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平成２３年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅

障害児・者等実態調査）概況結果

Ⅰ 調査の概要

１ 調査目的
在宅の障害児・者等（これまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。）

の生活実態とニーズを把握することを目的とする。

２ 調査対象等
全国約４，５００国勢調査調査区に居住する在宅の障害児・者（障害者手帳（身

体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳））所持者及び障害者手帳
は非所持であるが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある者）を対象と
した。

※ 岩手県、宮城県、福島県、仙台市、盛岡市、郡山市、いわき市については、東
日本大震災の影響により、調査を実施していない。

３ 調査の実施日
平成２３年１２月１日（木）を調査日として実施

４ 調査の方法
① 調査員が調査区内の世帯を訪問し、調査趣旨等を説明のうえ、調査対象者の
有無を確認。

② 調査対象者がいる場合は調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼（自
計郵送方式）。

③ 調査票は、原則として調査対象者本人が記入。

５ 調査の経路

都道府県 市区町村

厚生労働省
調査員 被調査世帯

指定都市

中 核 市



障害児・者等

27,208

3,054

24,154

16,531

14,243

9,750

651

参
考 3,842

2,288

7,623

ΣＺi ΣＸi

ΣＰi ΣＹi

○ 障害児・者
＝

Ｚ ：当該属性をもつ人員の全国推計値

Ｐi：i標本地区内の総世帯人員数（総人数）

Ｚi：i標本地区内の当該属性をもつとして調査対象となった世帯員総数（調査対象者数）

Ｘi：Ｚiのうち回答のあった障害児・者世帯員数

Ｙi：Ｚiのうち回答のあった世帯員数（有効回答数）

Ｐ：全国推計人口（平成２３年１０月１日現在）

調査票配布部数

調査票が回収されたもの

有効回答

障
害
児
・
者

障害者手帳所持者

491.45 × ΣＸi ≒ 5,111,600 （人）

この調査は、標本調査法に基づく標本設計に従って、全国から無作為に抽出された調査地区
において把握された障害児・者等を調査の客体としている。

また、標本設計は、平成１７年国勢調査で使用された調査区を用い、層化無作為抽出法によ
り全国の調査区を約４,５００地区抽出し、その調査地区に居住する全世帯員を調査したもので
ある。

「４ 調査方法」で述べたように、調査の客体となった障害児・者等のプライバシーを保護
すること、調査票提出の自由意志を尊重すること等を配慮して、調査票の回収は郵送により
行った。その回収状況は以下のとおりである。

×=

６ 調査票の回収状況と調査結果の推計方法

調査実施の状況

調査対象者数 Ｚｉ

調査が不能であったもの（長期不在、調査拒否等）

Ｘi

Ｙｉ障害者手帳非所持かつ自立支援給付受給有

障害者手帳非所持かつ自立支援給付非受給

集計不能（客体除外）

調査票が回収されなかったもの

Ｐ

※大阪市は調査地区全世帯へ調査票を配布しており、正確な調査票配布部数、調査対象者数等
が不明なため、調査実施状況から数を省いてある。

長期不在、調査拒否、調査票未回収等の者の障害の状態等が、回収した者のそれと同一で
あったと仮定して、比推定法による推計を試みた。すなわち、全国推計値は世帯人員を補助変
数とする比推定法により、次のように算定した。

Ｚ ×

7 利用上の注意

この結果の概要における推計値算出に当たっては、推計値の10の位を、また構成割合は小数
点以下第2位を四捨五入しているため、必ずしも総数と一致しないものがあることに留意された
い。



総 数 5,111,600 (100.0%) 4,791,600 (100.0%) 3,863,800 (100.0%) 621,700 (100.0%) 567,600 (100.0%) 319,900 (100.0%)

0～9歳 98,800 (1.9%) 88,000 (1.8%) 39,800 (1.0%) 59,000 (9.5%) 3,400 (0.6%) 10,800 (3.4%)

10～17 116,500 (2.3%) 111,100 (2.3%) 32,900 (0.9%) 92,900 (14.9%) 6,900 (1.2%) 5,400 (1.7%)

18～19 30,500 (0.6%) 29,500 (0.6%) 10,300 (0.3%) 22,600 (3.6%) 1,000 (0.2%) 1,000 (0.3%)

