転の際のＥＴＣカード作成支援

もお願いしたいです） 

 公共交通機関（電車、バス）利用のための無料パスの支給。 

 市役所への送迎バスがあればありがたいです。 

  



49 

 以前居住していた所ではタクシー割引チケットがありましたので、あれば便利だと思い

ます。予算があると思いますので、一応希望まで。 

 駐車場、手帳があればどの種類でも障害車用停められるようにしてほしい。病院の送迎。 

 炭山に住んでいるので交通機関がない為、本人１人での行動が出来ません。 

 

（４）制度・サービスについて 
 高齢者へのサービス低下。公民館・集会所の廃止はやめてください。 

 聴覚障害の老夫婦でともに４級であるため、信号灯などの設置をしてほしくても、でき

なかったり本当に困っているので等級に関係なく対応をしてほしいとおもいます。 

 すぐに「予算がない」で実施していた施策を廃止するのはやめてほしい。障がいがあっ

ても「生きていける」世の中であってほしいね。 

 今後、両親は私をグループホームに入れたいと思っていますが入所できるかどうかも今

のところわかりません。両親の年がいき、身体が不自由になれば、大変困ったことにな

ります。一人でなにもできません。後見人を、両親はぼちぼちあたっているらしいが私

にあう女性の方がみつかるかどうか、両親が二人とも存命中に決めるか、一人になった

場合決めるか、迷っています。地域支援センター、通所施設からのアドバイスが欲しい。 

 移動支援が希望の日に利用できない。１～２か月前に申込みしても困難な日もある。

宿泊も急には無理と断られることある。食事に問題（偏食）あるのに、食事の持ち込

みさえもゆるしてもらえない。出かけられないストレスでイライラしている。 

 いろいろなサービスがあってとても心強いです。今はまだ体が動くので利用していない

ですが、年を取っていずれ利用させていただくことになるかもしれません。その時はよ

ろしくお願いします。 

 障がい者手帳の更新を２年からもう少し引き伸ばし３～５年にしていただければ手続

きが助かります。 

 介護保険を利用しなければとのことで障害者として利用する（できる）のは移動支援だ

けですが利用できる事業所も少々ヘルパーもいなくて外出は本当に不便。時間数はいた

だけてるがほとんど利用できず高齢者であり身体に障害はあるが認知もなる。元気な時

と思いは同じ、出かけることは老人にとって楽しみの一つ。利用できるヘルパー探しは

苦労する。 

 介護する人手がなく、夫も高齢なので老老介護になっている。受けられるサービスは全

部利用したい。わかりやすいサービス一覧表がほしい。 

 医療的ケアが必要で這って動き回ることによって受け入れてもらえる施設がほとんど

ない（意思疎通もとれない）。療養介護サービスの様なものがありますが、長期での受

け入れは困難で２泊３日しか受け入れていただけない。又、転倒の可能性があるためベ

ッド対応が難しく個室を利用しなければいけなくなります。そのため個室料金がかかっ

てきますので負担が大変です。点滴も一日中行うことにより作業所での通所も検討中で

なかなか返事がもらえず、自宅で過ごしています。難病で医療的ケアの障害があるもの

にとってはあまりにも受け入れていただける施設が京都にはありません。又、動き回る

ということで大半断られています。 
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 知り合いの肢体不自由の子どもさんが家庭で介護できないということで遠くの病院に

入院されています。コロナの関係で家族とも会えていないのではないかと思われます。

それぞれの家庭の事情はあるので個々の事についてはどうこういうべきではないと思

いますが、宇治市の中でどんな重い障がいや病気があっても、本人や家族が望んだとき

には一緒に生活できるような十分な支援を受けられる体制を作って頂けたらありがた

いです。わが子は小・中と特別支援学級でお世話になり、支援学校も含めて充分力をつ

けていただいたとありがたく思っていますが、すべての子ども達が持っている力を十分

発揮し、成長していけるように特別支援教育に対する十分な人員の配置十分な予算の配

分をお願いします。 

 今後とも良質な障害者支援サービスをお願いします。 

 私のような軽度の者はともかく重度の方々には手厚い保護援助を差し伸べてあげてほ

しく望みます。 

 手続きに長い日数がかかり病院に支払い時「まだですか？」と何度か言われ困った。歩

行困難時、タクシー利用していましたが、手続きする時、市役所受付で「歩行困難なの

で、手続きの持参するものの不備にあっては困るので持参するものをはっきり言ってほ

しい。書類に赤丸を付けてくださいとお願いしたのにかかわらず後日（すでに入院して

いるのに）・・・がでておりませんとハガキが留守の家に入っていた。手続きを退院後

にしたので非常に遅れた。（一人暮らしの後期高齢者） 

 医療的ケアが必要な為、利用出来るところが限られているし、利用枠が少ない。それを

増やして欲しい。 

 紙おむつは支給券で購入しているが、足りない。小さい子どものころには足りていたが、

成長するにつれて紙オムツのサイズは大きくなり、大きくなると１袋の枚数は少なく値

段も高くなる。 

 介護している者からひと言。市の講習会があるが、介護を代わってくれる（参加してい

る間）人がいない者は参加出来ない。本当に講習を必要としている者は参加出来ない。 

 休日、年末、年始でも、将来一人暮らしした時何か大変な事がおきても、いつでも（24

時間）相談できる所、電話をできるサービスがあれば助かる。 

 全般的に福祉サービスが悪すぎる。もっと身近な市などの福祉サービスをよく見て、再

検討を切に願っています。 

 障害者手帳のカード化、電子化が望ましい。 

 安心して預けられる任せられることを基本に本人の性格や障害の特徴など知らせてい

ますが、慣れたころに介護人が辞めたり、異動したり、引き継ぎをして下さっていると

は思いますが、ヒヤリハットもあります。人手不足がこのような心配のもとになってい

ると思います。理解ある方が来て下さることを願います。親がいなくなっても安心して

楽しく生きていけるように心より願っています。 

 疾患者にマスクの購入券が欲しい（お金は支払うので）。障害者にもＰＣ購入支援など

期間限定で良いので行ってほしいです。 

 近所付き合いが、障害がある為に理解してもらえない。療育手帳Ｂの方の利用をもっと

拡大してほしい。 

  



51 

 障害者手帳をもらっていても宇治市はあまりメリットがなくて使える所が少ないので

もっといろいろな所で使えるようにしてほしいです。なにも免許ももっていないので宇

治市の役所に行くのにＪＲ宇治でおりてだいぶ歩かなくてはならなくて、夏や冬はこま

るし、これから年をとったら歩きにくくなるかもしれないので、ＪＲとか京阪宇治駅の

近くに出張所をつくってもらって、なんでも手続きができるようにしてほしいし、駅か

らすぐにいける所で手続きができる所をつくってほしいです。障害者手帳に貼る自分の

顔写真を、手続きする所でお金をはらってもいいし、その所で撮ってもらえるようにし

てほしいです。一人暮らしをする時に障害者が暮らしやすい環境のアパートやハイツを

市が選んで推奨してもらって認定してもらって障害者を優先的に入れさせてくれるア

パートやハイツがほしいです。 

 ひまわり号が中止になって、楽しみが無くなりました。ぜひ、ひまわり号を復活させて

下さい。 

 重度訪問介護となり、現状の入浴支援は、現状では併用できないとお聞きしたことがあ

りますが、重訪と入浴支援サービスの併用できるサービスをつくってほしいです。 

 医療的ケアの必要な(ストーマの)者がショートステイできる場所を宇治に増やしてほ

しい。 

 NPO 法人施設に多方面の支援をしていただきたいです。(金銭・設備など) 

 福祉課に行きにくい障害者もいるので、メールなど「オンライン福祉課」などで相談で

きるシステムを作ってほしい(コロナで出歩くのが怖い) 

 ストーマ装具などの費用を国、府、市で全額負担してほしい。 

 市長さんや福祉課の方々と当事者としてミーティングしたい。作業所等の作業を体験し

てもらいたい。 

 ピアカウンセラーとして働けるところを作ってほしい。 

 福祉課の職員さん、ベテランだけでなくどなたでも同じ対応ができるように、いろんな

ことを知っておいてほしい。 

 文化センター、福祉会館等を障害者は無料で使わせてほしい。 

 家の改装費用の枠を増やしてほしい。 

 もっと行動支援を使える所を増やしてほしいです。時間帯で断られます。 

 現在は、各種訓練、サービスを活用していませんが将来はわからないですが何か有った

場合、訓練やサービスの内容が良く理解出来ていないので、広報にも注力して下さい(基

本、自分で頑張れる場合は自分で行いたい)。今回調査表が来て、少しですが訓練サー

ビスの理解が出来ました。(有難うございます) 

 比較的に見た目で健常者とかわらない我々のような人々との相互の意見交換の場を設

けてほしい。 

 毎日 A 事業所の日中一時→B 型事業所→A 事業所又は C 事業所の日中一時を利用し、就

労支援 B型事業所に通っている。A事業所から毎年、年度が変わる時、「朝の送迎ができ

ません」や、「他の事業所の利用をお願いします」等の連絡がある。母子家庭で、母も

働いており、朝、家族（母）の送迎が難しい旨、本人の日常生活が安定してできるよう

にしてほしい旨を伝える。今年度も、同じことを言われ、毎年不安である（近い将来一

人暮らしを始めようと思っている）。事業所の都合もあると思うが、最初に受けた支援

は、事業所もできるだけ調整して、送迎を可能にしてほしいと思う。 
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 災害時に、障害者が落ち着いて避難出来る場所を設定して欲しい。又、障害者の事がわ

かるスタッフを配置して欲しい。食事提供加算や送迎加算を今後も続けて欲しい。利用

者の工賃はほとんど無く、年金だけでまかなうのは無理です。親も高齢になり、金銭面

でも体力面でもカバーするのがむずかしく、送迎に関しては、一人で出かけられない障

害者にとっては、必須です。事業所の実体を見て、必要な所には、今後もずっと加算を

お願いしたい。 

 「障害」じゃなく「障がい」で今後変更お願いします。 

 給食加算・送迎加算なくなることがどれだけ大変かおわかりですか？？障害基礎年金が

生活保護より少ないにもかかわらず負担が大きすぎます。サービスについても使いたい

時に使えず、まるで事業所のためにあるように感じてしまいます。本当に必要なところ

にお金をかけるべきだといつも思います。障害区分の診断書、連れて行くことが一苦労

だと理解されていますか？大変なんです、毎回！！何とかお願いしたいものです。役所

への手続きがありすぎて・・・。もっとコンパクトに簡単にできるとうれしいです。 

 当市に視覚障害(全盲)、肢体不自由等に対してショートステイや介護入所出来る所があ

るのかわからない。家族への負担が大きい。 

 現在は両親なんとか生活していますが両親が病気になった時、本人だけでは生活出来な

い為、今後グループホームとか成年後見制度が知りたいです。 

 いつもお世話になっています。福祉関係の手続きは 3～4 ヶ月かかると言われています

が思いの他早く対応していただいて有難く思っております。窓口でも親切で丁寧に対応

していただいて助かっています。コロナ禍でただでさえ忙しい仕事が更に増加し大変だ

とは思いますが皆様もどうぞ健康に気をつけてお過ごし下さい。 

 補聴器の借出しが有れば良い(老人クラブ等に)。 

 サービスを提供するのも良いですが、あれも！これも！と多すぎると感じます。いつか

破綻し大事なサービスも受けられなくなるのではと不安です。宇治市独自の障害者支援

（補助金など）を考えてもらいたい。看護師補助金の復活も、宇治市が財政難というな

ら、もっと京都府に積極的に働きかけてほしい。 

 年金の範囲で入れる老後施設があってほしい。 

 障害の級に応じた支援・サービスがわかりにくい。広く周知できる案内や、ホームペー

ジ等での確認ができるようにしてはどうですか。 

 親亡き後グループホームに入れたいが、数も少なく、入所にも限りがある。24時間サポ

ートできる体制など、親が高齢になっても困らぬよう対応していただきたくお願いしま

す。 

 手帳の更新時、医者の診断書が高い。2 年ごとに更新する理由がわからない。5 年毎ぐ

らいにしてほしい。 

 介護者が突発的に病気入院とか、事故で日常介護ができなくなった場合、緊急避難的に

入所できるような施設があればよいのですが。また、急用ができた場合、即応していた

だけるデイサービスがほしい。現在は臨時のデイサービスを申し込んでも、1週間前で

もなかなか対応していただけません。 

 盲ろう者、手話通訳の拡充。 

 現在 59歳です。有償運送をよく利用します。このサービスは 64歳までと聞いていま

す。65歳からは介護タクシーなのかなと思っていますが、サービス、料金の面で不安

を感じています。 
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 発語はなく、全介助が必要（身辺自立不可）で、さらにてんかん発作があり、目離しが

できない娘ですが、33歳にもなり、青年らしく家族と離れて、家族（親）が亡き後も、

入所ではなく、3～4人ほどのグループホーム？いえシェアハウス的なところで、外部か

らのヘルパーさんの支援も借りながら、今の生活と変わらぬよう、毎日通い慣れた場所

で慣れ親しんだ職員さん達と、ほんの少しの達成感や高揚感を感じながら生活していけ

ることを強く望んでいます。地域の中で生活し続けられるのが理想です。そのために親

にできる事があるならば、ぜひ教えていただきたいです。親同士、力を合わせて頑張り

ますので…。 

 グループホームとして市営住宅、府営住宅などを提供して頂ければ将来生活保護も受け

ずにゆとりはないですがなんとか暮していけるのではと思ってます。是非検討下さい。 

 身体、知的、精神で使えるサービスや支援に大きな格差がある。 

 現在月～金にグループホームに入所していますが、その制度により、土、日に日中一時

支援等利用出来なくなってしまいました。土、日の支援をもう少し充実した物にして欲

しいです。レスパイト事業所も少なく、今はほとんど利用出来ません。土、日の生活に

困っています。 

 手帳、等級が低いほど鉄道など１人で乗ると割引などないが、なぜ１人だと手帳の割引

が適応されないのか不思議。収入が低い障害者は１人でも割引で利用をみとめてほしい。 

 利用できる障害福祉サービスの事業所が少なく、選べない。また、利用したい時間や曜

日に予約できない。精神障がい者に対応できる事業所が少ないので、仕方ないなあ・・・

と利用をあきらめています・・・。 

 最近はコロナ禍で、障害福祉課へ行かなくても、郵送で手続き可能になりました。良か

ったと思います。精神的に不安定になるので、宇治市役所に行かなくても、手続き（更

新）ができる、サービスを続けてほしいです。 

 障害者擁護について最近知りました。今まで知らなかったです。精神障害者についての

サービスがいまいちです。宇治市も広報したり、教えてほしいと思いました。 

 精神障害者は見た目が健常者と変らないため、障害手帳を提示しないと相手に認めても

らえない面がある。そのため障害者という表記、扱いが正当であるのか疑問に思う。政

府の方針で決められているのなら仕方ないが、社会から正当な扱いを受けていないよう

に感じます。 

 介護保険制度と障害者制度に矛盾があるように良く聞く事があります。障害者が日常生

活を営むうえで不利の無い制度であってほしい。 

 障害と介護保険サービスの区別がわかりにくい。 

 現在はグループホームで生活しているが、土、日曜日は家に帰ってきている。親も高齢

となりつつあるので、今後土、日曜日もグループホームで生活できるようになれば、安

心できるように思います。 

 宇治市の精神のグループワークと作業所のサロン（絵を描く会）に参加しています。こ

れからも続けていきたいです。 

 介護従事者の離職防止のため、待遇の充実。65歳以降の人権を守った制度の実施。 

 ヘルパーさんのスキルアップの指導をしっかりしてほしい。質の高いヘルパーを養成し

てほしい。 
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 現在、日中は通所の作業所であとグループホームに入っていますが、ここまでこれた事

はとてもありがたいと思う反面、親も高齢になり本人も年齢が高くなってきて、今後グ

ループホームでどこまで受け止めてもらえるのかが心配になってきています。できるな

ら今までの環境をあまり変える事なく、この先を安心できるようにお願いしたいです。

先々成年後見人制度を使う事が必要になると思われますが、手続きや先々の費用など複

雑なように感じます。知的な障害はあったとしても、本人の人間的な良い部分を否定す

るような申請を親がするのは抵抗があります。もう少し身近な制度になってくれること

を望みます。 

 市役所ＨＰに手帳の再発行に関する記載をお願いします。 

 ヘルパーさん不足であっちこっち事業所を綱渡りしてます。ヘルパーさんの賃金アップ

をお願いします。 

 日中一時でお風呂と夕食まで頼みたいと思っても、宿泊しないとお風呂は入れてもらえ

ないなど制限があります。また家のお風呂が狭いので外で入れてもらえるサービスがあ

ればよいと思います。 

 歯科センターでお世話になっていますが、耳鼻科と眼科も定期的に検診と治療してもら

えると助かります。 

 相談支援員の人員配置を工夫してほしい。 

 障害児教育に関することですが、精神年齢がいくつであれ、18歳になったらとりあえず

“働く”というのはいかがなものかと思うことがあります。作業所で楽しくすごせるに

は、全国一律で“働く”ことを強いるのは虐待にならないかと心配になります。精神年

齢が２～３歳ならその年齢に応じて対応すべきではないでしょうか。 

 卒業後（支援学校）の通所施設を増やしてほしい。各施設に看護師さんの配置を。配置

するための補助の増額を増やすとともに配置を工夫してほしい。 

 作業所職員の給与アップ。人材確保のために、支援を強化してほしい。 

 親なき後の諸制度の更新手続き。毎年更新、定期的（数年毎）更新などの援助支援を希

望します。 

 行動援護についてお願いです。８時間以上の算定額が設定されていないようで、それ以

上は、同額です。（８時間支援も、10時間でも同額しか事業者に入りません）。ので、行

ってくれる所がありません。移動支援は算定があるけれど重度知的障害ではきびし

い・・・。年に一度くらいは、小旅行をさせてやりたいのですが、親も年をとると大変

になり、手助けがほしいのに、思ったように使えない制度です。現状をご理解頂きせめ

て行動援護と移動支援の同事業所で併用ができるとか、国に要望をあげてほしいと思い

ます。 

 今後送迎加算、食事加算の廃止になるのだろうか？ととても心配です。息子は２年前か

らグループホームに入居しそこから事業所に通っている。毎月の費用は８万円です。年

金がすべての生活費ですから、残るものがない。（工賃月５千円ぐらい）。外出もさせた

いし余かを楽しいものにするにはお金が必要です。自分で、通所できませんし、食事も

バランスのよい食事が絶対大事ですし、生きていくには、とっても大事です。今の生活

の維持の為に、食事（給食）の補助、送迎の補助も続けて下さい。 

 主に同行援護を利用したいのですが、利用したい日、時間に利用できません。通院して

いますが、診察に長時間かかり、一日仕事になり、同行援護の利用時間が長くなるので、

利用できていません。ガイドヘルパーさんの人数も限られているとの事です。 

 グループホームの看護師配置をぜひぜひ考えてほしいです。 
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 通常サポートしているのは我家では父になります。主としてサポートしている人に対し

て、何かしらねぎらいの場や、なかなか自分がしていることを認めてもらえる機会がな

いと、誰しも「何をしているんだろう・・・」などと思うことがあると思うので普段お

困りのことなどありませんか？という声かけをするために、家に訪問してほしいです。

家族が言ったとしても、するのが当たり前だからとしか思えませんが、他人さんから「大

変ですね。良くされてますね」など声かけしてもらうことで、これからも頑張っていこ

う。という心理状態へ持っていくことも可能だと思います。当事者だけでなくサポート

している人にも、たまにはケアをして頂けないでしょうか。 

 福祉サービスを受けたいと思いますが、排便、排尿が時間と関係なく出てくるので、サ

ービスを受ける事が出来ない。買物、風呂の掃除、部屋の掃除等は（夫）である私が出

来るが、本人が一人で考えこむ為ストレスが溜まり救急車を呼ぶ事も多々あります。こ

れからは益々老々看護の方向に進むが、先の事が考えられず迷っております。 

 本人の母親です。今施設に入所して、週末に帰宅しますが、共に老いの世界に入ります。

それでも週末だけでも共に暮したいと思っていますが、そんな時、子の世話をしてもら

えるサービスがあれば良いのにと思っています。費用は全額負担で良いのですが、誰で

もとはいかず、資格の有る方に世話をして欲しいと願っています。 

 各家庭での意見を聞くのではなく、各施設（作業所）に市の職員を派遣して頂き、皆さ

んの（利用者の）意見を聞いてもらいたいです。（利用者の意見は難しい為、親や家族

の意見です）親なき後の生活としてグループホーム等の助成も行って頂きたい。 

 市役所の１Ｆに常時販売できるコーナーを作って下さい。市民の方の目につく所でパン

やクッキーを常時販売したいです。自分達の力でお客様に認めてもらい購入していただ

きたいです。 

 障害者はかわいそう、害のある人達だと思わないで欲しいです。顔をそむけずに挨拶を

かわし合える親しさが欲しいです。 

 当事者が一番困っていることを知ってもらって、サポートしていただけるような支援体

制を親としては切望いたします。福祉の窓口で意思疎通が難しい人への対応を可能にし、

必要な支援をしていただけるようにお願いしたいです。 

 現在福祉作業所の食事提供体制加算と送迎加算についての改定を国で検討とのことで

すが、障害者の工賃をちゃんと把握しているのか、何がどうなったら加算分の費用を障

害者が払えると考えているのか、理解に苦しみます。今まで通りにしていただきたいと

思っています。 

 短期入所など本人拒否が強い。 

 