20～29 177,900 (3.5%) 169,600 (3.5%) 57,000 (1.5%) 112,100 (18.0%) 33,400 (5.9%) 8,400 (2.6%)

30～39 319,900 (6.3%) 291,400 (6.1%) 109,600 (2.8%) 127,300 (20.5%) 97,800 (17.2%) 28,500 (8.9%)

40～49 358,300 (7.0%) 332,700 (6.9%) 168,100 (4.4%) 76,700 (12.3%) 118,900 (20.9%) 25,600 (8.0%)

50～59 445,300 (8.7%) 424,600 (8.9%) 322,900 (8.4%) 43,200 (6.9%) 96,300 (17.0%) 20,600 (6.4%)

60～64 518,000 (10.1%) 504,700 (10.5%) 442,800 (11.5%) 26,000 (4.2%) 60,900 (10.7%) 13,300 (4.2%)

65～69 493,400 (9.7%) 475,200 (9.9%) 438,900 (11.4%) 13,800 (2.2%) 35,400 (6.2%) 18,200 (5.7%)

70歳以上 2,517,700 (49.3%) 2,332,400 (48.7%) 2,216,400 (57.4%) 44,200 (7.1%) 108,600 (19.1%) 185,300 (57.9%)

年齢不詳 35,400 (0.7%) 32,400 (0.7%) 25,100 (0.6%) 3,900 (0.6%) 4,900 (0.9%) 2,900 (0.9%)

Ⅱ 調査結果の概要

身体障害者手帳

手帳非所持かつ自立支援給付等
を受けている者

（単位：人）

１ 障害者手帳所持者数等の推計値について

（１）障害者手帳所持者数等（推計値）

○今回の調査結果によると障害者手帳所持者数は4,792千人と推計される。
障害者手帳の種類別等でみると、身体障害者手帳所持者が3,864千人（前回調査時3,576千人)、療育手帳所持者が622千人（前回調査時419千人）、精神障害者保健福祉手帳所持者が

568千人、障害者手帳非所持でかつ障害者自立支援法に基づく自立支援給付等を受けている者（以下、手帳非所持かつ自立支援給付等を受けている者）が320千人となっている。
年齢階級・障害者手帳の種類別の割合をみると身体障害者手帳所持者は、「70歳以上」が57.4％、療育手帳所持者は「30～39歳」が20.5％、精神障害者保健福祉手帳所持者は「40～

49歳」が20.9％と最も多くなっている。

第１表 障害者手帳所持者数等、年齢階級・障害種別等別

年齢階級 総 数 障害者手帳
所持者

障害者手帳の種類（複数回答）

療育手帳 精神障害者保健福祉手帳



（65歳未満）

総 数 2,065,100 (100.0%) 1,951,500 (100.0%) 1,183,400 (100.0%) 559,800 (100.0%) 418,700 (100.0%) 113,500 (100.0%)

男 性 1,145,600 (55.5%) 1,086,100 (55.7%) 651,200 (55.0%) 322,900 (57.7%) 230,000 (54.9%) 59,500 (52.4%)

女 性 917,000 (44.4%) 863,000 (44.2%) 530,300 (44.8%) 236,900 (42.3%) 187,700 (44.8%) 54,100 (47.7%)

不 詳 2,500 (0.1%) 2,500 (0.1%) 2,000 (0.2%) - (-) 1,000 (0.2%) - (-)

（65歳以上及び年齢不詳）

総 数 3,046,500 (100.0%) 2,840,100 (100.0%) 2,680,400 (100.0%) 61,900 (100.0%) 148,900 (100.0%) 206,400 (100.0%)

男 性 1,437,500 (47.2%) 1,362,800 (48.0%) 1,295,500 (48.3%) 31,900 (51.5%) 71,300 (47.9%) 74,700 (36.2%)

女 性 1,585,900 (52.1%) 1,456,700 (51.3%) 1,368,200 (51.0%) 29,000 (46.8%) 74,200 (49.8%) 129,300 (62.6%)

不 詳 23,100 (0.8%) 20,600 (0.7%) 16,700 (0.6%) 1,000 (1.6%) 3,400 (2.3%) 2,500 (1.2%)

（単位：人）

第２表 障害者手帳所持者数等、性・障害種別等別

○性別にみると、65歳未満の男が1,146千人（55.5％）、女が917千人（44.4％)、65歳以上は男が1,438千人（47.2％）、女が1,586千人（52.1％）となっている。

性 総数 障害者手帳
所持者

手帳非所持でかつ自立支援給付
等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

性 総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持でかつ自立支援給付
等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳







（単位：千人）

年 次 総 数 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 障害種別不詳 （再掲）重複障害

昭和26年 512 121 100 291 - - -

30年 785 179 130 476 - - -

35年 829 202 141 486 - - 44

40年 1,164 248 230 686 - - 256

45年 1,409 257 259 821 72 - 134

55年 1,977 336 317 1,127 197 - 150

62年 2,506 313 368 1,513 312 - 163

平成3年 2,804 357 369 1,602 476 - 127

8年 3,014 311 366 1,698 639 - 183

13年 3,327 306 361 1,797 863 - 181

18年 3,576 315 360 1,810 1,091 - 325

23年 3,864 316 324 1,709 930 585 176

昭和26年 100% 23.6% 19.5% 56.8% - - -

30年 100% 22.8% 16.6% 60.6% - - -

35年 100% 24.4% 17.0% 58.6% - - 5.3%

40年 100% 21.3% 19.8% 58.9% - - 22.0%

45年 100% 18.2% 18.4% 58.3% 5.1% - 9.5%

55年 100% 17.0% 16.0% 57.0% 10.0% - 7.6%

62年 100% 12.5% 14.7% 60.4% 12.5% - 6.5%

平成3年 100% 12.7% 13.2% 57.1% 17.0% - 4.5%

8年 100% 10.3% 12.1% 56.3% 21.2% - 6.1%

13年 100% 9.2% 10.9% 54.0% 25.9% - 5.4%

18年 100% 8.8% 10.1% 50.6% 30.5% - 9.1%

23年 100% 8.2% 8.4% 44.2% 24.1% 15.1% 4.6%

※平成23年以外においては、身体障害者手帳所持者と手帳は所持していないが同等の障害を有する者の合計。

（2）身体障害者手帳所持者数（推計値）

第５表 身体障害者手帳所持者数、身体障害の種類別（年次推移）

推計数（単位：千人）

構成比（単位：％）



○年齢階級別に対前回比と見ると、６０歳以上の増加が顕著である。

平成23年 3,863,800 39,800 32,900 10,300 57,000 109,600 168,100 322,900 442,800 438,900 2,216,400 25,100

平成18年 3,576,100 40,800 52,300 12,000 65,000 114,000 182,000 470,000 394,000 436,000 1,775,000 35,000

対前回比 108.0% 97.5% 62.9% 85.8% 87.7% 96.1% 92.4% 68.7% 112.4% 100.7% 124.9% 71.7%

平成23年内訳

視覚障害 315,500 1,500 3,400 1,000 3,900 9,800 18,200 28,000 30,500 33,900 183,800 1,500

聴覚・言語
障害

323,900 7,400 4,400 2,000 7,400 14,300 12,300 22,600 23,100 29,500 197,600 3,400

肢体不自由 1,708,800 23,600 18,700 5,400 33,900 44,700 85,500 150,400 221,600 197,100 919,500 8,400

内部障害 930,300 6,400 3,400 1,000 5,900 19,200 32,400 69,300 106,200 112,500 569,600 4,400

障害種別不詳 585,300 1,000 2,900 1,000 5,900 21,600 19,700 52,600 61,400 65,900 346,000 7,400