（５）将来について 
 精神障害・・うつ病、軽度認知症です。現在夫と二人暮らしで夫の世話になり、近くに

子供家族もいるので何とかなっていますが、夫も高齢で身体機能、精神機能の劣化が目

立ち将来が不安です。子供たちも近くにいるとはいえそれぞれ 40 代で仕事や子供のこ

とでいつでもなんでも頼める状態ではなく、不安です。 

 もし一人になったらどのように福祉に電話したらいいのか。 

 両親が居なくなった時にどうすればいいかわかりません。 

 親亡き後または親が高齢になって同居が困難になったときにグループホームや入所施

設にいるだけの空き部屋が確保されているのか、不足の時はどうするのか。障害者年金

も減額しないでください。ボーダーラインの人の就職先が少ないと思います。 
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 いずれ親はいなくなります。身内が少ないので成年後見人など必要になると思います。

市役所の方では成年後見人センターの様な公的な相談窓口はありますか？気軽に相談

できる環境を作ってほしいです。老人福祉も大事ですが、障害者福祉の方にももう少し

目を向けてほしいです。親もどんどん年を取っていきます。私どもの介護が必要になっ

た場合も想定すると気が重いです。障がいを持った子供とその両親も一緒に介護しても

らう制度も必要になります。親亡き後の行く末を考えると不安でなりません。 

 今は父、母と暮らしているが、将来一人になった時の不安は大きい。一人で生きていけ

るか不安だ。 

 現在は施設、ホーム、家族に守られて本人なりの生活をしていますが、コロナ、災害に

直面した時が心配です。家族の協力を得られなくなった時の心の変化が心配です。今後

も障害者によりそった福祉をお願いしたい。職員さんの知識の向上に力を入れていただ

きたい。障害者に寄り添える職員さんを育成して欲しい。 

 人生１００年時代となりました。高齢となり、障害のある私ですが、家族と一緒に暮ら

しています。これから先は何がおこるか不安です。障害のある人に地域生活の支援や福

祉計画のアンケートでは宇治市政がサービスの種類や利用状況などくわしく取り組ん

でおられ大変嬉しいです。これからも地域共生社会実現の為よろしくお願いします。 

 親も高齢になり、将来安心して子供が生活出来る場があるか、又、どの様な取り組みを

今、現在から行っていけばいいのか、もっと資料を提供して欲しい。次へと進んでいく

組織…人との関わり信用し、すべて安心出来、任せられるか、いろいろと頭の中で（不

安が）めぐります。 

 親も高齢になりつつあり、安心して生活が継続出来る為には、親として、行政に何を求

めて行けば良いのか、親として協力出来る事は何かを日々考え、行政もより良いサービ

スを発信していく事を願っています。 

 早い段階で一人暮らしをした方が良いのか、母の年齢が高くなってから一人暮らしした

方がよいのか、選択に悩む。 

 将来、親が亡くなったあと、一人での生活をどうするのか不安です。グループホームな

ど、どんな方法があるのか、また希望通りに暮らすために今からすべき事はあるのか知

りたいです。 

 同居家族が死んだ後に残された子供(障害者)の事を考えたら死ねない。その後のケアが

出来る制度を作って欲しいです。 

 今、現在は何も利用する必要がありませんが、利用するにあたっての方法とかがわかり

ません。今は子供も 2人いますので何とかなると思っていますが、子供がいなくなって

からが不安です。 

 私がこのような状態であり、妻に世話してもらっているが、妻が病気になった時はどう

にもできない。一日の生活が成り立たないので、このような時はどうすれば？子どもが

一人同居しておりますが、視覚障害で何もすることができず、その時が来たらどうしよ

うかと思っています。 

 長年母子家庭で、私が元気なうちに、息子の将来を決めて、安心したいと思っています。

重度の知的障害があっても、生き生きと暮らしていけるような施設があればと思います。

現在は、自宅で幸せに暮らしております。 

 気軽に相談（生活面）できるように、保護者（家族）へのサポートをしっかりお願いし

たいと思っております。 

 今入居している施設では看取りは行なっておりませんと言われており、この先不安を感

じています。最期まで看てもらえる施設知りたいです。介護する我々の方も障害があり

我が家では無理があり心配です。 
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 年々、色んな災害が大きくなって来るので、（宇治市でも色々と取りくんでおられると

思いますが）障害者に対しての避難の仕方がまだまだ親としては安心のいかない状況で

す。 

 いつも前向きにと言っておられますが、即時に宇治市の考えを決定してほしい。地域に

障害者が住める様にと言われていますが、グループホームも思う様にできず、入所施設

も作らないのでは、親の死後、不安で仕方がないです。宇治市の計画書と親の思いは温

度差がありすぎて納得がいかないです。アンケートをどの様に参考にされているのかわ

からないです。親の思いが反映されていないと思います。 

 本人が記入することはできないので母親が記入しています。親子共、年齢的にも家でみ

ていくことが大変になってきている。グループホームでの生活ができるといいと思うが、

難しいと思う。入所施設もなかなか空きがなく難しいのかと思う。この先、家庭での生

活をどこまでしていけるのか不安です。今回のアンケートは本人に対してのものだと思

いますが基本、本人が回答することに対しての内容になっていると思うので、家庭でど

ういう状況にあるかということも大事だと思う（老障介護も問題になっている）ので親

に対してのアンケートも必要だと思います。 

 成人している人は基本的には親の世話にならずに生きていくのが健全と考えています。

娘には重度の障害があるために現在は親が世話をしていますが、親も６０代に入ってい

て、いつ何が起こるのかわからず、娘の将来について心配は尽きません。そろそろ安心

して暮らせるグループホームに入れたらと思っていますが、希望する全員が入れるわけ

でもなく、順番はまだまだまわってきそうにありません。兄弟に負担をかけるのは避け

たいので、親が元気なうちに一日も早くグループホームに入れたいです。 

 今は家族と生活をしているが、今後グループホームなどにお世話になるときに、空きが

あるのか、入所できるのか心配です。 

 現在は娘夫婦と同居しておりますが将来的には、同居者も年を取りますのでその分は不

安があります。現在は問題ありません。 

 同居の母親が高齢（９６才）のため現在は不要（母が元気）ながら近い将来「老老介護」

の必要が生じることが考えられる。 

 現在は普段の生活に特別差しさわりは無いので何とかやっていますがもう何年か先は

どうなるのか自分でもわからないので何とも言えませんが出来る限りお世話にならな

いで生活していきたいと思っております。頑張ります！！ 

 

（６）生活環境・バリアフリーについて 
 インフルエンザ薬や採血、けがをした時等色々いやがってなかなか治療をさせてくれな

いので断られることがあります。どこに行ったらいいのか困っています。病気やけがの

時どうしたらよいのか大変困っています。 

 障がいに理解を示してくださる方が一人でも多くありますように。今の社会は障害者側

が社会の仕組みや基準に「合わせていく」という実情です。特性を生かして働くにも理

解を得られない中では活かせるものも活かしにくいです。 

 白杖を持っている人を見かけたら気軽に声をかけてもらえるような社会を作って頂け

るようお願いします。 

 障がい・介護に対しての理解が地域で暮らすにはむずかしい。町内会などの役割分担が

きびしい。 

 安心して生活ができるようにしてほしいです。 

 在宅介護をしていて、歩道の段差、傾き、道端の網？車椅子を押してて本当に不都合で

す。前輪が引っ掛かると本当に大変です。少しずつでも改善されることを望みます。 
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 みち、こわい、バリアフリーなってないです 

 市役所まで行くのが困難。役所までいっても、一つの窓口で終わらず動くのが大変。ゆ

っくりしか動けないので役所のエレベーターの扉にはさまりかける。でも階段は使えな

い。砂利を固めた歩道は劣化して、砂利がゴロゴロ浮き出して杖も滑るが、どこに言え

ば直してもらえるか分からない。 

 疲れた時に利用できるベンチ等を街中に増やしてほしい。例えば駅周辺、バス停～ショ

ッピングセンターの間など長く歩くのが困難。 

 歩道が狭く段差デコボコあり車の往来もあり電信柱等により歩行しにくい。 

 近くのスーパーが閉店され買物不便。右手が不自由なので持てないので困っています。

早く再建されてほしいです。 

 自宅周辺の市の道路が、車いすで通行できない構造になっている所がある（階段状など）。

市の管理する道路の場合、「車いす用のスロープ」をレンタル又は購入する場合に、追

加の補助があると助かります（市の道路が通れないために必要なものなので）。スロー

プは、かなり高額なので、困っています。お世話になり、ありがとうございます！ 

 車いす用の駐車場が少ない。必要ない人が停める。 

 車いす生活になり 30 年以上になりますが、家の近くの道路の歩道の整備はその頃から

ほとんど進んでいません。府道 15 号線をよく通りますが、車いすでの通行が危険であ

ったり困難な場所が多くあります。自宅から車いすで買い物や駅への移動などの日常生

活が無理なくできるような街づくりを、より一層考えていただきたいと思います。 

 避難所として、支援学校体育館も追加指定してほしい！  

 障害者優遇措置を宇治市を始め、市内店舗、施設等で拡充し、一覧表やマップで紹介し

て欲しい。今回の郵便物等にもわかりやすい簡易一覧表やマップ等を同封していただけ

れば身体障害者にとってはありがたいです。 

 家族も最初より理解してくれるようになったけど、病名で、人の差別されるのは、とて

もつらい。自分では、一生懸命頑張っているつもりでもその日によって波があるのでし

んどい。 

 災害があった時が一番心配。みんなと一緒にはなりたくない。こわい。 

 近鉄電車の西～東の階段のテスリがないから歩くのがつらいです。近辺を高齢者も歩け

る道にしてほしい。 

 生活ゴミの問題。日々の生活の中で発生するゴミの収集場所迄持参するのが高齢者、障

害者には非常に苦痛であり、更に町内で順番に廻って来るゴミ当番はこの上なく負担と

なっている。（回収後の清掃など）。対策として各家庭の門前で回収。（京都市内実施）。

必要とあれば有料化。回収車がオルゴール等で来た事を知らせる。（当番の者が楽にな

る。→希望する地区だけでも可）。 

 JR・私鉄全駅バリアフリー化。 

 災害時に体育館ですごせる障害者はほとんどいません。必ず自閉の子用、身体障害者用

などいくつかの小部屋を用意して下さい。 

 

（７）相談について 
 相談相手がいない。 

 今は主人と二人で助け合って何とか生活が出来ています。このバランスが崩れた時に相

談出来る所が欲しいです。 
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 現在、親の扶養で生活しています。扶養してもらうのが当たり前のように思っています。

自立していかなければならないとも思っていません。このような息子と今後どのように

生活していってよいか分かりません。どこに相談してよいのかもわかりません。 

 不安、グチをきいてもらって困りごとの内容が整理されて良かった。個人の頑張りでど

うにもできないことは、相談して助けを求めるようにしようと考えが変わりました。相

談する相手を間違えたり、相談の仕方や相談する場所が分からなくて、苦しんで障害が

悪化、問題が複雑化していった事が、（年月的に体の持病の悪化も、体力的に）残念で

す。 

 自分はパートで働いていますが、現在は家族で生活しているが親も高齢なため、将来一

人になると生活できない。グループホームなどに頼るしかなく、不安である。以前、相

談に行ったが、なかなか順番が回らず、手続きが後回しになったし、解答は得られない。 

 友達もいなく、一人行動です。友好を広げる場所、お話ができる場所があればと思いま

す。仕事のことも悩んでいますが、わからないことや大変なことが多そうで、前に進む

ことが難しいです。もっと簡単にいろんなことが聞けたらと思います。 

 お金を騙されて取られたりなど、相談できずに、取られてしまった後に親が気が付いた

りで、いろいろ何でも相談できる所（TEL など）、本人（障害者）にわかるよう作るか、

あるのなら教えてもらいたい。 

 自宅でのひとり暮らしのため、地域定着支援のような、常時の連絡体制、緊急時の相談

とか支援をしてくださるサービスが受けられたら安心です。 

 「パニック症」とひと言で言っても症状、状態は人それぞれです。障害年金や手帳の等

級は、「パニック症」とひとくくりにして判断され年金も等級もその時その人の状況、

状態によって判断されないことにずっと納得できずにいます。そんな時、相談できる場

所、頼れる場所が明確になっているとありがたいです。 

 下肢に障害があるがヘルパーさんに助けをいただき元気には生活をしている。年に２回

位同じ仲間とお話し会等があると良いと思っています。少人数ではなく多数の人の集ま

りの方が盛りあがるのではと思います。 

 家族の協力で生活できていますが、身体、腰椎の機能をアップしたいと思いますが医師

は現状維持でいきましょうとあまり相談にのって頂けないのが不満です。少しでも体力

をつけたいと願っています。 

 どこに相談したらいいのかわかりません。 

 今回、高齢の身で障害者となり、何をすれば良いのか、何をしていただけるのか全く情

報が無かった事です。市の障害福祉課の職員に伺うと、障害者福祉の手引きの冊子とそ

れを録音したＣＤ－Ｒを渡され「市は申請の件を審査し、支払うことが仕事です」とい

う旨を丁寧に言われました。それは事実なのでしょうが悲しくなりました。支援して頂

けるのは有難いのですが、それよりも欲しいのは情報です。今後の長くない人生を生き

てゆく上での有用な情報や支援を相談出来るソーシャルワーカー、いや情報をお持ちな

ら国でも府でも市でも、いやボランティアの方でも結構ですので、相談出来る様な仕組

みを考えて頂けないでしょうか。 

 

（８）アンケートについて 
 このアンケートを具体的にどのように反映させているのか市民に向けてもっと情報公

開をしてほしい。このアンケートが届いていない福祉サービス利用者がいるようだがど

のような基準で回答者を決定しているのか明確にしてほしいしできれば利用者全員が

回答できるようにしてほしい。宇治市内、京都府内に就労支援施設が少なく事務や清掃

の分野に偏っているように感じる。多様な就労支援施設ができるよう行政から働きかけ

をお願いしたい。 
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 問７について１～２４のうち１つだけ選ぶのは難しい。希望としてはもっと選びたかっ

た。 

 アンケートの趣旨が分かりません。質問の仕方が？このアンケートでなにがわかるの？

現在どうされているのかを聞いてその後の事を細かくアンケートするのが将来のこと

をつかめるのではないかと・・・ 

 老眼なので細かい文字が読みにくいです。アンケート等は大きな字でお願いします。ま

だまだ障害者の就労支援の手は足りていません。今ある制度も手続きが大変で時間もか

かり、協力企業も限られています。いろんな制約のあるなかで、なんとか自立しようと

しているひとはたくさんいます。 

 年齢的にアンケートに答えられなかった。 

 大変だと思いますが、アンケート形式ではなく口答や対面での質問形式で本人の身体等

の状況に応じて解答を整理する方が現実的だと考えます 

 設問が難しすぎて、回答しにくい。無理して意向を聴かなくてもよいのではないか。 

 送付される封書に手続きが必要な書類が入っている時は、表（封筒）に何か印字して頂

けると分りやすいです。本人が中身を確認するが提出する物があるか無いのか分らず捨

ててしまっている事がある為です。 

 足腰が不自由でポストへの投函が不便です。 

 サービスの内容がわかっていない所も多いのでアンケートが難しかったです。相談員の

方によくして頂いているので不安は全くありません。コロナウイルスに対してもこのよ

うなアンケートで気にかけて頂いた事うれしかったです。ありがとうございました。 

 私は、障害者であるがかろうじて仕事ができています。今は答えられない事が多いので

仕事をしている人とかにも対象のアンケートがあるとよいと思う。 

 意見として此のアンケート、題目からして漠然としている。何となくアンケートを出せ

ばいい・・・なんかその様な気がする。もっと目標を絞ってアンケートを出さなければ

計画＝実行とならないのでは？これではただ聞いているだけなのではないだろうか。 

 読んでも理解できないのに、送付されて困っています。 

 アンケートで、はじめて今利用しているサービス以外にも、様々なものがあることを知

りました。ありがとうございました。障害福祉課に相談に行こうと思います。 

 

（９）その他 
 小生は平成 12年 3月に直腸がんを切除しストーマとなって 20年余りとなり、元気に暮

らしています。障害福祉課さんには大変お世話になっております。関連器具をいつも申

請させていただいて、快適な生活を暮せていただいております。ありがとうございます。 

 私は難聴者協会に入会していますので、色々な方より助言を受けています。宇治市は要

約筆記者さんがいらっしゃるので助かっています。ありがとう！ 

 訪問看護師ヘルパーさんの助けなしに生活出来ません。心から感謝しています。 

 おかげ様で新型コロナウイルス禍や、経済の心配はありません。ありがとうございまし

た。 

 週に 2回、地域のデイサービスに通い、頭と身体を動かしております。転倒しないよう

に気を付けながら、今の生活を続けたく思います。ありがとうございました。 

 この前、市民課を訪ねた時、職員の方（女性）に私の用件（ナンバーカード）に親切に

対応していただき、感謝しています。また、出来上がったものを受け取りに行った時も、

係の男性の方に親切に対応していただいた。ありがたかった。 
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 病弱なこともあり運動しないため新型コロナウイルス感染症ではありませんがじわじ

わと太っています（コロナ太り？） 

 台風等の自然災害の時どこへ行けばよいか民生委員が指導して回ってほしい。 

 得意でないコンピュータ関係が主流になりつつある。現状では、単純な常識的な名詞す

らわからず前へ進めない事が困りごとの一つ。小学生に勉強を教えるような（1+1＝2）

基本から教えてもらわないと。 

 マスクアレルギーになってしまったため、くしゃみ、のどがやられてます。マスクアレ

ルギー対策のマスク開発願えればと思います。 

 私は普通の日常生活をしようと努めていますが、親の生活態度とかみあわずその点どう

しようかと思っています。 

 足腰が悪いので歩行困難です。食料品等の購入に困っています。他人に世話になってい

けないと思って出来る限り自立に努力しています。 

 両膝が痛く歩けませんでしたが、手術のおかげで、よくなりました。長くは歩けません。

買い物は車いすで近くへは行けます。 

 高齢で、目、耳が少しずつ悪くなり残念です。 

 両足、ひざ下がマヒしているので、歩行が困難です。こける事がこわいので思うように

外出が出来ない。お世話をかけます。 

 障害があり、少し時間はかかるが、健常者と同じように行動しようと努力し、出来ない

事がないように年齢を重ねていきたい。 

 朝、起き上がれなかったりする。作業場では普通に作業できるのに、家でのやるべき事

がしんどくなって、やれない。 

 足、腰の衰えが目立ち、歩行に痛みが出て困っている。 

 宇治市に私と同じ 30 代の市長が誕生して、若者の願いや、これから生まれてくる子供

の為に、小、中、高等教育の無償化を考えてくれる人物、この様な宇治市、市長を望ん

でいます。 

 制限される事や心配は多々ありますが無理せずに生活が送れています。 

 困りごとがあったら、何でも相談してもらえる宇治市の支援をお願いします。 

 現在は主人が買物に行ってくれるので良いが(家の中の仕事はほとんど出来る)外に出

てする事が出来ない事。 

 宇治市の PR 動画やゲームアプリとてもムダな事にお金を使うより市民に必要な事に使

ってほしい。障害者にもケースワーカーをつけて欲しい。京都市の福祉を参考にしてほ

しい 

 今の市政を力強く進めて下さい。 

 宇治市様は他の市町村に比べ、何かと対応が遅く感じます。生活や病院、薬が最優先だ

と私は思います。お金がない人間には価値のない扱いのようなこの市や国を私は許せま

せん。お金がなければすぐに生活保護や体を無理して働きまた身体を崩す負の連鎖状態。

貧乏な人間には自分を出すことも許されない。不満しかないです。 

 災害時には、速やかに感染予防をした福祉避難所を開設してもらいたい。 

 自分で動ける間は、自宅で居宅介護、短期入所のサービスを受けていました。その後、

3年間はサービス付高齢者住宅に移りましたが、先月から介護医療院に入りました。生

活には困っていませんが、コロナウイルス感染症予防のため、家族の面会も、病院内で

のレクリエーションも中止になっているのが残念です。 

 緊急時など施設探しが大変です。 
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 問７の次のサービスの質問の居宅介護（ホームヘルプ）の問に、現在は利用していない

が将来利用したいに○をつけましたが、自分でできることは、人の手を借りずに生活を

したいとの思いで一人暮らしを始めたので、できる限り頑張ります。現在、介護１の認

定を受け、地域の人たちの温かい気持ちで見守っていただきながら、生活を楽しんでい

ます。 

 現在では自立しておりますが、コロナ禍により、どうなるかと心配しています。高齢者

になるほど、リスクが高いと聞きます。万が一助かったとしても、後遺症がどこへ出る

か、今は自分でできても、罹患後は支援をすぐにお願いすることになると思います。家

族でできることは、協力して生活をしていますので、その時はよろしくお願い申し上げ

ます。 

 自分が、訪問看護を受ける身でありながら、夫の両親の遠距離介護をしなければならず、

しんどい面があります。（精神保健手帳３級） 

 台風とかの時、親も年老いているので、重度の障害者とは、どこへ行っていいのかわか

らない。もし何かあれば、この子どもと一緒に逃げることも困難である。誰かの助けを

待たなければならないと思うと、不安である。移動支援も 30 時間、ショートステイ 1

週間、宇治市に申し込んでも、本人が嫌がり、親も年老いているので、いつどうなるか

と思うと毎日が不安である。相談しても答えがない。もっと訪問とか、いろいろな知恵

を出してほしい。親はもうしんどいです（母子家庭なので、生活も）。 

 妻と同居しており、日常生活に困ることはありません。また長男、次男家族が近くに居

住している（特に長男は看護師で、心強く考えています）。宇治市福祉部の職員さんに

おかれましては、大変な業種と思っています。申し上げるまでもなく、心身の障害者は、

健常者にはわかりにくいストレスを背負ってイライラしたり、気分がうつ的になったり

するケースが多く、少しでも多くの職員の方に認識を深めていただけるように、よろし

くお願い申し上げます。 

 私は補聴器をつけているのですが、外からのサイレンやスピーカーの音が聞こえないの

で不安です。 

 小学校高学年から引きこもり。NPO などの世話を受けたことはある。いろいろな行政機

関や支援事業所などに相談したが、話を聞いてもらうだけで、何もしてもらえなかった。 

 歩けないので、外へ出られないのが困りごとです。 

 装具補助券の申請をうっかり忘れてしまうことがあり、装具の在庫の不安がたまにあり

ます。 

 計画の策定で、まだ利用に至っていない方々が多いと思われ、量やその見込みが適切で

あるか、第 6 期までは見直していただきたいと考えています。よろしくお願いします。 

 障害者の生活用品一式販売店を教えて下さい。 

 コロナ禍での避難所では入れる人数も少なくなり福祉避難所へも一度避難所へ行って

から移動すると聞いています。ホテルという選択肢も考えますが・・・・。災害の時の

避難について自分の中で整理しておきたいので知りたいです。 

 常に福祉について政策を改善的に遂行して頂きありがとうございます。各政策は財政を

健全の上、最大限他都道府県の手本になる、ひいては世界のモデルになるようなビジョ

ンを構築して福祉の市政を行なってください。より一層献身的な改革案を常に期待しつ

づけています。宇治市内障害者の為、この場を借り宜しくお願いする次第です。 

 生活は楽では有りませんが、毎日をいっしょうけんめいに生きていきます。私も色々な

病気を持っていますが、がんばります。負けたら人生終わりです。 

 書類書く時、提出時難しく思う時があり、とても不安がある。書類が来た時、期間が短

い時があってそこも期間内にできるか不安。 
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 現在は、サービスを利用する必要がないので、良いのですが、市役所が遠く、ネット環

境もないので、調べる事がむずかしい。本当に必要になった時には、困ると思います。

最近は、高齢者でも、スマホを持っている人が多くなりましたが、スマホやパソコンが

無い人は、何の情報も得られずにいます。時代に逆行しますが、紙での情報提供も必要

と思います。特に、災害時は、新しい情報を必要としますが、停電になれば、電子機器

は、すべて使えなくなるので、考慮いただきたい。 

 心配ごとが多い。 

 今通院している病院以外で、違う症状とかで近場にその科がなくて、違う病院でその科

を受診すると、なんでここに来たのとゆう空気が流れる事もあるので、他のお医者さん

に行く事に、足が遠のいて、家にこもってしまう今日このごろ。何をやるにも、外出し

ても全然スカッと感がない。常に体がだるく、頭が重たく、外に出る事が億劫です。 

 現在精神、うつ病も快方への途上に向っています。主人と一緒に暮しています。近くに

子供、孫達もいてくれますので、幸せと思います。 

 重度の聴覚障害があります。補聴器による会話は可能ですが、本人に電話をしても音が

聞こえず連絡がとれない。本人から電話をしてきた際に会話が一方通行になる。 

 職員や家族と外出したいです。 

 うつ病者は、社会とつながるきっかけをつかむことが困難です。外へ出る元気がなかな

か出ないからです。どこかへ通うということも、体調が一定でないので難しく、他人か

ら見たら、めんどうくさい人です。 

 耳が悪く、特に職場では、上司の声が聴き取りにくく困る事がある。 

 （23）成年後見制度。両親は生前この件についてとても気にかけていました。特に父は

色々と常に勉強していました。（２年前に他界）。私（妹）も今勉強中なので制度を理解

してから実行したいと思っています。 

 現在高齢で独り暮らしである。特にひざが悪いだけで今の所障害はない。今後、高齢化

していく中で介護保険でのサービスを受ける可能性は出てくると思われる。 

 １人暮らしで体が不自由なため町内の溝掃除にでられないので誰か頼める人があれば

いいなあと思っています。庭の草むしりもかがむことが出来ないので１カ月に１回頼め

る人があればいいなあと思っています。 

 耳が聞こえにくいので困っています。呆けないように毎日ドリル、まちがい探しをして

努力しています。 

 困りごとは今はコロナを心配しているので他の事は考えられません。スマホもパソコン

もない生活でお得な事がスマホ等であるようですが、私のような高齢者には何の得もあ

りません。買物もスマホで得をしたりしていますが、我々出来ない者に何か平等に還元

してもらえるようなシステムがないものでしょうか。 

 なかなか普通に生きていくにも大変で福祉にまで手が回らない事で、仕方ないとは思う

このごろですがやっぱり不便なことは多いので改善していただけると嬉しいです。作業

所月割りを以前の日割りに戻してもらえると嬉しいですし、病気もちも多いので。防災

などの避難なども、コロナが加わりさらに難しいですね。最初から場所が決められてい

るとか先にわかっていると動きやすいこともあるのかなと思います。 
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２ 障害手帳を持つ人（障害児） 

問１ この調査票にご記入いただく方はどなたですか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたは何歳ですか。（あなたとは、障害者手帳をおもちの方をいいます）（あて

はまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご本人 家族の方が代理で記入

施設職員の方が代理で記入 その他

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 240

平成29年度調査 169

2.1

4.1

96.7

94.1

1.3

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０歳～５歳 ６歳～12歳 13歳～15歳 16歳～18歳 無回答

回答者数 =

　 240 14.6 43.8 17.5 18.8 5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 ご本人 5 2.1％ 0 0.0％ 5 2.3％ 0 0.0％

2 家族の方が代理で記入 232 96.7％ 33 100.0％ 208 96.3％ 19 100.0％

3 施設職員の方が代理で記入 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 その他 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

無回答 3 1.3％ 0 0.0％ 3 1.4％ 0 0.0％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 ０歳～５歳 35 14.6％ 8 24.2％ 32 14.8％ 1 5.3％

2 ６歳～12歳 105 43.8％ 14 42.4％ 97 44.9％ 4 21.1％

3 13歳～15歳 42 17.5％ 5 15.2％ 34 15.7％ 9 47.4％

4 16歳～18歳 45 18.8％ 4 12.1％ 41 19.0％ 5 26.3％

無回答 13 5.4％ 2 6.1％ 12 5.6％ 0 0.0％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問３ あなたがもっている障害者手帳は。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重複障害の状況】 

身体 知的 精神 人数 割合 

○   7 人 2.9％ 

○ ○  26 人 10.8％ 

○ ○ ○ 0 人 0.0％ 

○  ○ 0 人 0.0％ 

 ○  184人 76.7％ 

 ○ ○ 6 人 2.5％ 

  ○ 13 人 5.4％ 

不明 4 人 1.7％ 

全体 240人 100.0％ 

  

％

身体障害者手帳１級

身体障害者手帳２級

身体障害者手帳３級

身体障害者手帳４級

身体障害者手帳５級

身体障害者手帳６級

療育手帳A

療育手帳B

精神障害者保健福祉手帳１級

精神障害者保健福祉手帳２級

精神障害者保健福祉手帳３級

無回答

7.9

4.2

0.8

0.4

0.0

0.4

29.2

55.0

0.0

1.7

6.3

6.7

7.1

2.4

1.2

1.8

0.0

0.0

30.2

49.7

0.0

0.0

7.1

9.5

0 20 40 60

令和２年度調査

（回答者数 = 240）

平成29年度調査

（回答者数 = 169）

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 身体障害者手帳１級 19 7.9％ 19 57.6％ 16 7.4％ 0 0.0％

2 身体障害者手帳２級 10 4.2％ 10 30.3％ 8 3.7％ 0 0.0％

3 身体障害者手帳３級 2 0.8％ 2 6.1％ 1 0.5％ 0 0.0％

4 身体障害者手帳４級 1 0.4％ 1 3.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

5 身体障害者手帳５級 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

6 身体障害者手帳６級 1 0.4％ 1 3.0％ 1 0.5％ 0 0.0％

7 療育手帳A 70 29.2％ 20 60.6％ 70 32.4％ 0 0.0％

8 療育手帳B 132 55.0％ 5 15.2％ 132 61.1％ 5 26.3％

9 精神障害者保健福祉手帳１級 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

10 精神障害者保健福祉手帳２級 4 1.7％ 0 0.0％ 0 0.0％ 4 21.1％

11 精神障害者保健福祉手帳３級 15 6.3％ 0 0.0％ 6 2.8％ 15 78.9％

無回答 16 6.7％ 0 0.0％ 12 5.6％ 0 0.0％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問４ あなたは、下記のいずれかにあてはまりますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

目が不自由（視覚障害）

耳が不自由（聴覚・平衡機能障害）

言葉が不自由（言語障害など）

手足が不自由（肢体不自由）

心臓やじん臓、呼吸器など（内部障害）

知的障害

発達障害（自閉症・学習障害など）

高次脳機能障害

精神障害

難病（特定疾患・小児慢性特定疾患など）

医療的ケアを受けている（人工呼吸器、
吸引、吸入、経管栄養など）

その他

無回答

1.7

2.5

10.4

9.2

3.3

62.9

61.7

1.7

3.8

8.8

5.4

2.9

0.8

1.8

1.8

7.7

7.1

5.3

64.5

63.3

1.8

4.1

7.7

4.7

4.1

1.2

0 20 40 60 80 100

令和２年度調査

（回答者数 = 240）

平成29年度調査

（回答者数 = 169）

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 目が不自由（視覚障害） 4 1.7％ 3 9.1％ 4 1.9％ 0 0.0％

2 耳が不自由（聴覚・平衡機能障害） 6 2.5％ 2 6.1％ 6 2.8％ 0 0.0％

3 言葉が不自由（言語障害など） 25 10.4％ 11 33.3％ 23 10.6％ 0 0.0％

4 手足が不自由（肢体不自由） 22 9.2％ 21 63.6％ 17 7.9％ 0 0.0％

5 心臓やじん臓、呼吸器など（内部障害） 8 3.3％ 7 21.2％ 7 3.2％ 0 0.0％

6 知的障害 151 62.9％ 19 57.6％ 149 69.0％ 4 21.1％

7 発達障害（自閉症・学習障害など） 148 61.7％ 7 21.2％ 132 61.1％ 17 89.5％

8 高次脳機能障害 4 1.7％ 3 9.1％ 3 1.4％ 0 0.0％

9 精神障害 9 3.8％ 0 0.0％ 5 2.3％ 7 36.8％

10 難病（特定疾患・小児慢性特定疾患など） 21 8.8％ 11 33.3％ 19 8.8％ 0 0.0％

11 医療的ケアを受けている（人工呼吸器、吸引、吸入、経管栄養など） 13 5.4％ 12 36.4％ 11 5.1％ 0 0.0％

12 その他 7 2.9％ 0 0.0％ 7 3.2％ 0 0.0％

無回答 2 0.8％ 0 0.0％ 2 0.9％ 0 0.0％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問５ 問３の手帳を申請するきっかけとなったのは次のうちどれですか。（あてはまるも

のすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

３か月児（１０か月児・１歳８か月児）健診
などの乳幼児健診

幼稚園、保育所などのすすめ

小学校、中学校などのすすめ

家族など身近な人からのすすめ

友人からのすすめ

医療機関の診察を受けて

療育施設( 児童発達支援や放課後等デ

イサービス事業所など) からのすすめ

その他

無回答

18.3

11.3

9.6

5.4

10.4

39.6

29.2

10.4

2.1

19.5

7.1

10.1

10.7

13.6

34.3

0.0

16.6

1.2

0 10 20 30 40 50

令和２年度調査

（回答者数 = 240）

平成29年度調査

（回答者数 = 169）

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 ３か月児（１０か月児・１歳８か月児）健診などの乳幼児健診 44 18.3％ 7 21.2％ 40 18.5％ 2 10.5％

2 幼稚園、保育所などのすすめ 27 11.3％ 1 3.0％ 25 11.6％ 3 15.8％

3 小学校、中学校などのすすめ 23 9.6％ 0 0.0％ 22 10.2％ 3 15.8％

4 家族など身近な人からのすすめ 13 5.4％ 1 3.0％ 13 6.0％ 1 5.3％

5 友人からのすすめ 25 10.4％ 0 0.0％ 23 10.6％ 2 10.5％

6 医療機関の診察を受けて 95 39.6％ 24 72.7％ 77 35.6％ 13 68.4％

7 療育施設( 児童発達支援や放課後等デイサービス事業所など) からのすすめ 70 29.2％ 5 15.2％ 69 31.9％ 2 10.5％

8 その他 25 10.4％ 2 6.1％ 24 11.1％ 2 10.5％

無回答 5 2.1％ 1 3.0％ 3 1.4％ 0 0.0％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問６ あなたは、平日の日中はどこで過ごしていますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

保育園・幼稚園・認定こども園

小学校・中学校

高等学校・専門学校

特別支援学校

育成学級

自宅

その他

無回答

15.4

30.4

3.8

35.4

2.9

12.1

22.1

0.0

14.2

40.2

3.6

37.9

5.9

－

9.5

0.0

0 10 20 30 40 50

令和２年度調査

（回答者数 = 240）

平成29年度調査

（回答者数 = 169）

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 保育園・幼稚園・認定こども園 37 15.4％ 8 24.2％ 35 16.2％ 1 5.3％

2 小学校・中学校 73 30.4％ 3 9.1％ 60 27.8％ 9 47.4％

3 高等学校・専門学校 9 3.8％ 1 3.0％ 8 3.7％ 1 5.3％

4 特別支援学校 85 35.4％ 15 45.5％ 83 38.4％ 4 21.1％

5 育成学級 7 2.9％ 0 0.0％ 5 2.3％ 0 0.0％

6 自宅 29 12.1％ 6 18.2％ 25 11.6％ 4 21.1％

7 その他 53 22.1％ 10 30.3％ 47 21.8％ 4 21.1％

無回答 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問７ 今後の進路について、希望されるのは次のうちどれですか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

240 1.7 24.2 7.1 24.2 11.7 5.8 7.5
2.9

5.4 9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保育園・幼稚園・認定こども園 小学校・中学校

高等学校・専門学校・大学への進学 特別支援学校への進学

就職 障害者就労施設での職業訓練

障害者施設への通所 障害者施設への入所

その他 無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 保育園・幼稚園・認定こども園 4 1.7％ 1 3.0％ 3 1.4％ 0 0.0％

2 小学校・中学校 58 24.2％ 6 18.2％ 49 22.7％ 4 21.1％

3 高等学校・専門学校・大学への進学 17 7.1％ 0 0.0％ 14 6.5％ 3 15.8％

4 特別支援学校への進学 58 24.2％ 8 24.2％ 56 25.9％ 4 21.1％

5 就職 28 11.7％ 0 0.0％ 25 11.6％ 6 31.6％

6 障害者就労施設での職業訓練 14 5.8％ 3 9.1％ 13 6.0％ 1 5.3％

7 障害者施設への通所 18 7.5％ 5 15.2％ 16 7.4％ 0 0.0％

8 障害者施設への入所 7 2.9％ 2 6.1％ 7 3.2％ 0 0.0％

9 その他 13 5.4％ 0 0.0％ 13 6.0％ 0 0.0％

無回答 23 9.6％ 8 24.2％ 20 9.3％ 1 5.3％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問８ 以下のサービスについて、現在の利用状況、今後利用したいかどうかうかがいま

す。あてはまる項目を１つ選んで、○をつけてください。（就学されている方は、

「（４）放課後等デイサービス」以降について、回答してください。） 

（１）児童発達支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

19.6

24.2

20.4

5.3

2.1

3.0

2.3

1.3

3.0

1.4

20.4

6.1

19.4

36.8

5.8

6.1

6.0

5.3

50.8

57.6

50.5

52.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 47 19.6％ 8 24.2％ 44 20.4％ 1 5.3％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 5 2.1％ 1 3.0％ 5 2.3％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 3 1.3％ 1 3.0％ 3 1.4％ 0 0.0％

5 利用するつもりはない 49 20.4％ 2 6.1％ 42 19.4％ 7 36.8％

6 わからない 14 5.8％ 2 6.1％ 13 6.0％ 1 5.3％

無回答 122 50.8％ 19 57.6％ 109 50.5％ 10 52.6％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 47 19.6％ 28 80.0％ 18 12.2％ 1 2.2％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 5 2.1％ 2 5.7％ 3 2.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 3 1.3％ 2 5.7％ 1 0.7％ 0 0.0％

5 利用するつもりはない 49 20.4％ 2 5.7％ 27 18.4％ 19 42.2％

6 わからない 14 5.8％ 0 0.0％ 8 5.4％ 3 6.7％

無回答 122 50.8％ 1 2.9％ 90 61.2％ 22 48.9％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（２）居宅訪問型児童発達支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

1.7

6.1

1.4

38.8

21.2

39.4

42.1

6.7

9.1

6.9

52.9

63.6

52.3

57.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 4 1.7％ 2 6.1％ 3 1.4％ 0 0.0％

5 利用するつもりはない 93 38.8％ 7 21.2％ 85 39.4％ 8 42.1％

6 わからない 16 6.7％ 3 9.1％ 15 6.9％ 0 0.0％

無回答 127 52.9％ 21 63.6％ 113 52.3％ 11 57.9％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 4 1.7％ 1 2.9％ 2 1.4％ 0 0.0％

5 利用するつもりはない 93 38.8％ 27 77.1％ 47 32.0％ 18 40.0％

6 わからない 16 6.7％ 3 8.6％ 7 4.8％ 4 8.9％

無回答 127 52.9％ 4 11.4％ 91 61.9％ 23 51.1％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（３）医療型児童発達支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

1.7

6.1

1.9

0.4

3.0

36.7

15.2

37.5

42.1

8.3

12.1

8.3

52.9

63.6

52.3

57.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 4 1.7％ 2 6.1％ 4 1.9％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 1 0.4％ 1 3.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

5 利用するつもりはない 88 36.7％ 5 15.2％ 81 37.5％ 8 42.1％

6 わからない 20 8.3％ 4 12.1％ 18 8.3％ 0 0.0％

無回答 127 52.9％ 21 63.6％ 113 52.3％ 11 57.9％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 4 1.7％ 4 11.4％ 0 0.0％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 1 0.4％ 1 2.9％ 0 0.0％ 0 0.0％

5 利用するつもりはない 88 36.7％ 20 57.1％ 48 32.7％ 19 42.2％

6 わからない 20 8.3％ 6 17.1％ 8 5.4％ 3 6.7％

無回答 127 52.9％ 4 11.4％ 91 61.9％ 23 51.1％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（４）放課後等デイサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

44.6

45.5

44.9

31.6

3.3

3.2

0.4

0.5

19.2

27.3

20.4

15.8

17.9

9.1

17.1

31.6

4.6

6.1

3.7

5.3

10.0

12.1

10.2

15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 107 44.6％ 15 45.5％ 97 44.9％ 6 31.6％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 8 3.3％ 0 0.0％ 7 3.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 1 0.4％ 0 0.0％ 1 0.5％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 46 19.2％ 9 27.3％ 44 20.4％ 3 15.8％