（再掲）
重複障害

176,400 5,400 3,400 1,000 3,900 3,900 10,300 14,700 13,300 19,200 101,200 -

（単位：人）

第６表 身体障害者手帳所持者数、年齢階級別（年次推移）

総 数 0～9歳 10～17歳 18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 不 詳



（65歳未満） （単位：人）

総 数 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 不 詳

総 数 1,183,400 345,000 206,900 187,700 174,000 60,400 43,200 166,100

（100.0%） （29.2%） （17.5%） （15.9%） （14.7%） （5.1%） （3.7%） （14.0%）

90,900 35,900 25,100 10,300 6,900 9,800 2,900 －

80,100 2,500 32,400 14,700 10,800 - 19,700 －

聴覚障害 66,800 2,000 32,400 7,400 5,400 - 19,700 －

平衡機能障害 1,500 - - 1,500 - - - －

音声・言語・そしゃく機能障害 11,800 500 - 5,900 5,400 - - －

肢体不自由 590,200 138,100 146,500 123,400 111,600 50,100 20,600 －

肢体不自由（上肢） 239,300 71,300 82,100 42,800 25,100 10,800 7,400 －

肢体不自由（下肢） 250,100 21,100 38,800 61,900 85,500 30,000 12,800 －

肢体不自由（体幹） 75,700 31,900 19,700 15,700 - 8,400 - －

肢体不自由（脳原性運動機能障害・上肢機能） 18,700 9,300 3,900 2,900 1,000 1,000 500 －

肢体不自由（脳原性運動機能障害・移動機能） 6,400 4,400 2,000 - - - - －

内部障害 255,100 171,000 2,500 38,300 43,200 - - －

心臓機能障害 125,800 80,600 500 27,500 17,200 - - －

呼吸器機能障害 7,900 2,900 1,500 2,900 500 - - －

じん臓機能障害 85,000 81,100 - 2,000 2,000 - - －

ぼうこう・直腸機能障害 28,000 1,500 - 4,900 21,600 - - －

小腸機能障害 2,900 500 - 500 2,000 - - －

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 2,900 2,000 500 500 - - - －

肝臓機能障害 2,500 2,500 - - - - - －

167,100 - - - 1,000 - - 166,100

（65歳以上及び年齢不詳）

総数 1級 2級 3級 4級 5級 6級 不詳

総 数 2,680,400 707,200 377,900 461,000 489,000 118,400 107,600 419,200

（100.0%） （26.4%） （14.1%） （17.2%） （18.2%） （4.4%） （4.0%） （15.6%）

209,400 72,700 60,400 17,700 21,100 19,200 18,200 －

204,400 1,000 48,700 51,600 41,300 2,000 60,000 －

聴覚障害 175,400 500 48,200 31,000 35,900 - 60,000 －

平衡機能障害 6,400 - - 4,400 - 2,000 - －

音声・言語・そしゃく機能障害 22,600 500 500 16,200 5,400 - - －

肢体不自由 1,123,500 171,500 264,900 272,300 290,000 96,300 28,500 －

肢体不自由（上肢） 398,100 105,200 124,300 83,100 55,000 20,100 10,300 －

肢体不自由（下肢） 579,900 37,400 81,100 154,300 230,500 60,000 16,700 －

肢体不自由（体幹） 99,300 16,700 40,800 26,500 - 15,200 - －

肢体不自由（脳原性運動機能障害・上肢機能） 32,400 9,800 12,800 4,400 3,400 1,000 1,000 －

肢体不自由（脳原性運動機能障害・移動機能） 13,800 2,500 5,900 3,900 1,000 - 500 －

内部障害 722,900 466,400 2,500 118,400 135,600 - - －

心臓機能障害 465,400 343,000 1,000 74,200 47,200 - - －

呼吸器機能障害 61,400 20,600 1,000 31,900 7,900 - - －

じん臓機能障害 109,600 97,800 - 5,400 6,400 - - －

ぼうこう・直腸機能障害 78,600 2,500 - 4,900 71,300 - - －

小腸機能障害 4,900 1,000 - 1,000 2,900 - - －

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 500 - - 500 - - - －

肝臓機能障害 2,500 1,500 500 500 - - - －

420,200 - - - 1,000 - - 419,200

○身体障害の等級別に見ると、1・2級の障害の有する身体障害者は、65歳未満では、551,900人で総数の46.7%を占めており、65歳以上では、1,85,100人で総数の
40.5%を占めている。

第７表 身体障害者手帳所持者数、身体障害の種類・障害等級別

障害種別不詳

視覚障害

聴覚・言語障害

障害種別不詳

視覚障害

聴覚・言語障害



（単位：人）

総 数 3,863,800 1,946,600 1,898,500 18,700 1,052,200 584,800 648,700 663,000 178,900 150,900 585,300
(100.0%) (50.4%) (49.1%) (0.5%) (27.2%) (15.1%) (16.8%) (17.2%) (4.6%) (3.9%) (15.1%)