5 利用するつもりはない 43 17.9％ 3 9.1％ 37 17.1％ 6 31.6％

6 わからない 11 4.6％ 2 6.1％ 8 3.7％ 1 5.3％

無回答 24 10.0％ 4 12.1％ 22 10.2％ 3 15.8％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 107 44.6％ 0 0.0％ 95 64.6％ 12 26.7％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 8 3.3％ 0 0.0％ 8 5.4％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 1 0.4％ 1 2.9％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 46 19.2％ 27 77.1％ 16 10.9％ 2 4.4％

5 利用するつもりはない 43 17.9％ 3 8.6％ 18 12.2％ 20 44.4％

6 わからない 11 4.6％ 1 2.9％ 4 2.7％ 5 11.1％

無回答 24 10.0％ 3 8.6％ 6 4.1％ 6 13.3％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（５）保育所等訪問支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

14.6

21.2

14.4

5.3

0.8

0.9

2.9

3.0

3.2

9.2

6.1

9.3

5.3

30.8

24.2

29.2

57.9

13.8

9.1

14.4

10.5

27.9

36.4

28.7

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 35 14.6％ 7 21.2％ 31 14.4％ 1 5.3％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.8％ 0 0.0％ 2 0.9％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 7 2.9％ 1 3.0％ 7 3.2％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 22 9.2％ 2 6.1％ 20 9.3％ 1 5.3％

5 利用するつもりはない 74 30.8％ 8 24.2％ 63 29.2％ 11 57.9％

6 わからない 33 13.8％ 3 9.1％ 31 14.4％ 2 10.5％

無回答 67 27.9％ 12 36.4％ 62 28.7％ 4 21.1％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 35 14.6％ 9 25.7％ 25 17.0％ 1 2.2％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 2 0.8％ 1 2.9％ 1 0.7％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 7 2.9％ 3 8.6％ 3 2.0％ 1 2.2％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 22 9.2％ 9 25.7％ 12 8.2％ 1 2.2％

5 利用するつもりはない 74 30.8％ 5 14.3％ 41 27.9％ 26 57.8％

6 わからない 33 13.8％ 4 11.4％ 23 15.6％ 5 11.1％

無回答 67 27.9％ 4 11.4％ 42 28.6％ 11 24.4％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（６）居宅介護（ホームヘルプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

2.5

15.2

2.8

8.3

21.2

7.9

5.3

53.8

27.3

53.7

68.4

12.5

18.2

13.0

5.3

22.9

18.2

22.7

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 6 2.5％ 5 15.2％ 6 2.8％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 20 8.3％ 7 21.2％ 17 7.9％ 1 5.3％

5 利用するつもりはない 129 53.8％ 9 27.3％ 116 53.7％ 13 68.4％

6 わからない 30 12.5％ 6 18.2％ 28 13.0％ 1 5.3％

無回答 55 22.9％ 6 18.2％ 49 22.7％ 4 21.1％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 6 2.5％ 1 2.9％ 4 2.7％ 1 2.2％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 20 8.3％ 0 0.0％ 17 11.6％ 1 2.2％

5 利用するつもりはない 129 53.8％ 25 71.4％ 76 51.7％ 26 57.8％

6 わからない 30 12.5％ 5 14.3％ 16 10.9％ 7 15.6％

無回答 55 22.9％ 4 11.4％ 34 23.1％ 10 22.2％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（７）重度訪問介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

1.3

9.1

1.4

5.4

24.2

5.6

59.6

27.3

58.8

78.9

9.6

18.2

10.2

24.2

21.2

24.1

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 3 1.3％ 3 9.1％ 3 1.4％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 13 5.4％ 8 24.2％ 12 5.6％ 0 0.0％

5 利用するつもりはない 143 59.6％ 9 27.3％ 127 58.8％ 15 78.9％

6 わからない 23 9.6％ 6 18.2％ 22 10.2％ 0 0.0％

無回答 58 24.2％ 7 21.2％ 52 24.1％ 4 21.1％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 3 1.3％ 1 2.9％ 2 1.4％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 13 5.4％ 1 2.9％ 9 6.1％ 1 2.2％

5 利用するつもりはない 143 59.6％ 26 74.3％ 86 58.5％ 30 66.7％

6 わからない 23 9.6％ 3 8.6％ 15 10.2％ 4 8.9％

無回答 58 24.2％ 4 11.4％ 35 23.8％ 10 22.2％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（８）同行援護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

3.8

6.1

4.2

5.3

62.5

42.4

61.6

73.7

7.9

21.2

8.3

25.8

30.3

25.9

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 9 3.8％ 2 6.1％ 9 4.2％ 1 5.3％

5 利用するつもりはない 150 62.5％ 14 42.4％ 133 61.6％ 14 73.7％

6 わからない 19 7.9％ 7 21.2％ 18 8.3％ 0 0.0％

無回答 62 25.8％ 10 30.3％ 56 25.9％ 4 21.1％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 9 3.8％ 1 2.9％ 6 4.1％ 1 2.2％

5 利用するつもりはない 150 62.5％ 27 77.1％ 90 61.2％ 30 66.7％

6 わからない 19 7.9％ 3 8.6％ 11 7.5％ 3 6.7％

無回答 62 25.8％ 4 11.4％ 40 27.2％ 11 24.4％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（９）行動援護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

4.2

4.6

1.7

3.0

1.9

23.8

18.2

25.5

15.8

36.3

33.3

33.8

63.2

16.7

18.2

17.6

5.3

17.5

27.3

16.7

15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 10 4.2％ 0 0.0％ 10 4.6％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 4 1.7％ 1 3.0％ 4 1.9％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 57 23.8％ 6 18.2％ 55 25.5％ 3 15.8％

5 利用するつもりはない 87 36.3％ 11 33.3％ 73 33.8％ 12 63.2％

6 わからない 40 16.7％ 6 18.2％ 38 17.6％ 1 5.3％

無回答 42 17.5％ 9 27.3％ 36 16.7％ 3 15.8％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 10 4.2％ 0 0.0％ 5 3.4％ 2 4.4％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 4 1.7％ 0 0.0％ 4 2.7％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 57 23.8％ 6 17.1％ 43 29.3％ 5 11.1％

5 利用するつもりはない 87 36.3％ 14 40.0％ 50 34.0％ 22 48.9％

6 わからない 40 16.7％ 11 31.4％ 18 12.2％ 7 15.6％

無回答 42 17.5％ 4 11.4％ 27 18.4％ 9 20.0％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（１０）短期入所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

5.4

12.1

5.6

2.9

9.1

3.2

0.8

3.0

0.5

25.4

27.3

27.8

5.3

37.1

18.2

34.7

63.2

12.1

12.1

12.0

10.5

16.3

18.2

16.2

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 13 5.4％ 4 12.1％ 12 5.6％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 7 2.9％ 3 9.1％ 7 3.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 2 0.8％ 1 3.0％ 1 0.5％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 61 25.4％ 9 27.3％ 60 27.8％ 1 5.3％

5 利用するつもりはない 89 37.1％ 6 18.2％ 75 34.7％ 12 63.2％

6 わからない 29 12.1％ 4 12.1％ 26 12.0％ 2 10.5％

無回答 39 16.3％ 6 18.2％ 35 16.2％ 4 21.1％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 13 5.4％ 1 2.9％ 7 4.8％ 3 6.7％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 7 2.9％ 1 2.9％ 4 2.7％ 1 2.2％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 2 0.8％ 0 0.0％ 1 0.7％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 61 25.4％ 9 25.7％ 43 29.3％ 7 15.6％

5 利用するつもりはない 89 37.1％ 15 42.9％ 51 34.7％ 22 48.9％

6 わからない 29 12.1％ 5 14.3％ 18 12.2％ 4 8.9％

無回答 39 16.3％ 4 11.4％ 23 15.6％ 8 17.8％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（１１）障害者生活支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

5.0

6.1

5.1

0.4

0.5

5.3

2.5

6.1

2.8

51.7

33.3

51.9

63.2

14.6

3.0

14.8

21.1

11.3

27.3

11.1

5.3

14.6

24.2

13.9

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 12 5.0％ 2 6.1％ 11 5.1％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.4％ 0 0.0％ 1 0.5％ 1 5.3％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 6 2.5％ 2 6.1％ 6 2.8％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 124 51.7％ 11 33.3％ 112 51.9％ 12 63.2％

5 利用するつもりはない 35 14.6％ 1 3.0％ 32 14.8％ 4 21.1％

6 わからない 27 11.3％ 9 27.3％ 24 11.1％ 1 5.3％

無回答 35 14.6％ 8 24.2％ 30 13.9％ 1 5.3％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 12 5.0％ 0 0.0％ 5 3.4％ 3 6.7％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 1 0.4％ 0 0.0％ 1 0.7％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 6 2.5％ 1 2.9％ 4 2.7％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 124 51.7％ 19 54.3％ 79 53.7％ 22 48.9％

5 利用するつもりはない 35 14.6％ 6 17.1％ 19 12.9％ 9 20.0％

6 わからない 27 11.3％ 5 14.3％ 15 10.2％ 7 15.6％

無回答 35 14.6％ 4 11.4％ 24 16.3％ 4 8.9％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（１２）意思疎通支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

0.8

3.0

0.9

3.3

3.0

3.7

57.5

48.5

56.5

73.7

15.8

18.2

16.7

5.3

22.5

27.3

22.2

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 2 0.8％ 1 3.0％ 2 0.9％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 8 3.3％ 1 3.0％ 8 3.7％ 0 0.0％

5 利用するつもりはない 138 57.5％ 16 48.5％ 122 56.5％ 14 73.7％

6 わからない 38 15.8％ 6 18.2％ 36 16.7％ 1 5.3％

無回答 54 22.5％ 9 27.3％ 48 22.2％ 4 21.1％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 2 0.8％ 0 0.0％ 2 1.4％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 8 3.3％ 2 5.7％ 5 3.4％ 0 0.0％

5 利用するつもりはない 138 57.5％ 24 68.6％ 80 54.4％ 29 64.4％

6 わからない 38 15.8％ 5 14.3％ 26 17.7％ 6 13.3％

無回答 54 22.5％ 4 11.4％ 34 23.1％ 10 22.2％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（１３）移動支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

7.5

6.1

7.9

2.9

3.0

3.2

2.1

12.1

1.9

30.8

33.3

33.3

15.8

33.3

15.2

31.5

57.9

9.2

9.1

9.3

5.3

14.2

21.2

13.0

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 18 7.5％ 2 6.1％ 17 7.9％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 7 2.9％ 1 3.0％ 7 3.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 5 2.1％ 4 12.1％ 4 1.9％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 74 30.8％ 11 33.3％ 72 33.3％ 3 15.8％

5 利用するつもりはない 80 33.3％ 5 15.2％ 68 31.5％ 11 57.9％

6 わからない 22 9.2％ 3 9.1％ 20 9.3％ 1 5.3％

無回答 34 14.2％ 7 21.2％ 28 13.0％ 4 21.1％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 18 7.5％ 0 0.0％ 11 7.5％ 5 11.1％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 7 2.9％ 0 0.0％ 4 2.7％ 2 4.4％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 5 2.1％ 0 0.0％ 4 2.7％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 74 30.8％ 10 28.6％ 50 34.0％ 11 24.4％

5 利用するつもりはない 80 33.3％ 15 42.9％ 46 31.3％ 18 40.0％

6 わからない 22 9.2％ 6 17.1％ 10 6.8％ 4 8.9％

無回答 34 14.2％ 4 11.4％ 22 15.0％ 5 11.1％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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（１４）日中一時支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

 

  

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 62 25.8％ 10 30.3％ 61 28.2％ 0 0.0％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 7 2.9％ 2 6.1％ 7 3.2％ 0 0.0％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 4 1.7％ 1 3.0％ 3 1.4％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 42 17.5％ 6 18.2％ 41 19.0％ 3 15.8％

5 利用するつもりはない 79 32.9％ 5 15.2％ 65 30.1％ 13 68.4％

6 わからない 15 6.3％ 4 12.1％ 13 6.0％ 0 0.0％

無回答 31 12.9％ 5 15.2％ 26 12.0％ 3 15.8％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

知的 精神全  体 身体

回答者数 =

全体 240

身体 33

知的 216

精神 19

25.8

30.3

28.2

2.9

6.1

3.2

1.7

3.0

1.4

17.5

18.2

19.0

15.8

32.9

15.2

30.1

68.4

6.3

12.1

6.0

12.9

15.2

12.0

15.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在も利用しており、今後も利用したい

新型コロナの影響で一時的に利用していない

現在は利用していないが、今すぐ利用したい

現在は利用していないが、将来利用したい

利用するつもりはない

わからない

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 現在も利用しており、今後も利用したい 62 25.8％ 4 11.4％ 46 31.3％ 7 15.6％

2 新型コロナの影響で一時的に利用していない 7 2.9％ 1 2.9％ 5 3.4％ 1 2.2％

3 現在は利用していないが、今すぐ利用したい 4 1.7％ 0 0.0％ 3 2.0％ 0 0.0％

4 現在は利用していないが、将来利用したい 42 17.5％ 12 34.3％ 25 17.0％ 3 6.7％

5 利用するつもりはない 79 32.9％ 11 31.4％ 44 29.9％ 23 51.1％

6 わからない 15 6.3％ 3 8.6％ 7 4.8％ 4 8.9％

無回答 31 12.9％ 4 11.4％ 17 11.6％ 7 15.6％

全  体 240 100.0％ 35 100.0％ 147 100.0％ 45 100.0％

全  体 ０歳～５歳 ６歳～15歳 16歳～18歳
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問９ 問８のサービスで一つでも「３．現在は利用していないが、今すぐ利用したい」、

「４．現在は利用していないが、問８のサービスで一つでも「３．現在は利用して

いないが、今すぐ利用したい」、「４．現在は利用していないが、現在、利用されて

いない理由はどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 209 ％

サービス内容がよくわからない

利用したい日・時間に利用でき
ない

相談や手続きに時間がかかり
面倒くさい

身近なところでサービスを利用
できない

金銭的に利用が難しい

これらのサービスの存在を知ら
なかった

その他

現在、利用する必要がない

無回答

19.1

5.3

12.4

6.7

4.3

15.8

9.6

68.4

8.6

0 20 40 60 80 100

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 サービス内容がよくわからない 40 19.1％ 5 19.2％ 38 20.0％ 3 16.7％

2 利用したい日・時間に利用できない 11 5.3％ 5 19.2％ 9 4.7％ 0 0.0％

3 相談や手続きに時間がかかり面倒くさい 26 12.4％ 3 11.5％ 23 12.1％ 3 16.7％

4 身近なところでサービスを利用できない 14 6.7％ 4 15.4％ 10 5.3％ 2 11.1％

5 金銭的に利用が難しい 9 4.3％ 1 3.8％ 9 4.7％ 0 0.0％

6 これらのサービスの存在を知らなかった 33 15.8％ 4 15.4％ 31 16.3％ 2 11.1％

7 その他 20 9.6％ 4 15.4％ 20 10.5％ 3 16.7％

8 現在、利用する必要がない 143 68.4％ 18 69.2％ 130 68.4％ 11 61.1％

無回答 18 8.6％ 1 3.8％ 17 8.9％ 1 5.6％

全  体 209 100.0％ 26 100.0％ 190 100.0％ 18 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問１０ 問８の（１）～（５）のいずれかを利用されている方におたずねします。通

園・通学先と施設の連携は必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必要だと思う連携】 

 弱い部分を理解して頂き専門の先生以外でも子供に合った対応や支援をして頂けたら

嬉しいです。幼稚園では知識を持った先生が不在。 

 歩いて行く途中で止まったり、転んだりするのでゆっくりでも良いから怪我をしないで

登校してほしいので、遅刻の連絡や緊急の対応の時は、介助の人の判断で動いてほしい。 

 お互いの通園・通学先でどのような取り組みをしているか、また今後どのような取り組

みを行っていけばその児童・生徒にとって有効か。 

 保育所時代は連携があったが就学以降は無かった。就学後は各学校の支援学級の担任が

ほぼ対応して下さったが、放デイ、ドクターなどの連携があっても良いのにとは常々感

じておりました。 

 専門的な助言やサポート等、どのようにすれば本人が困らないようにまたは出来る事が

増える様に普段から連携を取ってほしい。 

 どこを利用しても 1 からまた同じ話をしなくてはいけないので横のつながりを持って

ほしい。 

 0 才からの経緯など何度何度も 1 から話して来ているし、1 から書類に記入して来てい

る。一昨年くらいから親が記入して使って下さい的なものがダウンロード出来る様にな

ったけれど…もう 10 才、こと細かな、その時の事を日々の大変さと悩みの移りかわり

で覚えてられなく…その用紙へ書くことに疲労さえ感じる。その部分の連携が一番あっ

て欲しい。どれだけ施設から学校へ発信してもらっても学校の先生はそれを生かす時間

もスキルも不足しているのが現状！！親もどれだけ努力してもどれだけ見守っていて

も、本人の生きづらさは少しも軽くならない。これから中学に向かうにつれて不安しか

ない。 

 学校でのケガや様子など放デイの方へ伝えていただいているので、文章ではなく、言葉

で聞けて助かっています。 

 学校の先生に放デイの仕組の理解が乏しい。学校＝教育でなく、一人一人に合った社会

スキルを身に付ける場になってもらいたい。教員と福祉での定期的な話しの場や現場実

習があるべき。 

 子どもの状況（どんな手助けが必要なのか）など。その日によって落ち着いていたりい

なかったりするのでこまめに連携してくれると子どもも安心して過ごせると思います。 

必要だと思う 必要ない 無回答

回答者数 =

　 149 85.9 2.0 12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 必要だと思う 128 85.9％ 22 84.6％ 117 86.7％ 5 71.4％

2 必要ない 3 2.0％ 0 0.0％ 3 2.2％ 1 14.3％

無回答 18 12.1％ 4 15.4％ 15 11.1％ 1 14.3％

全  体 149 100.0％ 26 100.0％ 135 100.0％ 7 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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 本人の特性・支援方法を互いに理解し、統一した対応をしてほしい。情報等、親が伝え

るのも伝え漏れや、その場の状況を上手く伝えられない、同じことを色々な所で話さな

ければならない負担がある。 

 本人の特性把握や共有はもちろんのことだが、今回の新型コロナの対応を見ていると、

学校と放課後デイの間で情報共有がおそく、保護者が情報を集めるのに時間がかかり不

安が増す状態になっている。個人情報の取り扱いの難しさはあると思うが、一括して管

理、情報を提供する手段をつくるべきではないかと思います。 

 学校、支援先でいつもと違う様子が見られたり少しでも変化が見られたらそれぞれ連携

しておかないと知らなかった、そうなると思わなかった等 重大な事につながってしま

う可能性があるので、機嫌が悪い時 相手を押す、叩く、引っかく等 傷つけてしまう

ｅｔｃ。 

 個別の対応の手だてを集団生活のなかで取り入れられることをみたり、きたりして連携

を家庭と支援先と園と情報を共有してほしい。 

 担任の先生に児童の特性を理解してもらい、適切なサポートの仕方を理解してもらう。 

 児童の様子やスケジュールの共有。 

 先生との話し合い。保育園の園長は、施設の事を知らなさすぎ。 

 子供（その対象者）の療育につながるので、連携していないといけない。そうしないと

親や家族が伝えないといけないためにその時間と作業が大変なので必要であります。 

 食事形態、介助方法の統一。 

 学校終了迄に全て家族の責任でタクシーの手配からしての送迎。金銭面での負担が大き

い。時間や余ゆうがないので利用が困難。 

 定期的なケース会議や面談。 

 将来、就職する際に、どんな所に就けるか等を相談しやすいように。 

 時間的に、難しい時に、助けてもらいたい。 

 互いがどのような事をしてどんな課題があるのか、好きなこと苦手な事など、親の前で

は見せない姿を、他の方の前で出す事があるので、共有しておくことが互いの施設の為

になると思う。 

 児の発達レベルや課題について、保護者の意見だけでなく専門家の方々による見解（予

測も含めて）アドバイスをいただいた方が心強いです。 

 施設と園での違い、やその子に何が必要なのかを、話し合い、色々と取り入れて欲しい、

その後、保護者に文章で報告して欲しい。園：「○月○日に訪問に来てくれます」「来て

くれました」くらいの口頭での返事。施設：こまかく口頭で報告してくれます。記録と

して残しておきたいのと親と園・親と施設の話し合いの時に必要だと思う。 

 小学校（公立）と、施設との連携は取れていないので、間で親が走り回らないといけな

いから、しんどいです。全てにおいて連携が必要！！ 

 どのように手助けをしているのか、その場の様子の共有をしてもらいたい。 

 場所によって子供の様子は違うので担当の先生が互いに見学に行く事が必要だと思う、

先生同士で話し合い児童の様子を共有して今後のやり方をさぐってほしい。 

 治療の仕方や声かけ等の方法に小さなことであっても違いがあると、利用者もその介助

者(保護者)にも混乱が起こり易いので、できる限り、戸惑いが少なくなるよう、対応に

統一性を持たせる為、必要だと思う。 

 食事やトイトレ・友達や先生とのコミュニケーション、行事など保育園と療養施設がも

っと密に連絡を取り合ってどちらからも適切な支援を受けられればもっと生活しやす

いと思います。 

 学校の先生がサービス内容を知っているかわからない。 
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 困りごとが発生した際には連携をとって良い方向へ進めるようなサポートがあると有

難い。 

 毎日の様子を把握しているのは身近な教師や保育士。その方の情報は共有すべきだと思

うため。逆に教師や保育士はどんなサービスがあり、どのような条件であれば受けるこ

とができるかなど詳しくは知らないことも多い。お互いに情報を交換できるような連携

が必要であると思う。 

 困り事やこうすれば上手くいく等の成功例。母（父も）何度も何度も子供の困り事を色々

な所で説明しているので連携が取れているとそれが安心感につながると思う。 

 現在こんなことに力を入れている等、目標の情報共有。直近の健康状態。（学校での様

子を施設に伝える）学校の行事、下校時間の把握。 

 聞きとりだったり面談だったりが必要だと思う それをもとに専門的なアドバイス等

を子、親に伝える事も必要だと思う。 

 通常の保育園の保育士では知識や技術、経験が浅い為、療育施設側の人間がアドバイス

をする関係作りが必要。正直、現実的にはお互いの施設間にまだまだ距離感があるとと

ても感じていました。もっとその子の個別支援計画を共有すべきだと強く思います。 

 この子には、どんな支援が必要かなど・・・。1人の子にずっとつくのは、無理だと思

いますが。診断がつかないグレーの子はみた目が普通なのでなぜできないの？と思われ

る事があります。何も知らないで間違った対応されるのは嫌なので連携して頂いて対応

の仕方を知って頂きたいと思います。 

 保育園の集団の場と児童発達支援での少人数の場での違いや他の場面などでの保護者

と子どもとのやりとりの中でわからない部分があった時などに園側が専門知識などの

ある発達支援の方に相談が出来る方が助かると思います！ 

 1人 1人の特徴、苦手な事、得意な事を少しでも分かってあげて接する事が大切だと思

います。この子にとってどう手助けをしてあげればいいのかを事前に知っている事によ

りスムーズに出来るかなと思います。 

 通園先では先生方がどのような困難を抱えているのか施設と連携してもらい、施設内で

短期や長期目標の中に入れてもらって、少しでも困難を解消できることを増やす為。 

 学校での普段の様子を見てもらい、対応の改善点等があれば学校へ伝えて頂きたい。学

校・放デイどちらの先生方もお忙しくて面談は無理だとしても、文書で伝えて頂けると

有難いです。保護者を間に挟むよりも、直接伝えてもらう方がしっかり聞いてもらえそ

うです。 

 一番大切なのは、障害児 1人 1人に必要な支援内容を共用することだと思います。学校

で受けている訓練と放課後等デイサービスでの支援内容が違いすぎると身につきにく

く、子供も混乱すると思います。 

 本人の課題や発達状況やそれに合わせた短期・長期目標等を情報共有した方が、より良

い支援になり、包括的に進めることができる。より円滑な本人・家族支援のためにも関

係機関の連携は不可欠と考える。 

 学校での様子訪問など。学校での様子を親だけでなく、専門職からみてどうか、と客観

的にみてほしい。今は親から学校の様子についてきかれますが、親も学校での様子はほ

とんどわかりません。 

 日々の体調や、行動、など一定の行動を行う事が多いが急に変化が生じる事もあり、何

が原因かを調べ、直す事が、必要であれば、対処の仕方を伝達する事が重要と思う。 

 家であっても学校であっても事業所であっても叱り方、指導方法が統一しないと、本人

が、戸惑いしんどいと思うので、連絡帳にてのやりとりは必要（学校はあり）障害によ

りますが、我が子は今日の出来事等伝えられないので連絡帳はたすかりますし放課後デ

イの方も学校と連携しますと言って下さるので我が家は、このような連携はありがたい

です。 



88 

 学校での様子と放課後デイでの様子と違う部分があると思うので色々な子供の様子を

親に報告してもらえたらと思います。 

 障害について無知な人が多い学校や園に対して、「どんな事ができるのか」一緒に考え

てほしい。出来ない事ばかりに目を向けないでほしい。 

 園側からどのような事をしているのか、本人の活動の様子を聞かれる事が多かったので、

私にも答えられない(母子分離)ので、直接オープンに話してほしいし、園、と施設の訪

問も一度もない。子供の発言がないので、直接見てほしかったです。施設には 3年目で

す。 
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問１１ 現在、悩みや困ったことを相談するのは誰ですか。またはどこですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 240 ％

家族・親戚

友人

保育所・幼稚園・学校

職場

医師・看護師

ソーシャルワーカー

障害者福祉施設( 児童発達や放デイ施設など)

市役所

保健所

児童相談所

発達障害者支援センター

障害者生活支援センター

特別支援学校の各地域支援センター

社会福祉協議会

民生委員・児童委員

障害児（者）の団体

ボランティア

身体障害者相談員・知的障害者相談員

障害のある子の子育て経験のある親

その他

特になし

無回答

69.6

38.8

51.7

5.4

28.3

0.8

42.5

10.8

1.7

6.7

14.2

2.1

2.5

0.4

0.0

1.3

0.0

2.9

30.4

2.9

3.8

0.4

0 20 40 60 80 100

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 家族・親戚 167 69.6％ 25 75.8％ 151 69.9％ 10 52.6％

2 友人 93 38.8％ 10 30.3％ 88 40.7％ 5 26.3％

3 保育所・幼稚園・学校 124 51.7％ 15 45.5％ 111 51.4％ 10 52.6％

4 職場 13 5.4％ 1 3.0％ 12 5.6％ 0 0.0％

5 医師・看護師 68 28.3％ 21 63.6％ 58 26.9％ 8 42.1％

6 ソーシャルワーカー 2 0.8％ 1 3.0％ 2 0.9％ 0 0.0％

7 障害者福祉施設( 児童発達や放デイ施設など) 102 42.5％ 14 42.4％ 93 43.1％ 5 26.3％

8 市役所 26 10.8％ 4 12.1％ 24 11.1％ 2 10.5％

9 保健所 4 1.7％ 0 0.0％ 4 1.9％ 1 5.3％

10 児童相談所 16 6.7％ 1 3.0％ 15 6.9％ 4 21.1％

11 発達障害者支援センター 34 14.2％ 2 6.1％ 26 12.0％ 7 36.8％

12 障害者生活支援センター 5 2.1％ 1 3.0％ 5 2.3％ 0 0.0％

13 特別支援学校の各地域支援センター 6 2.5％ 0 0.0％ 5 2.3％ 1 5.3％

14 社会福祉協議会 1 0.4％ 0 0.0％ 1 0.5％ 0 0.0％

15 民生委員・児童委員 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

16 障害児（者）の団体 3 1.3％ 0 0.0％ 2 0.9％ 0 0.0％

17 ボランティア 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

18 身体障害者相談員・知的障害者相談員 7 2.9％ 2 6.1％ 7 3.2％ 0 0.0％

19 障害のある子の子育て経験のある親 73 30.4％ 9 27.3％ 68 31.5％ 4 21.1％

20 その他 7 2.9％ 2 6.1％ 6 2.8％ 1 5.3％

21 特になし 9 3.8％ 0 0.0％ 9 4.2％ 0 0.0％

無回答 1 0.4％ 0 0.0％ 1 0.5％ 0 0.0％

全  体 240 100.0％ 33 100.0％ 216 100.0％ 19 100.0％

全  体 身体 知的 精神
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問１２ 今後、相談しやすい体制をつくるためには、どのようなことが必要だと思いま

すか。自由にお書きください。 

 継続して支援してもらえる人。体制。 

 個々に受けられる福祉サービスや手当等がわかりにくい。自分で調べる事も大事だが、

市や医療機関からも情報がほしいです。 

 難しいのかもしれませんが…こちらからではなく、きいてきてほしいです。「○○みた

いなサービスありますよ？」とか「困りごとはないですか？」など、すごく大きなこと

じゃなくても、細々と困りごとは常にあるので。 

 障害が"マイナス"と捉われない寛容と共感の社会となるよう、より一層の啓発活動が必

要だと思います。福祉を利用する側も同様に、社会に発信、行動、そして貢献する活動

基盤が必要。行政は福祉従事者の労働環境（賃金や労働時間、業務内容等々）を法的に

整備し、闊達に活動できる職業としていくことが必須だと強く思います。「皆が充実し

て過ごせるには…」と先ずは関わりのある人々が考え行動する…そうすれば自ずと体制

が整うのではないでしょうか。 

 市の職員お一人が担当としてついて頂き相談はこの人にすれば安心！という体制を作

って頂きたいです。 

 先生が子供達にもっともっと、寄りそってほしいです。当たり、ハズレの先生が悪いけ

どいます。先生がもっとオープンにみんなを巻き込んで支援級の子達が仲良くできる場

をつくってほしいです。 

 保健師等による定期的な電話などによる聞き取り(実際、今はほとんど皆無）。施設職員

を増やして欲しい（専門職含む） 

 いろいろなサービス、通所、園など、小さい時からお母さん同士の情報交換の中で、知

っていった。市役所からのアプローチがあまりにも少なかった。子どもは小さいうちは、

何が必要なのかさえわからなかった。 

 義務教育が終わり、支援学校以外の選択をすると、急に相談する場所が減ってしまう。

現在は放デイを利用しているが 18 歳以降、親というより本人が相談しやすい、誰に、

どこへ相談すれば良いのかが明確にわかる体制が必要だと思います。 

 情報が少ない。市から（アンケートではなくて）障害に関する事を月 1回とか定期的な

情報発信が必要。自分で調べたり、人に聞いたりしないと知らないサービスばかり。課

が分かれていて、その時々で同じ話をいくつもの課にしないと行けない。総合的な障害

に関する課が必要。 

 就学してしまうと、ぽっかりと、訓練など受けられなくなる。小学校入学までで終わる

医療の OT(作業療法)、ST(言語聴覚療法) etc、療育施設も、学習面の相談などはして

もらえない所がほとんど。学習面に特化したとか、作業療法、運動面に特化したとかた

だ寄せて集めて預かるだけでない場所が就学してからの子達に必要と思っています。特

化した先生がいらっしゃると相談も的確。宇治だけでなく京都は、まだまだだと思いま

す。小学校～中学の 9年間は、グレーゾーンボーダーの子を持つ親には苦しい期間です。

親のフォローと共に親が安心する子供の難しさに合った施設、相談先の立ち上げが早急

に必要だと思います。 

 支援学級の先生方でも色々なサービスや相談先、将来のことなど知らない先生方もたく

さんおられます。目先だけでなく将来のことも含めて考えようと思ってもなかなか相談

先が見つからなくて…。 

 24 時間連絡がとれる相談支援。大きな相談でない時からちゃんと対応しておけば手に

おえない家庭が減ると思う。 
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 相談しやすいよう分かりやすい冊子がほしいです。（こうゆう時はココへ相談すると良

いとか書いてある）。 

 包括的なもしくは統括しているような支援センターに相談して、そこから適切な場所や

人や病院を紹介してもらって、安心出来ることが出来る体制。今はどこから始めればい

いのか分からないことが多いです。 

 学校、行政など連携してもらえれば、本人に必要な支援や情報をどこからでも親は入手

できるのではないか それぞれで話さなければならず、今、子に必要な支援や今後必要・

使える、選べる支援をどこでも、紹介や情報が入るようにしたい。親が調べて、申請で

きれば受けられるという体制であり、後から、「あの時しておけば…」となる。 

 児童発達支援を市でまとめて情報を提供してほしい。 

 支援学校まで家が近く毎日先生とも話せており、伝えたい事は伝えられているので今の

ところは特に困っていない。 

 コロナ影響で複数集うのは難しいが療育へつながったら保健推進課とは一切かかわり

がなくなっているので訪問をしてほしい。つながるまでの関わりしかみられない。 

 障害福祉課の窓口対応員の各種知識、技術の向上。積極的なアドバイスや支援について

の広報。 

 どこも手いっぱい（人手が足りない感じなので）なので、職員さんを増やしてほしい。

（及び教師） 

 体験会や見学会など、情報提供窓口など。 

 サービスを受けたくて障害福祉課に事業所を教えて欲しいと問うたところ事業所の一

覧表をいただいたが、空いている事業所や子供の障害に対応できる事業所は「わからな

い」と回答された。各事業所の空き状況を把握して利用を求めている者への開示をお願

いしたい。毎月更新されてネットに掲載してもらいたい。 

 訪問等相談したり、同じ境遇の人が集まって話せる会があれば話しやすいと思います。 

 市役所かどこかに分かりやすい窓口があると相談しやすいです。１つにくくられて障害

福祉課では、話しづらいです。市役所の人も良く聞いて頂けますが、専門家の方などが

常に駐在してもらえるとうれしいです。 

 介護の方では、ケアマネージャーがはっきりと相談するところになっていますが、重身

の児童などはコーディネーターが近いと思いますが、あまり身近な相談相手ではない様

に思います。例えば、リハビリ１つ選ぶにしても、情報が少なく、人づてにどこがいい？

とか聞いています。リハビリにしても、一覧にして評価や受け入れ可能人数など明確に

してほしいです。人気のあるリハビリ師が集中しているのでは？と思います。また時間

にルーズな方もいて、しっかり評価があれば判断できると思います。 

 障害のある子が産まれて、とても不安の中、受けられる支援や制度の情報にたどりつく

のに苦労した。どこか一括で情報を提供してくれるところがあれば安心。とりあえずこ

こに相談に行ったら大丈夫というところが欲しい。同時期に産まれた子でも教えてもら

えた情報量に差があった。 

 学校と、事業所の連携をもう少し繋げてもらいたい。 

 すぐ相談出来る窓口がほしい。電話等で発達障害にくわしい方の意見をすぐに聞けたり

すると、良いと思う。 

 療育施設との関係を就学時に断たないようにすること。(親・施設側共に）窓口が１つ

でもあれば、そこからひろがって適切な相談窓口にいきつくこともあると思うので。幼

児時代をみてくれた療育施設は親にとっても大きな存在だと思う。 
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 軽度発達障害児が利用できるサービスがない。スクールカウンセラーではなく発達支援

専門員が学校と連携するなどが望ましい。本児は偶然、良い先生、担任の理解が得られ

たが、どの先生方も多忙、本児のような子どもの増加で相談しにくい。児童相談所も忙

しいのか、関わりが薄く、相談できる状態にない。 

 個人情報、相談内容など、情報が外にもれない事、相談先を増やす事。 

 どこに相談すれば良いかわからないのでわかりやすくしてほしい。子供の精神科の病院

を増やしてほしい。 

 私の経験で話をしますが、私の息子に発達の遅れが…と健診で保健師さんから言われた

時、かなりショックでした。そして、宇治市から発達の事を言われるたびに、心をシャ

ットアウトしていました。なぜか。それは、相談員の方の心ない言い方でした。今なら、

そのお子さんの為に言わないといけないのは少しわかりますが、子どもを生んで数ヶ月、

数年の母に対して、「私はプロだから」という目線で言われると、守る為に更に支援か

ら遠ざけてしまうと思うのです。なので、どうか相談員の方々には親の思いや心により

そった発言、言葉かけをして下さい。どうか前向きにはなしが聞ける体制を取って下さ

い。 

 連絡や訪問を増やしてほしい。文章での報告が欲しい。施設・園・親の三者間での面談。 

 平日仕事をしているので平日に行く事か難しい為土日で相談できる所があればうれし

いです。 

 学校にも第三者が毎日いつでも相談できる場所があれば、もっといろんな、機関との連

携がスムーズに行うことが可能だと思います。学校の先生だけでは、仕事量が多すぎて、

一人一人のサポートは、むずかしく、知らない情報がありすぎ、生きていくのがしんど

くなると思います。もっとスムーズによりそってもらうためには専門の人を派遺すべき

だ。 

 電話は苦手なのでインターネットで相談や申し込みできるようにしてほしい。 

 相談窓口がどこにあるのか分かりやすく提示する事だと思います。私のように現在通園

先があれば、すぐに相談しますが、病院にも福祉施設にもどこにも行かれていない在宅

の方には保健師さんなどが定期的に訪問されるのがいいかと思います。あとはもたれて

いる障害毎に悩みが違うと思うので、同じ障害を持つ方のサークルの様なものがもっと

広がっていけばいいと思います。 

 子育て支援の案内などに施設名、住所連絡先の一覧を入れたり、申込みの仕方を書いた

書類など入れて欲しい。 

 日頃からお世話になっている施設(放デイ等)が窓口になって下さると相談しやすいと

思います。 

 障害者を抱える家庭も各々の背景があり、置かれている状況はそれぞれ異なっており、

複雑です。各家庭ごとの現状に応じた、きめた細やかなサポートが必要になるかと思い

ます。ですので、相談員の方には、決して役所仕事のように対応してもらうのではなく

各家庭の背景に寄り治った心ある応対を是非心掛けて頂きたいです。 

 電話窓口等の開設、行政の可視化、何をやっているのか見えない！！ 

 書面での現状の聞き取りや相談、DMや広報誌での相談窓口の開説状況の周知、どのよう

な支援が受けられるのか今、全くわからない。 

 学校の先生との面談や懇談の際、発達障害の専門知識がある職員がいると、悩みが解決

しやすい、学校の先生としても医療的知識や、いろんな支援サービスの知識が得られや

すいのではと、思います。 

 子供は比較的障害が軽い方なので、利用する項目が少ない。面談後の 2ヶ月後でない

とサービスが受けられないのは時間がかかりすぎて萎える。手帳をもらった時点で、

冊子やプリントを貰うだけでなく、サービスの体験を、さわりだけでも施設の会が有

れば、参加して内容がわかりやすいと思います。  



93 

 アドバイスはいらない。ただ聞いてほしい。 

 仕方がないけど世話をするのは親。相談してもおいつめられるようなアドバイスをもら

ったりもする。子供が小さい時はそれが特につらかった。コロナで無理かもしれないが

親同志が息抜きできるざっくばらんとした会などあればいいなと思う。 

 学校、事業所、相談員さんとの連携が必要、学校には相談員さんは入りにくい。 

 まだ、わからない内容がたくさんあるので、これから子供が大きくなった時に、気軽に

相談できる場所を増やしてほしいなと思います。 

 サービス名がわかりにくい。サービスの説明がちゃんとできる方と、できない方がおり、

役所に何度も話を聞いた。何度も電話した。 

 手帳の申請が通った時点で定期的に相談を、組み入れてくれたら、どうしたらいいのか、

どこへ行けばいいのかと困らずにすむ。現状は自分で調べてなので後回しになって時間

がすぎ、身近な専門知識のない人への相談でおわってしまう。 

 人それぞれいろんなパターンの障害があるということをもっとたくさんの人に知って

ほしい。10年前より“発達障害”“自閉症”という言葉は認知されてきたが理解してい

る人は少ないと感じます。保育園でもオープンに相談できればと思います。 

 今は、通っているデイサービス以外に相談できるところがあるのかどうかもわかりませ

ん。できれば、子供のことを全てわかってくれているような方がいると安心します。そ

ういう情報を、学校からのお便りや、デイサービスから、提案があると嬉しいです。 

 電話や、直接会ってお話するだけでなく、SNSを使って、気軽に相談出来るようにした

ら良いのではないかと思う。電話や直接会ってだと言い忘れや、話しが苦手な方もいる

と思うので、その点メールだと考えながら、言葉にしやすいので、メールでも出来れば

良いのではないかと思う。 

 支援学校や発達支援センターは、今は使えて、相談しやすいけど、年齢が達すると、次

は、どこで相談とかできるのか、支援受けられるのか、もっとオープンにしてもらいた

いです。 

 市役所の保健推進課の方からお声をかけて頂いて、安心館にて個別相談をして頂いてま

した。現在は支援学校の高等部に通っておりますのも、そのお陰です。毎月の栄養相談

や体重測定など、又、市のサークル活動を通して悩みを相談できました。親の会でもお

世話になりました。”気軽に相談できる”紙面やライン、webなど工夫して情報を広くキ

ャッチできるようになるとよいと思います。 

 定期的な家庭訪問や同じ悩みをもつ親のあつまり、親子ペアトレなど相談に乗ってくれ

る担当の方がいるとありがたい。 

 高齢者の方と同じように、ケアマネージャーのような方をつけるべき。正直、地域の保

健師は全く意味がない。ずっと幼い頃から成長する過程を一緒に、その時その時に必要

なサービスや相談窓口などのアドバイスをくれたり、相談に乗ってほしい。保育園、学

校、療育、放デイ、医療機関、全て全く一本化されず、ただただ間に親が居て、親がそ

の都度個々に話をするという感じが現状である。 

 経験されているお母さんのお話が一番心に響きます。1人 1人違いますが、同じ悩みを

持っている人や、持っていた方と話すことで、前に進める事があります。支援学校で、

学部（小、中、高）を越えて話をする（自立支援の先生主催のグループで話す時間）機

会があり、とても参考になった事があります。 

 自分の子供とおなじパターン（障害の度合）の方との交流の場がもっとあれば良いので

はないでしょうか。 

 どこに相談をしたらいいのか分からない事が多いので相談できる所を郵便などで知ら

してもらえると安心する。市役所の窓口には、申請しに行く所というイメージがある

ので相談はしにくいのかな？と思ったりします・・・。  
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 福祉施設の方々には大変お世話になっていて感謝しています。市役所の方とはあくまで