0～9歳 39,800 22,600 17,200 0 17,200 10,800 4,400 2,900 500 2,900 1,000
(100.0%) (56.8%) (43.2%) (0.0%) (43.2%) (27.1%) (11.1%) (7.3%) (1.3%) (7.3%) (2.5%)

10～17歳 32,900 19,700 13,300 0 13,300 8,400 3,900 1,500 500 2,500 2,900
(100.0%) (59.9%) (40.4%) (0.0%) (40.4%) (25.5%) (11.9%) (4.6%) (1.5%) (7.6%) (8.8%)

18～19歳 10,300 6,400 3,900 0 3,400 1,000 2,900 500 500 1,000 1,000
(100.0%) (62.1%) (37.9%) (0.0%) (33.0%) (9.7%) (28.2%) (4.9%) (4.9%) (9.7%) (9.7%)

20～29歳 57,000 27,500 29,500 0 24,100 12,300 4,900 5,400 2,500 2,000 5,900
(100.0%) (48.2%) (51.8%) (0.0%) (42.3%) (21.6%) (8.6%) (9.5%) (4.4%) (3.5%) (10.4%)

30～39歳 109,600 58,000 51,600 0 33,400 20,600 15,700 9,800 3,900 4,400 21,600
(100.0%) (52.9%) (47.1%) (0.0%) (30.5%) (18.8%) (14.3%) (8.9%) (3.6%) (4.0%) (19.7%)

40～49歳 168,100 93,900 74,200 0 49,100 32,900 26,500 24,600 9,800 5,400 19,700
(100.0%) (55.9%) (44.1%) (0.0%) (29.2%) (19.6%) (15.8%) (14.6%) (5.8%) (3.2%) (11.7%)

50～59歳 322,900 175,000 146,500 1,500 93,400 44,700 53,100 49,100 18,200 11,800 52,600
(100.0%) (54.2%) (45.4%) (0.5%) (28.9%) (13.8%) (16.4%) (15.2%) (5.6%) (3.7%) (16.3%)

60～64歳 442,800 248,200 194,100 500 111,100 76,200 76,200 80,100 24,600 13,300 61,400
(100.0%) (56.1%) (43.8%) (0.1%) (25.1%) (17.2%) (17.2%) (18.1%) (5.6%) (3.0%) (13.9%)

65～69歳 438,900 229,000 208,900 1,000 113,000 61,900 83,500 79,600 24,100 10,800 65,900
(100.0%) (52.2%) (47.6%) (0.2%) (25.7%) (14.1%) (19.0%) (18.1%) (5.5%) (2.5%) (15.0%)

70歳以上 2,216,400 1,060,100 1,150,000 6,400 590,200 311,600 373,500 405,900 93,400 95,800 346,000
(100.0%) (47.8%) (51.9%) (0.3%) (26.6%) (14.1%) (16.9%) (18.3%) (4.2%) (4.3%) (15.6%)

年齢不詳 25,100 6,400 9,300 9,300 3,900 4,400 3,900 3,400 1,000 1,000 7,400
(100.0%) (25.5%) (37.1%) (37.1%) (15.5%) (17.5%) (15.5%) (13.5%) (4.0%) (4.0%) (29.5%)

第８表 身体障害者手帳所持者数、年齢階級・性・障害等級別

総 数 男 性 女 性 １ 級 2 級 3 級 ５ 級

○男女別に見ると、総数ではほぼ同じ割合だが、19歳以下で男性の割合が高い。

６ 級 不 詳不 詳 ４ 級



（単位：人）

重 度 その他 不 詳

平成2年 283,800 123,500 145,600 14,700

7年 297,100 128,300 159,400 9,400

12年 329,200 138,100 150,800 40,300

17年 419,000 164,600 204,200 50,100

23年 621,700 241,800 303,200 76,700

※平成23年以外においては療育手帳所持者と手帳は所持していないが同等の障害を有する者との合計。

（3）療育手帳所持者数（推計値）

第９表 療育手帳所持者数、知的障害の程度別（年次推移）

年 次 総 数
障害の程度

○障害の程度別にみると、重度は242千人、その他は303千人と推計され、前回調査と比較して増加
している。



総 数 621,700 (100.0%) 354,800 (100.0%) 265,900 (100.0%) 1,000 (100.0%) 241,800 (100.0%) 303,200 (100.0%) 76,700 (100.0%)