書類のやりとり、という感じでシステマティックな対応しかしてもらった経験がなくも

う少し親身に話を聞いてもらえたら、と思う。 

 障害を持つ子供の居る家庭(本人や保護者)の一人一人にもれる事なく電話や訪問など

を行う。又、市の窓口の担当者を限定的にすると実際の悩みや状況を市が把握しやすい

のでは？ 

 情報は自分で市役所や支援関係の所へ行かないとわからない。私は母子で、常に働いて

いて、休みは病院(子供本人)の付き添いの時で、情報を取りに行ったり、集会など行く

ことが出来ません。平日の昼間以外の集会や、もっと自宅で情報を得るやり方を知りた

い。 

 市役所の担当者を決めてほしい。担当者が変わったとしても引き継ぎにより障害がある

と分かった時点から必要な支援を受けられるように一貫したサービスをお願いしたい

です。最初はどんな支援が受けられるのか、受けたらいいのか分からなくて、何年もか

けて各所、市役所の各課に相談し、やっと手続が出来たと思います。 

 就学前から療育に通い、幼い頃から本人の様子(障害、性格、発達等)を知ってもらって

おく体制をつくる。相談は、信頼関係があってこそなので、はじめの関りが重要。相談

窓口がたくさんあっても、実質機能をしていなければ意味がないので、人材育成も大切

と思う。「体制」の枠組みだけをつくろうとしても信頼が築けない。保護者への「見え

る化」や、相談に関するパンフ作成(マップ)、就学先、就業先と、相談機関との連携や

情報共有。 

 待ち時間が長かったり、一人一人の対応時間が短いのは困まるので、スタッフを増やし

て、「障害」を理解できるような勉強会をしてほしい。 

 子供の年齢が低いと、どの障害に当てはまるのか分からない。専門家でも難しいのは分

かりますが、母親には不可能。親の心を軽くする時間ではなく、実際にどんな働きかけ

が良いのか、具体的に考えてほしい。 

 支援センターや市役所からも提案が必要だと思う。情報が少なすぎる。他県では利用さ

れていたりするのに、使えなかったり(使いづらい所)もあるので。 

 今回の様にアンケート調査書を記入出来るシステムを年に 2 回程度考えていただきた

い。又、相談内容の窓口がどこか細かく連絡先を記入していただきたい。 

 今もしてもらっているが、通所施設、相談支援員さん、福祉課との連携をこれからも密

にしていってほしいです。 

 身近なところホームページ等にアップしてほしい 可能な限りリンクできるツールを

作ってほしい。ききたい声、きいてほしい声のコーナーなどなど。 

 現在、放デイを利用しているので、3ヶ月ごとにモニタリングをうけ個別支援計画書を

作成してもらっているのですが、その時に困り事や相談をするので、今の体制に満足し

ています。 

 各地域のコミュニティーセンター等、相談場所が近くわかりやすい場所にできると安心

です。 

 どこで、どんな相談をすることができるのかを、もっと分かりやすく掲示してほしい。

たとえば、療育手帳などを発行された際にその一覧などが書かれた文書や冊子などを一

緒にもらえるようにする・・など。もしくは市役所の HP にもっと分かりやすいような

サイトを作って頂くなど。 

 障がいを受け入れるまでが時間がかかります。孤立しやすいし葛藤もします。そこにサ

ポートしてくれる上手に介入出来る人、機関などあれば受け入れてからも選択出来る情

報を教えてくれる窓口が分からないので、ここだよと分かりやすくしていただければ。 
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 日中一時は初めて知りました。療育に行っていた頃にママ友のつながりが出来、情報交

換し小学校に行ってからもつながっており、ありがたいです。登下校中に大人の障害者

さんがはだか（ほとんど）でとびたし、その方のお母さん（年配）もおいかけてこられ

ました。とても大変そうで声はかけられませんでしたが心配です。日中一時はとっても

安く利用できる事を知っておられるかとても気になりました。訪問と周知をお願いした

いです。 

 なるべくたらい回しにならないように、初めに相談を受けた所で対応出来ない場合は適

切な所につなぐ。それぞれの相談機関が社会資源や制度のことを把握しておくこと。 

 現在、支援学校通学中、福祉をたくさん利用中です。学校（担任）、学校内での様々な

先生や各担当の方、相談員さん、児相、市役所（障害福祉課）の皆様が連携して（息子

と私たち家族のことをよりよくするために、より生きていきやすくするために）くださ

っているので、今のままで充分です。連携はとてもありがたいです！！ 

 介護職（命をあずける仕事）の給料を上げて人を増やす。介護職に対する地位向上。 

 役所などで相談できる機関などを紹介してほしい。いつも役所は忙しそうなので、家族

の心のケアは絶対に必要です。ウツにもなりやすいし、生死にかかわります。どうかよ

ろしくお願い致します。 

 私も以前相談業務をしていたので分かる所はあるが、担当職員の来談者に寄り添おうと

する姿勢は大切だと思う。毎日毎日のくり返しの中で、この姿勢を保つことは難しいと

思うが、忘れないで欲しい。あとは、担当職員の心身の健康が保たれることが大切だと

思う。 

 

 

新型コロナウイルス感染症等でのお困りごとなどがありましたら、自由にお書きくださ

い。 

 学校が休校になったり受け入れ先の事業所が閉所になると、自宅にこもりきりになる。

太る。生活のリズムを戻すのが大変。メンタルおかしくなる。親が仕事を休まないとい

けなくなる。 

 放課後デイサービスでコロナ発生した場合、通っている子供達、スタッフに定期的に PCR

をしてほしい。通っている子供たちは、曜日ごとに違うデイを利用しているので。 

 外出して感染してしまったらどうしよう、と思うと、気軽に外出する事が出来ない。 

 もしも、支援学校に通う我が子が感染した場合、もしくは、子どもは感染していなくて

も、親が感染した場合、喋れず、コミュニケーションを取りづらいため、どのように隔

離するか、誰にみてもらえばいいのか、漠然と不安に思っています。 

 対象者はマスクをする事が難しく、同時にソーシャルディスタンスや手洗い、うがいの

励行が困難な為、感染リスクが高い。感染した場合もその後の対応が非常に難しいと予

測できる。 

 子供達は何も悪い事していないのに全部取りあげて、だめだめばかりで、大人が何もし

ていないのに、学校で決まったからとか、こうなったから、仕方ないとか、そんな、も

のの言い方は、子供達には、関係無い。取り上げたなら、代わりになる活動を実施して

ほしい。 

 本人が話せないので誰とどのような接触をしたかが不明。学校、放デイの先生の見てく

れた範囲でないとわかりません。今回、濃厚接触者となったのですが全て学校任せとな

りました。 
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 個人情報もあると思うが、京都府、京都市含め、学校でコロナが出た場合は、放デイな

どの事業所には、○○小学校で等の連絡をすべき。→何かあった場合（休校等）のうけ

皿をこわしたくないのなら。 

 学校が休校中に福祉利用をした時、送迎が無くタクシーを利用しなければならなかった。 

交通費が生活を圧迫して大変だった。 

 急遽、学校・放デイが休校になった時働いている方（共働き）は子どもの預かり確保が

大変だと思います。こうゆう時このようにしたらいいですよ、と教えてくれる機関を知

りたいです。 

 休校時の過ごす場が困った。（福祉を利用していなかったので…） 

 学校、施設間で情報をある程度共有してほしい。個人情報に配慮することは大切だが、

情報がないと動きようがない。 

 学校や放課後デイサービスでの感染症対策に不安がある。本当に三密を避ける対策が実

施できているか。マスク、手指の消毒ができているか。持病を持つ子供にとっては大変

危険です。 

 マスクを嫌がるので一切、買い物等連れていかないようにしている。言葉も口の動きを

みて覚えようとしているところがあるので集団生活の職員方のマスクも表情が見れな

いので、音でまねしている点。 

 放デイも閉所。学校も休みで本人のストレスがたまっていて大変です。 

 一人出るとクラスターが発生するので、そうなると放課後デイに預けられなくなる。消

毒も限界がある（すぐ爪をかんだりするので）。 

 他の人に理解していただけない分、家族で連れて行動をする事に大変さを感じます。１

人で家に居る事も出来ないし、サービスを使うには、人が少なすぎて全員に廻りません。

その方との信頼関係もなかなかすぐには出来ないので。コロナ以外でも、これから必要

になると思います。 

 今はまだマスクなど手に入りますが、困難な時はほとんど外出できませんでした。また

子供なのでもし感染していても、無症状ではないでしょうか？なかなか難しい事なので、

外出を控える様にしていますが、検査を定期的にするなどして欲しいです。 

 いろんな体験をして、刺激をたくさん与えたいのに、感染が怖くてとじこもりがちにな

ってしまう。 

 基礎疾患のある障害者への対応・福祉事業の予防不足。 

 職場実習先が減った。(受け入れてくれる会社） 

 情報が少ない。（京都府自体）どこでどんなクラスターが発生しているかわからないと

出かけるのもこわい。 

 無症状でも感染しているとまわりに迷惑がかかると思い、学校に行かせるのが、こわい。

少しでも具合が悪いと疑われるように思う。 

 もし家族のだれかが感染、または濃厚接触者になった場合、頼れる身内が近くにいない

ため生活はどうしていったらよいか不安です。 

 制限のある中、園で思いっきり過ごせているか分からない。外出しても軽度発達障害な

ので見た目は健常者。何かと変な目で捉えられがちな日常に、さらに、外出しづらくな

り家の中に閉じこもる事が増えて、しんどいです。 

 勉強の遅れや、また次の休校時の学校の対応が気になります。 

 意識の低い人、自分達さえ良ければ良いという人が多くおどろいています。府や保健所

が濃厚接触者と認定しない限り、行動制限をしない人が多い。利用は自由だけどコロナ

の時は 1ヶ所にしぼる等利用の制限をしてもらいたい。 
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 コロナがこわくて、学校に行けないのを、学校に迷惑をかけているような気持ちになり、

多重のストレスがかっている。 

 特にありません。小学校などは自粛期間中に休校だったため、仕事にも行けず(育成に

は入れてなかったため)ほとんど子供と過ごす日々でしたが、そんな中でも療育施設は

開所してくださっていて、毎日通園させてもらえていたのでとっても大助かりでした。

福祉施設はすごく手厚くて体が弱い分コロナ感染の心配は尽きませんが、預け先がある

だけで救われます。 

 うちの子は心疾患等があるので月に何度か様々な病院に通院しなくてはなりません。し

かし一方で感染症には弱い為、非常に注意するようにも言われています。小さい子でま

だ歩行も困難でもあるため、手洗いもできません。ですが、気を付けていてもいろいろ

なところを触ってしまいます。消毒液(手首用)や消毒・除菌シート等の配布が引き続き

あると大変助かります。 

 児童の預け先の選択、安全性の確保。 

 3密をさけるために利用しにくいサービスも多い。仕事も不安定になったのに、サービ

スに受ける時間もとれない。 

 留守番できない子との買い物、災害時も含め避難所には行きにくい。 

 感染したら理解していない子をどこで預けるのか家族はどうなるかという不安は常に

ある。春に家族で家にいる中子どもが放デイに行ってくれて本当にホッとした。リスク

はあるけど親が精神的にやられると恐いのである程度放デイがあいてくれた事に感謝

している。 

 学校内で陽性者が出て、濃厚接触者となった場合、自宅待機中の勉強面のフォロー（担

任も自宅待機になっているとフォローされません）。障害児本人が陽性になった場合、

自宅で介護することによる介護者のリスク増大。自宅内では隔離に限界があり、かと言

って、児童 1人では病院や療養施設に入院させてもらえない。宇治市の中でも学校によ

って対応の違いがあり、情報共有し指示を徹底してほしい。 

 休校等により本人の日中に居られる場所がなくなり親が仕事を休む必要があり困る。 

 入所しているので、全く会わせてもらえない。コロナに感染すると、命にかかわるので

…と。病院の意見はごもっともなので理解はしているが、家族に会えないのが辛すぎる

…。オンラインで面会できる体制とか作ってほしい。 

 早く安心して子供達が過ごせられるようになってほしい。医療機関の受診体制が病院に

よって違うので、熱のある子をかかえながら、何件も問い合わせをした。 

 子供は、マスクを嫌がって殆んどつけません。もしかかったかも？と疑いがでた時、PCR

検査を受けることも拒絶すると思うので憂鬱です。 

 コロナ感染がこわくて、いろいろなサービスを使うのをやめている。万一、保護者が感

染してしまったら、障害のある子どもをどう保護してもらえるのか心配し、困っている。 

 新型コロナウイルスで消毒とか徹底されていると思いますが、コロナ感染者がでた事業

所もあるので今一度感染防止をみなおして安心安全で通えるデイサービスをお願いし

ます。 

 発熱がある時、本人に体の異常を伝えられないので、手帳を持っている子には PCR検査

を希望した時にできるようにお願いしたいです。 

 複数の放デイを利用しているので、今後、利用する事がとても不安で悩んでいます（休

校中は、放デイや日中が対応して下さって、助かりましたが…)。放デイは、皆複数利

用している為、すぐに広がると思いました。PCR検査を受けた時点で、閉所又近隣の放

課後デイに伝達して情報の共有をしてもらいたい。 
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 学校での宿泊学習や(修学旅行)、遠足等がなくなってしまい、貴重な体験学習ができな

かった。本当に残念です。 

 マスクの徹底のむずかしさ。PCR検査により 2週間の自宅待機。休校期間と違い、放デ

イにも行けず、母と 2人きりの状況。どうしようもないですが、つらいものがあります。

同学年のママとつながりがあるので、それだけが救いです。 

 濃厚接触者になり陰性だった場合の健康観察期間を短くしてほしい。あまり長期間、学

校を休むと感染していないのに感染者に思われて学校に行った時にいじめられていな

いか心配。 

 休校になったり(消毒のため)、事業所も利用出来なかった期間があり自宅での過ごし方

が大変だった。 

 障害児は「普通」に出来ない事も多く、突然の休校などでは自傷行為が見られました。

(髪の毛を抜く) 

 プールに一度も連れて行ってあげられなかった。 

 今年、特児申請のため発達検査をする予定でしたがコロナの事で延期で来年たくさんの

方が検査をすると思いますがちゃんとできるのか不安です。前回した時、予約が多くて

だいぶ時期がすぎ期限すぎて提出になったのでもう少し検査数を増やす、増員(判定の

方)するなど円滑にしてほしい。 

 通所している作業所の収入（工賃）が減額している為製品の販売先や、委託業務の紹介

をいただきたい。 

 電車に乗るのが億劫になった。 

 知的障害が重いのできれい汚いがわからず手を口に入れたり落ちた物をたべたりツバ

をペッとする事など有ります。学校や事業所、家で、絵カードをつかい教えていますが、

なかなかわからないのが現状です。 

 子供が施設に通っていますが、3密がどうしても厳しい部分があります（子供同士が一

緒に近くで遊んでいる）心配です。 

 バス通学が不安。しかし毎日学校まで送ると仕事に間に合わない。間に合うには 8時頃

に学校に送れる様にしてほしい。 

 コロナにかかったとしたら、自閉の子どもが母親とはなれて平静でいられるか心配です。 

 子育て広場などに参加しにくくなった。サークルや行事などが休会・中止になり、参加

できない時がある。 

 子供の特性上、目に見えないウイルスへの不安が大きく、外出を控えています。お友だ

ちの中には、マスクをしている人に対して不安になったりする子もいます。ソーシャル

ディスタンス等、守るべきルールが多い中、それに常に対応することが難しい子供たち

には、生きにくい環境になっている事を、色々な場面で実感しています。 

 放課後デイサービスでマスクつけられないお子さんといっしょに子供がすごしている

のがとても気になります。特に車！デイサービスさんにその子は別の車でお迎え等出来

る補助金をお願いします！車 1 列に 3 人はダメとか指導もお願いしたいです。近すぎ

る！ 

 呼吸器系が弱いので、感染症（コロナ）等が流行するとせっかくの福祉サービスも利用

しにくい。 

 今回、放課後デイサービスを利用している子どもにはリスクを伴う事がみなさんが考え

られるより以上に起こりえます。濃厚接触者と考えられる幅を広げて検査を速く受けら

れるようにして下さい。それにより拡大も防げるし、子どもも家族も守れます。今回は

本当につらい思いをしました。保健所の対応も正直遅いと感じました。（一般の方と同

じように考えないで下さい！） 
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その他、ご意見やご要望、生活の中でのお困りごとなどがありましたら、自由にお書き

ください。 

（１）経済面について 
 知的障害の子でもオムツの手当てを出してもらえると助かります…。 

 福祉医療は非課税世帯だけ無料になっているが、課税世帯にも上限を決めて助成してほ

しい。生活が苦しいのに収入額だけで決めないで！ 

 将来の自立が不安。(経済的とか。) 

 我が家の場合、子供が 2人いるのですが、下の子(2歳)にダウン症、心疾患、肢体不自

由などの疾病、障害があります。ところが主人も精神疾患を患っており障害があり、コ

ンスタントに就業することが困難な状況です。下の子のことで(手術や治療等)入院をす

ることもある為、その際には私の付添入院が必要となります。その際に上の子(６歳)の

生活全般を主人がみることが困難なので現在は、私の両親と共に住み、そういった場合

に備えています。しかし、両親も 80 歳を越えており、今後が心配です。また働き手が

私しかいないのですが、その子の通院やリハビリに行かなくてはならないいため、就労

もガッツリできない為、かなり制約があり、収入の面で大変困っています。一人親家庭

に準ずる枠にも入らないようなので、そういった家庭をサポートして頂ける手当等がな

いものかと思っております。切実にお願いしたいです。 

 特別児童扶養手当、月 10 万円が、主人の所得により、もらえなくなりました。上に 3人

の子どもが居ます。障害のある子の 3院の通院、リハビリで仕事も少しのパートしか出

られません。所得により、上の子の高校の補助も全国のものも、京都府のものももらえ

ません。働けず、手当ももらえず厳しいです。 

 親子共、障害者なのでしんどい。親は持病がいくつかあり、心身ともにしんどく生活保

護なのでつらい。 

 手帳の更新や収入の確認について、度々の書類面も年度によってちがうし、内容も重複

していてわかりにくい。もっと簡単に少しでも楽にできないか？手帳の更新もスムーズ

にしてほしい。手当支給止まり大変生活苦しい半年があった。誰も助けてもらえずその

間借金をしてくらした。もう少し障害のある者のこと考えてほしい。負担が多い。 

 学費の工面。 

 コロナで収入が激減。そこに長い休校中の昼食代や福祉（学校がある時よりかなり高額

に）費が高くなり、支払いが大変でした。今後も収入は減ったままですが、福祉や生活

費（紙パンツｅｔｃ）の費用を払い続けるのは苦しいです。が、家にいると本人も家族

もクタクタになるので利用は控えられません。母の仕事も本人の介護で体調を崩してい

るので、これ以上増やせません。助けて下さい！ 

 

（２）将来について 
 親亡き後の不安。兄弟へ負担にならないように、希望するタイミングでグループホーム

等へ入所できるような体制がととのって欲しい。学校に寄宿舎を作って欲しい。 

 就学前の福祉サービスをたくさん利用させていただき、子供を安心して就学、通学させ

ることができました。宇治市はとても充実していると感じます。将来的にも少しずつ福

祉を使いながらなるべく地域で自立した生活をさせたいと考えています。公立高校での

支援級、通級の設置が検討されることを今多数の当事者、保護者は願っています。主体

は府かとは思いますが、市からもぜひ意見をお願いします。 

 障害者の将来に対して現宇治市の行政体制、対策に分らない事が多すぎる。 

 将来のこと、主に進路や大人になった後のことが色々心配になります。これまでの体

験談や実際に他の方が働かれている様子や生活など、見たり聞いたりできる機会があ

ればいいなと思っています。  
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 今、子どもは小学生ですが、将来のことを考えると心配でたまりません。高校卒業後に

通所できる事業所(作業所)はあるのか、賃金はいただけるのか。通所費用が高く、賃金

が安いので、それをどうにかしてほしい。対価がないと、将来、生きていけないと切に

思っています。幼少期の療育や福祉は手厚くても、卒業後の福祉支援があまりないと、

本当に不安です。 

 子が 18 才以上になった時や、親がいなくなった時、どこに？誰に？頼ればいいのかわ

からず不安。自分でできるようになるのか？今の障害の状況では将来の不安しかない。 

 子どもの将来のことも今は親が道筋立ててしているが、子どもが撰択していくことは難

しく、親が決めていかないといけないのかと思うと、責任重大であり、何が正しくてど

うした方が…とかわからず、とまどっています。 

 成人してからの障害年金で生活していける住居を心配しております。父母共 60 才代で

すがグループホームの入居など先々考えております。 

 親が高齢になって来た時、子の面倒を見られなくなった時、どのような状況になるのか

今から不安です。 

 自宅で家族と生活をし、パート勤務で働いています。今後親が歳をとり、いずれ亡くな

ります。本人がその場面になって生活を一人でやっていけるか。今はその事を考えてい

ます。 

 

（３）就労・就学について 
 来年就園予定なのですが、受け入れてくれる園を調べるのが大変です。 

 就学について選べる選択肢が多くなればいいなと思っています。普通学級でみんなと一

緒という行動が苦手であるけど、将来役に立つ技術や知識特技を伸ばすことが可能な小

学校があっても良いのではないか、今の学校はみんなと一緒に出来るまでやる！が強制

的で将来意味があるとは思えない。 

 進路をどうしたら良いか、とても迷っています。支援学校か、高校か、就職か、施設か、

もう 1年ありますが、子供の為に 1番良いのは、どれかがわかりません。先輩方と座談

会みたいなのを開いてほしいです。 

 現在高 2、今後の進路が心配です。もちろん学校等ともいろいろ話はできていますが、

医療の進歩に福祉がなかなか追いついていない状況はあると思います。宇治市には手厚

い福祉体制で取り組んで頂き、ありがたいです。 

 小学校の支援級の受け入れを増やしてほしい。すぐに支援学校か普通級に振り分けられ

るきらいがあります。 

 就職活動が不安。 

 宇治市でいわゆる発達障害の子を育てて 10 年になりますが、自分から情報を求めない

と得られないのは変わってません。この子がこの先どんな風に育つのか、どんな支援が

あるのか、何かできるのか全く見えてきません。就学についても、健常・支援とくっき

りわかれており、インクルーシブ教育はどうなっているのかさえ、こちら側には届いて

いません。宇治市の障害福祉課の皆様もお忙しいと思いますが、支援の必要な方々が世

間、地域の中で必要とされる存在になれるよう、意義や意味のある生活ができるように、

尽力していただきたいです。今の私が見える、子供の将来は、作業所で低賃金の労働で

す。それでは悲しすぎます。障害があっても、子それぞれに特性がありそれを生かした

事ができるはずです。子どもたちが生き生きと、自分の生活が自分の力でできるような

支援を、小学・中学とできるようにしていって下さい。支援のいる子たちが、自分で生

きる力があれば、皆様方の手をわずらわせる事なく生きていけるのですから…。私たち

親ももちろん努力します。当り前です。難しい、わけのわからない事を言っていますが、

最終→作業所ではない未来を見せて下さい。 
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 卒業してからの就職先が不安です。 

 高校に行く為にどの様にすれば良いのかもっとオープンに沢山行ける学校を増やして

ほしい。 

 障害があると保育園や幼稚園を断られることがあるようです、加配の先生をつけるハー

ドルが下がるとありがたいです（せめて公立は断られることのないようにしてほしい）。 

 進学の情報や、進学してよかったことや困ったことの相談が知りたいです。その後の就

職の状況ももっと知りたいです。 

 

（４）制度・サービスについて 
 放課後デイについて、もう少し厳しく指導する人や部署を、つくってもらいたいです。

利用者を乗せて、1人で送迎中、管理者が、携帯で話している所があり、注意しました。

（我が子が乗車中で、ゾッとしました。）車のドアロックやパワーウィンドのロックが

不十分で、子供が押していて、事故になるので、そういう基本的な事が出来てない所が

ある現実を知ってもらいたいです。 

 電話で、コロナで自粛中や利用を控えている保護者に、仕事中に様子を聞くなど、普通

の事だと思います。様子を聞く位で、加算がつくのも、どうかと思います。 

 手帳について、精神手帳を取得できる子の母ですが、手帳の名「精神…」にとても抵抗

があります。療育手帳の「療育」についても、他県では、ネーミングがダイレクトでは

ない所も増えています。必要とわかっていても、取得できないでいる親がいる事を知っ

てもらえたらと思います。どうぞもう一度手帳のランク？配分？の見直しと、ネーミン

グについて宇治市、京都府全体で考えてください。お願いします。 

 支援学校が府立の為でしょうか？市の援助があまりなく情報等もなかなか入ってきま

せん。市役所に行って初めて知ることや、あったことを知ることが多いです。 

 日中一時支援について。重度障害だけでなく軽度の子たちも送迎があるとすごく助かり

ます。中学以上の支援が少なすぎる。 

 18 才未満の通訳介助サービスを検討してください。 

 紙おむつの支給手続きが面倒なので申請を断念。転居前は支給決定判定もらえば領収書

提出で補助がもらえた（他県より 1 年半前に宇治市に来ました）。返信封筒は切手を貼

らずに出来る物になればありがたいです。 

 手当等もいただき支援事業もうけていますが、他に子供の発達を促進させられる機関が

あるかの情報がほしいです。 

 通所受給者証と障害福祉サービス受給者証で福祉サービスの利用を先払いして、後日市

役所に利用額を申請しますが、京都市は 1本化されていると聞きました。結局、同じ事

になるなら、手続きを減らしたいです。入院した場合、ヘルパーさんを利用できないで

すが、京都市では、障害福祉サービスで利用可と聞きました。宇治市でも使用可にして

欲しいです。 

 災害時、福祉避難所がまだ計画されていないと聞きました。地元の小、中、高の避難所

は児童数も多いので、全世帯は無理だと思います。それなら自宅の補強など支援してい

ただけると助かります。耐震補強、自家発電機など。 

 学校と放課後デイがどれだけ情報を共有できているのかよく分からない。家庭と学校と

放課後デイでバランス良く子育てする為にそれぞれの連携は必要だと思う。 

 事業所の少なさ。居住地を越えて選べる自由な選択が増えるとありがたいです。 

 通学支援の対象を拡大してほしい。働いていなくても、下の子の送迎で通学のつきそい

が難しい事がある。 

  



102 

 家庭での勉強の遅れのフォローは、軽度発達障害児にとっては、無理です。塾などとう

てい行かせられませんので、何か軽度の子供のフォロー先があればと常日頃思っており

ます。 

 健常の子より成長が遅く、年齢と体重、身長、歩行完了、おむつの卒業、離乳食の卒

業などあらゆる事が平均とは異なります。それに応じてオムツ替えシートや抱っこひ

も、新生児用チャイルドシート、食事イス、バスチェアー、ベビーフードなども長い

間利用しますが、適正体重や適応年齢が合わない事も成長と共に増え、困る事や悩み

がありました。障害を持つ子を育てられた方々がこれは便利だったとか体が大きくな

っても使えるベビー用品があるとか、そういった情報が欲しいです。食事もこういう

工夫をすると食べやすいとか時短できるとか、とにかく日常生活においての実践的な

当事者の声のような情報！ 

 療育施設や放課後等デイサービスの通える人数を増やして欲しい。 

 OT(作業療法)や ST(言語聴覚療法)を受けられるような施設を宇治市内に設けてほしい。

こども発達支援センターは遠くて不便。 

 平日だけでなく、土・日・祝もサービスを利用できるようにしてほしい。サービスを受

けることは無料であってもそのために仕事を休まなければならないと、結局家計にひび

く…。(シングルなど)だれもが利用しやすいサービスになればと思います。よろしくお

願い致します！！ 

 1人で留守番させるのは不可能な状態なので、小学生までのように病児保育のようなも

のがあるととても助かります。ご検討宜しくお願い致します。 

 支援学校等、もう少し施設を増やして欲しい。距離が遠いと交通手段に困る。バスに乗

るのを嫌がる時、困まる。 

 5年後に成人式がありますが、病気があるためたくさんの人数が参加している場所には

行けません。障害者だけの成人式を別に開催してもらえたら参加出来るのでありがたい

です。 

 小児の精神病院。外来、入院できる施設がほしい。 

 保育園、学校、療育、放デイ、医療機関（OT＝作業療法や ST＝言語聴覚療法等の専門家

含む）が 1つの情報を共有できるようなシステムが構築できることを望みます。その為

にも、まずケアマネージャーのような方が欲しい。 

 医療的ケアがあるために、バス通学を断られるのはおかしい。送迎で時間がとられてし

まうので、医ケアのいる子もバスに乗れるようにバスに看護師さんを乗せてほしい。医

ケアのある子をもつ親は、仕事復帰が出来ない。しかたなく退職したが、やっぱり働き

たい。どうしたら働ける環境になるのか教えてほしい。 

 将来的に今は家族と一緒ですが、いずれはなれる時も出てくるかと思いますので、どの

ように進めて行けばよいのかなど、情報や見学など指標となるものがもう少しあればよ

いと思います。 

 タクシーチケットがガソリン券との併用になったのは、良かったと思います。放課後等

デイサービス事業所が、宇治市内に増えてきていると思う。理由は儲かるからだと思い

ます。日中一時支援と違って、きちんと療育ができているかや、事業所の体制等を保健

所と共同して監視監督して下さい。税金の無駄使いにならないためにも。 

 放課後デイ。多すぎてもいろんな意味で困りますが、(営利目的、信頼ない)少ないと思

います。安心して信頼できる所が少ない。中・高とつづけて行けない所も多く、今から

不安。そもそも放デイでなくても、地域のような「学童」がほしいです。 

 放課後デイサービスは最高です。ありがたいです。 
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 放デイによって感染対策がまちまちなので抜きうち等で見に行って頂けたりしてほし

い。スタッフさん全員マスク着用しているところもあればスタッフさんの中で 1人しか

マスクをされていない事業所もあるみたいなので…。 

 障害者の人を送迎してもらえる便をたくさん増やしてもらいたいです。朝早くからあず

かってもらえる施設や放課後の運動やスイミングなどできる施設があればありがたい

のですが・・・ 

 将来に向けて、グループホームの充実や兄弟に頼らない生活を出来る社会にして頂きた

いです。 

 手厚い支援やサービス、手当てがあまりないと感じるし、障害がある子を受け入れる体

制が不十分だったり、差別に近いような事も見受けられるので、学校や施設、市の方に

も、もっともっと理解して頂き過しやすく少しでも整った体制にして頂きたい。 

 以前、障がいを理由に、クラブ活動への参加をお断りされたことがあります。料理をす

るため、危険なこともあり、対応できないという理由でした。障がいを持っている子も、

色々な事に興味を持っていて、チャレンジ精神もあります。大人のサポートが必要では

ありますが、そんな子供たちを受け入れてくれる文化施設のようなものがあると嬉しい

です。 

 

（５）相談について 
 自分で調べないと本当に情報がない。サービス、就学、デイ、病院、療育、園など一括

でサポートしたり、相談出来る仕組みがない。 

 児童自立支援施設に入所した子の相談場所がない。児相は威圧的で、親のフォローや親

の立場の相談ができるように思えない。この健全な育成、今後の見守りについて、親が

学べる場、相談できる場を必要とする。 

 軽度やグレーの子は成長するにつれて相談できる所が無くなっていくと思っています。

小学校を卒業後は放デイも限られてくるので専門知識のある方に相談する機会が無く

なるのではと不安です。支援学校に行かない子ども達へのサポートもお願いしたいです。

中学校を卒業した後はどうなるのか(能力的にも)どこに相談すればいいのか等、全くわ

かりません。 

 悩みを相談できる、しやすい場所。無料で話をきいてくれる。どんなサポートがあるの

かわかりやすく！発達支援の場所、医師まったく足りていません！発達の遅れが多少あ

っても公立高校も選べて、公立の先生や学校のサポートを向上させてほしい！ 

 将来自立できるかとても不安な毎日を送っています。いろいろなケース(障害)があり複

雑かとは思いますが、自立していくための情報をもっともっと発信して下さい。支援級

の先生ですら何も知りません。どこで相談したらいいのかすらわかりません。 

 本人(子供)の理解がなかなか周りに得られない。相談する所もあまりなく、子供がずっ

と学校へ行けないので留守番ばかりさせてます。もっと気軽に使えるサービスを知りた

い。 

 

（６）生活環境・バリアフリーについて 
 秋・冬にかけてコロナ、インフル等にかかる不安。家庭での時間が増えてゆったり関わ

れる面はよいが、公園も人との時間をさけ、園生活に頼っている所があり、人とのふれ

あいに、親自身がかかってはならない恐怖のなか仕事、買い物、公共利用にストレスに

なる。コロナうつだ。 
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 宇治を福祉の町（街）にして欲しいです。人口も増えている分、その方たちの働ける場

所をたくさん作る事によって、これからの宇治市の発展につながると思います。老人の

福祉も大切ですが、障害ある方にも充実した方針をもっていただけると、より良く宇治

市が活性化していくのでは。と思います。宜しくお願いします。 

 誰もが住みやすい、安心感のある街になることを期待しています。よろしくお願いしま

す。 

 今は、コロナの影響でマスクをつける事があたりまえになっていますが、子供は嫌がっ

てなかなかつけてくれません。つけていないと、外出した時に他の人にどんな目で見ら

れているか、気になり、外へ出る事を躊躇してしまいます。 

 小さい兄弟が下に居るので、全てを介助することが難しい。本人も中学生になりますし、

せめて着替えや排泄はできるようになってほしい。保育所時代からずっとトレーニング

していますが、全く本人にもやる気はなくひたすら好きなことだけをして、食事の要求

だけはすごいです。私 1人だけで子供全員をみていくのが難しいです。 

 市役所が遠く、又、不便なので駅前など、行きやすい所に何か作ってほしいです。もし

くは、主要駅から無料バスを出して下さい。 

 時間を決めてもゲームが終われません。 

 

（７）アンケートについて 
 このアンケートは全体的にルビがあるから余計にフォントが小さく感じ読みにくい。下

に余白があるならその分、フォントを大きくした方が読みやすく親切だと思う。 

 生きていく場所、金銭的なものなどアンケートばかりの記入もいいが書いた分の割には

実際に前進決定している事が、市も国もあまりにも少なすぎる。 

 

（８）その他 
 対象者は周囲の温かい方々に恵まれ、生活しております。宇治市の対応にも感謝してお

ります。対象者の乳幼児の時が、家族含め最も不安で精神も肉体も疲幣していたので、

この時期の方々により強い支援が必要だと実感します。経験豊富で配慮ある資質の高い

方が寄り添う事。これが何よりの助けになると思います。→人材育成、して下さい！！

→（研修ではなく、資質のある方の現場で直に働く。） 

 十分支援をいただいていると感じています。ありがとうございます。深く感謝しており

ます。 

 役所はしょせん役所仕事のイメージをかえるべき。 

 新型コロナウイルスで特に障害者が家に居る家庭は大変です。検査も簡単に受け入れる

のは難しい。今後、インフルエンザも流行するだろうし、今は不安しかない。近くに両

親はいるが高齢の為、移ったらと思うと調子が悪い時にお願いし辛い。旦那が単身赴任

の為、不安になる。 

 保育園に通っているが、ある保育所では、子供の保育をちゃんと見守っていない気がす

る。デイの方が１人１人をちゃんと見てくれている。お迎えに行ったら、他の先生と立

ち話しし、子供を見ていない。どうなっているのか。 

 軽度発達障害児が理解してもらえるような世の中を切望します。 

 支援学校に通っていますが、本当によくして下さってありがたいです。卒業後、安心し

て生活が出来るか、とても不安です。又、入所・短期入所をする場所が宇治市では少な

いので、ぜひ、増やして、保護者が亡き後の事を、考えて頂きたいです。 

 コロナ感染のニュースで、学校名を公表するのはやめてほしいです。日頃から色々な

面で生きづらい思いをしているのに、より一層しんどくなります。配慮してほしいで

す。  
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３ 発達障害のある人 

問１ この調査票にご記入いただく方はどなたですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご本人 家族の方が代理で記入 その他 無回答

回答者数 =

令和２年度調査 79

平成29年度調査 57

1.3

5.3

96.2

94.7

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 ご本人 1 1.3％

2 家族の方が代理で記入 76 96.2％

3 その他 2 2.5％

無回答 0 0.0％

全  体 79 100.0％

全  体
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問２ 令和２年９月１日現在のあなたの年齢はおいくつですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

０歳～２歳 ３歳～５歳 ６歳～８歳 ９歳～11歳

12歳～14歳 15歳以上 無回答

回答者数 =

　 79 2.5 59.5 27.8
5.1

1.3
3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 ０歳～２歳 2 2.5％

2 ３歳～５歳 47 59.5％

3 ６歳～８歳 22 27.8％

4 ９歳～11歳 4 5.1％

5 12歳～14歳 1 1.3％

6 15歳以上 3 3.8％

無回答 0 0.0％

全  体 79 100.0％

全  体
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問３－１ あなたに発達上の課題があることがわかったのは、あなたが何歳のときです

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１歳以下 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳以上 無回答

回答者数 =

　 79 43.0 24.1 24.1
2.5

3.8 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 １歳以下 34 43.0％

2 ２歳 19 24.1％

3 ３歳 19 24.1％

4 ４歳 2 2.5％

5 ５歳 3 3.8％

6 ６歳以上 0 0.0％

無回答 2 2.5％

全  体 79 100.0％

全  体
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問３－２ あなたに発達上の課題があることがわかったきっかけは、次のうちどれです

か。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和２年度調査 79

平成29年度調査 57

69.6

68.4

11.4

8.8
1.8

10.1

8.8

6.3

7.0

2.5

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３か月児（１０か月児・１歳８か月児）健診などの乳幼児健診

幼稚園、保育所などからの指摘

小学校、中学校などの学校からの指摘

家族など身近な人が気づいた

その他

無回答

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 ３か月児（１０か月児・１歳８か月児）健診などの乳幼児健診 55 69.6％

2 幼稚園、保育所などからの指摘 9 11.4％

3 小学校、中学校などの学校からの指摘 0 0.0％

4 家族など身近な人が気づいた 8 10.1％

5 その他 5 6.3％

無回答 2 2.5％

全  体 79 100.0％

全  体
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問４ あなたはどのような発達障害があると診断を受けましたか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 79 ％

自閉症  スペクトラム症

アスペルガー症候群

自閉症

広汎性発達障害

注意欠如・多動症（ADHD)

学習障害（LD）や限局性学習症
（SLD)

診断をうけていない

その他の発達障害

無回答

32.9

1.3

8.9

6.3

3.8

0.0

45.6

17.7

5.1

0 20 40 60

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 自閉症  スペクトラム症 26 32.9％

2 アスペルガー症候群 1 1.3％

3 自閉症 7 8.9％

4 広汎性発達障害 5 6.3％

5 注意欠如・多動症（ADHD) 3 3.8％

6 学習障害（LD）や限局性学習症（SLD) 0 0.0％

7 診断をうけていない 36 45.6％

8 その他の発達障害 14 17.7％

無回答 4 5.1％

全  体 79 100.0％

全  体
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問５ あなたは平日の日中はどこで過ごしていますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 79 ％

保育園・幼稚園・認定こども園

小学校・中学校

高等学校・専門学校

特別支援学校

育成学級

自宅

その他

無回答

69.6

24.1

1.3

1.3

3.8

3.8

12.7

0.0

0 20 40 60 80 100

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 保育園・幼稚園・認定こども園 55 69.6％

2 小学校・中学校 19 24.1％

3 高等学校・専門学校 1 1.3％

4 特別支援学校 1 1.3％

5 育成学級 3 3.8％

6 自宅 3 3.8％

7 その他 10 12.7％

無回答 0 0.0％

全  体 79 100.0％

全  体
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問６ 今後の進路について、希望されるのは次のうちどれですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 79 ％

保育園・幼稚園・認定こども園

小学校・中学校

高等学校・専門学校・大学

特別支援学校

就職

障害者就労施設での職業訓練

障害者施設への通所

障害者施設への入所

その他

無回答

16.5

81.0

27.8

11.4

22.8

0.0

1.3

0.0

1.3

2.5

0 20 40 60 80 100

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 保育園・幼稚園・認定こども園 13 16.5％

2 小学校・中学校 64 81.0％

3 高等学校・専門学校・大学 22 27.8％

4 特別支援学校 9 11.4％

5 就職 18 22.8％

6 障害者就労施設での職業訓練 0 0.0％

7 障害者施設への通所 1 1.3％

8 障害者施設への入所 0 0.0％

9 その他 1 1.3％

無回答 2 2.5％

全  体 79 100.0％

全  体
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問７ 次のサービスについて、現在の利用状況、今後利用したいかどうかについて、う

かがいます。あてはまる項目を一つ選んで〇をつけてください。 

単位：上段 人、下段 ％ 

  

全  

体 

現
在
も
利
用
し
て
お

り
、
今
後
も
利
用
し

た
い 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
で
一
時
的
に

利
用
し
て
い
な
い 

現
在
は
利
用
し
て
い

な
い
が
、
今
す
ぐ
利

用
し
た
い 

現
在
は
利
用
し
て
い

な
い
が
、
将
来
利
用

し
た
い 

利
用
す
る
つ
も
り
は

な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

(１)居宅介護（ホームへルプ） 
79 1 - - - 64 3 11 

100.0 1.3 - - - 81.0 3.8 13.9 

(２)重度訪問介護 
79 - - - - 65 3 11 

100.0 - - - - 82.3 3.8 13.9 

(３)同行援護 
79 - - - - 63 5 11 

100.0 - - - - 79.7 6.3 13.9 

(４)行動援護 
79 - - - 4 55 9 11 

100.0 - - - 5.1 69.6 11.4 13.9 

(５)生活介護 
79 - - - 1 62 5 11 

100.0 - - - 1.3 78.5 6.3 13.9 

(６)自立訓練（機能訓練） 
79 8 - 2 6 36 17 10 

100.0 10.1 - 2.5 7.6 45.6 21.5 12.7 

(７)自立訓練（生活訓練） 
79 10 - 1 7 31 20 10 

100.0 12.7 - 1.3 8.9 39.2 25.3 12.7 

(８)就労移行支援 
79 1 - - 20 27 20 11 

100.0 1.3 - - 25.3 34.2 25.3 13.9 

(９)就労継続支援 A 型 
79 - - - 11 31 26 11 

100.0 - - - 13.9 39.2 32.9 13.9 

(１０)就労継続支援 B 型 
79 - - - 10 31 27 11 

100.0 - - - 12.7 39.2 34.2 13.9 

(１１)就労定着 
79 - - - 16 28 23 12 

100.0 - - - 20.3 35.4 29.1 15.2 

(１２)療養介護 
79 1 - - - 58 8 12 

100.0 1.3 - - - 73.4 10.1 15.2 

(１３)短期入所 
79 - - - 3 51 12 13 

100.0 - - - 3.8 64.6 15.2 16.5 

(１４)共同生活援助（グループホーム） 
79 - - - 1 53 13 12 

100.0 - - - 1.3 67.1 16.5 15.2 

(１５)施設入所支援 
79 - - - 1 54 12 12 

100.0 - - - 1.3 68.4 15.2 15.2 

(１６)地域定着支援 
79 - - - 11 35 21 12 

100.0 - - - 13.9 44.3 26.6 15.2 

(１７)障害者生活支援センター 
79 - - - 16 32 19 12 

100.0 - - - 20.3 40.5 24.1 15.2 

(１８)意思疎通支援事業 
79 - - - - 57 10 12 

100.0 - - - - 72.2 12.7 15.2 

(１９)移動支援 
79 - - - 6 50 11 12 

100.0 - - - 7.6 63.3 13.9 15.2 

(２０)日中一時支援 
79 - - - 8 42 17 12 

100.0 - - - 10.1 53.2 21.5 15.2 

(２１)地域活動支援センター 
79 - - - 7 43 17 12 

100.0 - - - 8.9 54.4 21.5 15.2 

(２２)成年後見制度 
79 - - - 13 36 19 11 

100.0 - - - 16.5 45.6 24.1 13.9 

（２３）児童発達支援 
79 56 - - 2 13 3 5 

100.0 70.9 - - 2.5 16.5 3.8 6.3 

（２４）居宅訪問型児童発達支援 
79 - - - - 57 11 11 

100.0 - - - - 72.2 13.9 13.9 

（２５）医療型児童発達支援 
79 1 - - - 59 9 10 

100.0 1.3 - - - 74.7 11.4 12.7 

(２６)放課後等デイサービス 
79 21 - 1 37 6 12 2 

100.0 26.6 - 1.3 46.8 7.6 15.2 2.5 

(２７)保育所等訪問支援 
79 31 - 7 12 9 12 8 

100.0 39.2 - 8.9 15.2 11.4 15.2 10.1 
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問８ 問７のサービスで一つでも「３．現在は利用していないが、今すぐ利用したい」、

「４．現在は利用していないが、将来利用したい」又は「５．利用するつもりはな

い」と回答した方におたずねします。現在、利用されていない理由はどれですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 71 ％

サービス内容がよくわからない

利用したい日・時間に利用でき

ない

相談や手続きに時間がかかり

面倒くさい

身近なところでサービスを利用
できない

金銭的に利用が難しい

これらのサービスの存在を知ら
なかった

その他

現在、利用する必要がない

無回答

9.9

2.8

2.8

1.4

1.4

9.9

9.9

69.0

15.5

0 20 40 60 80 100

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 サービス内容がよくわからない 7 9.9％

2 利用したい日・時間に利用できない 2 2.8％

3 相談や手続きに時間がかかり面倒くさい 2 2.8％

4 身近なところでサービスを利用できない 1 1.4％

5 金銭的に利用が難しい 1 1.4％

6 これらのサービスの存在を知らなかった 7 9.9％

7 その他 7 9.9％

8 現在、利用する必要がない 49 69.0％

無回答 11 15.5％

全  体 71 100.0％

全  体
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問９ サービスを利用されている方におたずねします。日頃、困っていることはありま

すか。 

 療育でお世話になっています。利用開始時は戸惑う事も多く不安が多かったですが、

日々の積み重ねが自信になり自己肯定する気持ちが大きくなりました。楽しみながら発

達し将来への希望を持つことに療育へ感謝の思いです。小学校へ向け希望を持ち日々過

ごすことは、こんなにも成長できるのだと驚きと感謝です。←（こんな風に本人は思っ

ていると思います） 

 特に大きく困難ではありませんが、将来的に通うのであれば送迎があったり、自宅の近

所にサービスがあればありがたいなと思います 

 まだ小さいので、そこまで困っていることはありません。 

 放デイを利用しているが、コロナでの学校休業により 6時間授業後での通所は、送迎も

大変。滞在時間も短く、子も疲労していて負担となっている。 

 学校と習い事の両立。 

 家以外で話すことができないので、学校などで困っている事があっても伝える事ができ

ない 

 週 2回利用できればいいが、現在は週 1回である。 

 施設利用の家族さんとコミュニケーションが取りづらい。 

 利用できるサービスが公に公表されていないので知らない事が多い。 

 上の子が支援学校(電車通学・付き添い要)で下の子が遠方の療育園、幼稚園に通ってお

り、送迎の時間がかぶることがある。移動支援をそういったときに使えるようにしてほ

しい。 

 送迎のために仕事を休まなければならないこと。利用時間が短い。 

 放課後デイサービスと学校に連携を持ってほしい。学校側が、自立支援について理解が

ない。 

 本人・家族ともに心の支えにしていただいており、困っていることはありません。 

 幼稚園のほうと並行通園で、児発のほうに通う日が週１日しかないので、児発になじめ

ていない。サービスを利用させてもらってありがたいが「育てにくさ」が減るわけでは

ない。定型発達児との成長の差がどうしても許せなくて、情けなくなる。 

 療育を受けられる施設を増やして欲しい。月～金まで通いたい（現在週２回のみ）。 

 保育園に通っているが、今の園は障害のある子に対しての理解がなく、ＰＭ５：００以

降の仕事をしているのに加配をつけない為、しかたなく放課後デイに通っていますが、

保育所よりちゃんと見てくれているので良い。おむかえまでの３０分の時間を見てほし

い。困っている。 

 日中一時支援など利用したいが送迎がなく、連れて行かなければならず、また近くに

施設が無いため利用できない。  
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問１０ 現在、悩みや困ったことを相談するのは誰ですか、またはどこですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 79 ％

家族・親戚

友人

保育所･ 幼稚園･ 学校

職場

医師・看護師

ソーシャルワーカー

障害者福祉施設( 児童発達や放デイ施設など)

市役所

保健所

児童相談所

発達障害者支援センター

障害者生活支援センター

特別支援学校の各地域支援センター

障害者就業・生活支援センター

社会福祉協議会

民生委員・児童委員

障害児( 者) の団体

ボランティア

身体障害者相談員・知的障害者相談員

発達障害のある子の子育て経験のある親

その他

特にいない

無回答

81.0

34.2

69.6

5.1

12.7

0.0

62.0

10.1

1.3

1.3

15.2

1.3

1.3

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.7

8.9

0.0

3.8

0 20 40 60 80 100

（単位：人）

No. カテゴリー名

1 家族・親戚 64 81.0％

2 友人 27 34.2％

3 保育所･ 幼稚園･ 学校 55 69.6％

4 職場 4 5.1％

5 医師・看護師 10 12.7％

6 ソーシャルワーカー 0 0.0％

7 障害者福祉施設( 児童発達や放デイ施設など) 49 62.0％

8 市役所 8 10.1％

9 保健所 1 1.3％

10 児童相談所 1 1.3％

11 発達障害者支援センター 12 15.2％

12 障害者生活支援センター 1 1.3％

13 特別支援学校の各地域支援センター 1 1.3％

14 障害者就業・生活支援センター 2 2.5％

15 社会福祉協議会 0 0.0％

16 民生委員・児童委員 0 0.0％

17 障害児( 者) の団体 0 0.0％

18 ボランティア 0 0.0％

19 身体障害者相談員・知的障害者相談員 0 0.0％

20 発達障害のある子の子育て経験のある親 14 17.7％

21 その他 7 8.9％

22 特にいない 0 0.0％

無回答 3 3.8％

全  体 79 100.0％

全  体
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問１１ 今後、相談しやすい体制をつくるためには、どのようなことが必要だと思いま

すか。自由にお書きください。 

 これまで保健師さんに相談しても保健師さんに正しい知識がなく、そのために二度手間

三度手間になったことや、選択（子の就園先等）をあやまったと思うことがありました。

専門家の方、相談を受ける方は相談に適確に答えられるよう、最新の知識、情報をお持

ちいただきたいです。発達検査＋診断を希望される方が、すぐに受けられる体制になっ

ていることを望みます。15 年前、お願いしてから実施してもらえるまでに時間がかか

り、とても不安になりました。 

 相談しやすい体制は整っていると思います。健診での案内から経過を見て下さり療育へ

紹介頂いたことはとても流れが良かったのではと思います。 

 子育てに悩んでいる親の連絡先はここ！みたいな CM を流す。連絡先はフリーダイヤル

で地域の子育て支援先（市？保健所？民生委員？？）につながる。昔、テレビでやって

いたいじわるバアさんみたいにインパクトのあるおせっかいなおばさんやおじさんが

いなくなりましたね…。 

 電話はかけにくいので相談しづらい。宇治アプリとかで、手軽に相談できると良いかも。 

 現在もしていただいていますが、乳幼児健診等で発達の課題があると指摘された際に、

定期的に保健師さんから連絡をいただけたり、専門機関の紹介などをしていただけると

助かります。 

 乳幼児健診などで、発達の課題があった際に相談できる機関の紹介などをしていただけ

ると良いと思います。 

 窓口を増やす。出かけたついでに相談できる場があれば良い。(公園、図書館、大型ス

ーパーetc。) 

 まず、聞き受け入れてくれるという雰囲気作りまずは聞いて一緒に考えてほしい。気軽

に話しやすい居場所を作る。小さい子供連れでも過ごせる場所、青少年向け、又は親向

けにも交流のできる場所や機会(ワークショップや教室、交流会)。 

 24 時間若しくは土、日も営業している相談窓口。 

 学校・放課後デイサービス・医療機関等、もっと連携してほしい。それぞれに説明しな

いといけない。 

 可能であればどこに連絡したら良いかわからない人向けの連絡先があると良いかと思

います。相談窓口のみで相談先を振り分けるところがあるとあちらこちらに連絡をして

いるうちに疲れてしまうことはなくなるかもしれません。 

 相談先の名前を漢字で書くだけでは、年齢の低い子だと、どこにあてはまるのか分から

ない。インターネットサイトがあればよかった。 

 現在療育施設へ通園しているが、相談内容によって「障害福祉課」と「こども福祉課」

どちらへも行き同じ内容を話し、それから必要な課へ案内されて時間もかかり、面倒に

なりがちなので、窓口を 1つにしてほしい。もう少し気軽に障害の事を相談したいが周

りの目が気になる。 

 似た症状のある(あった)子どもを持つ親同士の集まりがあればうれしいです。 

 アンケートなど地味なやり方ですが、色んな支援があるのだと発見がありました。今は、

必要ないので、すぐ忘れてしまうと思いますが、就職や進路が近づいてきた時、すぐに

思い出せるよう、こういったアンケートを続けていって欲しいです。 

 相談できる場所は、宇治は恵まれている。しかし学校で、困難な状況になったとき、学

校との問に入ってくれる(入れる)機関がない。 

 子育て情報誌に、発達障害児の親向けに、施設や相談窓口の所など、くわしく書いてほ

しい。 
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 もっと市の広報などで、利用できる人はどういう症状の人なのか。利用するために必要

な物(手帳など)。利用するためにどこの課に連絡すれば良いのか。を明確に宣伝して欲

しい。 

 全くの無知（障害に関して詳しくないという意味です）な人にでもわかりやすい説明を

していただけるとありがたいです。 

 自由参加型の「発達障害をもつ親子」の遊び場が土日も平日も常に開放されていたらい

いなと思う（理解のある安心できる遊び場がほしい）。若い親御さんも相談しやすいよ

うに、威圧感がない年配の相談員さんを遊び場に常に配置してほしい。 

 保健師さんは、相談しても奥歯に物が挟まった様な遠回しの言い方しか出来ないようで

じれったかった。時間の無駄と思い、相談しなくなった。こども発達支援センターの様

な施設が宇治にも有ったら良いのに！（病院の発達外来を知らない人も多い） 

 役所と保育園の園長との相談やりとりをしてほしい。役所職員と園長がちがう考え方を

している。 

 もっと施設が増えないと入れない。 
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新型コロナウイルス感染症等でのお困りごとなどがありましたら、自由にお書きくださ

い。 

 SNS の管理。人権問題。 

 児童発達支援センターでの保護者同士の話し合いの回数がコロナで少なくなっており

残念。 

 早くもっと感染しても大丈夫なようになって欲しいです。 

 人との距離を取りながらなので、何をするにも時間のかかることが増えた様に思います

が、人との距離を取らないといけないからこそ、相談することや意見を重要な部分だけ

を考えて伝えるという大切な事にも気付いた様に思います。 

 どこに行くにもコロナを気にして動かないといけないのがしんどい。 

 就学前の相談する場が延期や中止になり不安です。 

 もし自分（親）がかかったら子どもはどうしたらいいのか、恐いし心配。（だれが見る

のか、支援はあるのか？）集団検診ももうしばらくは怖いので、できれば近くの病院で

の予約制にしてもらえると安心できる。（かかりつけ） 

 マスクを嫌がる子供たちを許容できる社会にするために広報を積極的にして欲しい。感

染者が出た場合の対象校を公表してほしい。(そのエリアでの買物を控えるなど、自助

努力できることもあると思うので。) 

 三密を避ける為に親の交流会や、イベント事が中止になり、子供の居場所や、親同士の

情報交換の場がなくなってしまった事。 

 休校期間が長かったため、授業のスピードがはやく学校の授業についていくのが難しく

なってきている。 

 学校が休みの期間が長くなり、親も子もストレスがかかった。急に自傷行為が出て驚い

た。今後同様のことがあったらどうしようか悩んでいる。 

 療育に週 2日通っています。(午前)保育園→(午後)療育の流れでしたが自粛すると保育

園へ週 3日しか通えませんでした。土・日・月・火と自宅保育、水・木・金と仕事と心

身共に疲労し、今は園と相談し午前中保育して頂いています。 

 子供を 1人で育てているため、自分が感染した場合、子供をどうすべきか考え出すと不

安である。親族へも預けたいが発達障害があるので、しっかり支援してもらえるかどう

かも不安である。 

 窓口をもっと広げてほしい。土日などにも相談したい。 

 学校などで、「家族に具合の悪い人がいるか」など、毎日提出しているが、実際熱があ

っても検査は受けられず、「熱を出すこと」自体まずい状況でストレスが多い。 

 療育と幼稚園に通っていましたが、コロナで幼稚園の休園が続き、療育もコロナが不安

だったので休ませているうちに、6月から幼稚園の行事がいそがしくなって療育になか

なか参加できず、結果療育を終了することになったことが残念です。 

 コロナ対策で今まで普通にできていたことやサービスが一時中断され、この状況がいつ

まで続くのかわからないことが不安です。 

 室内のあそび場に行けなくなり（感染リスクのこと）、家にこもることが多くて、子供

とマンツーマンの時間が増えてつらい。幼稚園の春休みが８８日もあったのは、ほんと

につらかった。発狂しそうになった。 

 感染者が増えてくると不安になります。 
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最後に、ご意見やご要望、生活の中でのお困りごとなどがありましたら、自由にお書き

ください。 

（１）将来について 
 親が亡くなった後の生活とお金。 

 

（２）就労・就学について 
 保育園だけでなく、幼稚園にも、1 対 1で加配の先生がつくようにしてほしい。就学す

る前の年(年長)の時に、小学校(普通級・支援級)、特別支援学校の見学がしたい。 

 来春から支援学校へ進学予定ですが、コロナの風評被害が心配です。デイへの見学も一

度も行けていないので決められず、春休み、夏休みの預け先がなく不安です。安心して

預けられ、仕事へ行きたいです。 

 

（３）制度・サービスについて 
 ２４時間あずけられる託児所を市役所の中に作ってほしい。 

 放課後デイをもう少し職員を増やしてほしい。後、ＰＭ５：００以降の加配の先生を増

やしてほしい。加配を増やさなくても３０分だけでも見てほしいです。 

 育成の一時帰宅の時間が 1 時間早いため、仕事と下の子の保育園の迎えの時間調整が大

変なので、早く 17時にもどしてもらいたいです。 

 5～6 才の頃→発達外来にかかるために 1 年以上待ちました。その間にできることがあ

ったのではと後悔することもあります。市と府の連携も大切ですが、市内で発達外来に

すぐ受診できて、ST(言語聴覚療法)、OT(作業療法)などのサポートも待機なしに受けら

れるような体制を作って欲しい。 

 移動支援を今よりも柔軟に使えるようにしてほしい(家庭の状況等考慮してもらって)

でないと、母親が外で働いたり社会参加しにくいと思います。あとうちは特児手当を受

けることができなく(収入が制限をこえて)不公平感を周りと比べて感じる。是非少しで

も改善してほしい。 

 療育に通いはじめて、相談できる人と出会い、同じ悩みをもつお母さん、お父さんと知

り合うことができました。１人でかかえ込んでいた時とくらべ、プレッシャーが軽くな

ったと感じています。これからも必要な人が必要なサービスを受けられる体制が維持さ

れることを願います。 

 

（４）アンケートについて 
 問 11が一番困りました。 

 自分でも、どうすれば良いのか、わからないのにアンケートに書く事がむずかしいです。 

 

 

（５）その他 
 特児手当や様々なサービスの手続き等で相談する度いつも丁寧に対応していただいて

ありがとうございます。 

 いつも専門家の皆さんに助けてもらって感謝しています。支えられている実感があるの

はありがたいと思います。 
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 療育ではお世話になりありがとうございます。楽しみながら出来たという流れで積み重

ねる重要さを感じました。新型コロナの時でどこも活動していく場所がお休みになるな

かで、療育は１回もお休みなく通所させて頂けたことにただただ感謝です。毎回楽しみ

に通えることが本当にありがたいです。（子供はこんな風に思っていると思います） 

 よろず相談所みたいな気軽になにかを相談できるところがほしいなあと思います。 

 未だに「自閉症」は軽べつされており、なかなか周りに子供の事を言いづらい。大勢の

場もパニックになる為、外出もしづらい。シングルで発達障害がある子供を育てている

だけで差別される。 

 最初に見て頂いた保健師さんは「あまり深く考えず、発達相談等すすめられたら行って

下さいね」と言って下さったのですが、ネットで情報を集めると怖くなり、母である私

がパニックになりました。その後、育児方法を見直し、息子はかなり急成長をし、正直

なところ療育を始めるのはもう少し様子をみてもよかったかなと思います。市の方々は

「早めに入ったほうがいい」「グレーゾーンってこともあるし」（フォローのつもりのよ

うでしたが、とても不快でした。）等すごくすすめてきて、そんなにこの子問題あるの

か…とかなり追いつめられました。言葉は選んでほしいと思ったことは何度かありまし

た。ただ、療育の先生方には子どももなついており、私も支えて頂けているので、そう

いった点では入ってよかったし、今後もしばらく続けさせて頂きたいと思っています。 
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Ⅲ 調査票 

１ 障害手帳を持つ人（障害者） 
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２ 障害手帳を持つ人（障害児） 
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３ 発達障害のある人 
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