0～9歳 59,000 (9.5%) 41,300 (11.6%) 17,700 (6.7%) - (-) 15,200 (6.3%) 42,300 (14.0%) 1,500 (2.0%)

10～17 92,900 (14.9%) 60,900 (17.2%) 31,900 (12.0%) - (-) 38,800 (16.0%) 47,700 (15.7%) 6,400 (8.3%)

18～19 22,600 (3.6%) 13,800 (3.9%) 8,800 (3.3%) - (-) 12,300 (5.1%) 9,300 (3.1%) 1,000 (1.3%)

20～29 112,100 (18.0%) 59,000 (16.6%) 53,100 (20.0%) - (-) 42,300 (17.5%) 55,500 (18.3%) 14,300 (18.6%)

30～39 127,300 (20.5%) 69,300 (19.5%) 58,000 (21.8%) - (-) 56,500 (23.4%) 58,500 (19.3%) 12,300 (16.0%)

40～49 76,700 (12.3%) 46,200 (13.0%) 30,500 (11.5%) - (-) 24,100 (10.0%) 40,300 (13.3%) 12,300 (16.0%)

50～59 43,200 (6.9%) 21,100 (5.9%) 22,100 (8.3%) - (-) 16,700 (6.9%) 21,600 (7.1%) 4,900 (6.4%)

60～64 26,000 (4.2%) 11,300 (3.2%) 14,700 (5.5%) - (-) 9,300 (3.8%) 10,300 (3.4%) 6,400 (8.3%)

65～69 13,800 (2.2%) 4,900 (1.4%) 8,800 (3.3%) - (-) 6,400 (2.6%) 3,400 (1.1%) 3,900 (5.1%)

70歳以上 44,200 (7.1%) 25,600 (7.2%) 18,200 (6.8%) 500 50% 17,200 (7.1%) 13,300 (4.4%) 13,800 (18.0%)

年齢不詳 3,900 (0.6%) 1,500 (0.4%) 2,000 (0.8%) 500 50% 2,900 (1.2%) 1,000 (0.3%) - (-)

（単位：人）

○性別でみると、男性が355千人（57.1％）、女性が266千人（42.7％）と推計される。

第１０表 療育手帳所持者数、年齢階級・性・知的障害の程度別

年齢階級 不 詳総 数 男 性 女 性 不 詳 重 度 その他



（4）精神障害者保健福祉手帳所持者数（推計値）

総 数 567,600 (100.0%) 301,300 (100.0%) 261,900 (100.0%) 4,400 (100.0%) 114,500 (100.0%) 303,700 (100.0%) 129,300 (100.0%) 20,100 (100.0%)

0～9歳 3,400 (0.6%) 2,900 (1.0%) 500 (0.2%) - (-) 1,500 (1.3%) 1,500 (0.5%) - (-) 500 (2.5%)

10～17 6,900 (1.2%) 4,900 (1.6%) 2,000 (0.8%) - (-) 3,400 (3.0%) 2,000 (0.7%) 1,000 (0.8%) 500 (2.5%)

18～19 1,000 (0.2%) 1,000 (0.3%) - (-) - (-) - (-) - (-) 1,000 (0.8%) - (-)

20～29 33,400 (5.9%) 16,200 (5.4%) 17,200 (6.6%) - (-) 3,400 (3.0%) 23,100 (7.6%) 5,900 (4.6%) 1,000 (5.0%)

30～39 97,800 (17.2%) 54,600 (18.1%) 42,800 (16.3%) 500 (11.4%) 14,300 (12.5%) 64,900 (21.4%) 15,700 (12.1%) 2,900 (14.4%)

40～49 118,900 (20.9%) 64,900 (21.5%) 54,100 (20.7%) - (-) 16,700 (14.6%) 70,300 (23.1%) 29,000 (22.4%) 2,900 (14.4%)

50～59 96,300 (17.0%) 51,100 (17.0%) 44,700 (17.1%) 500 (11.4%) 13,300 (11.6%) 56,000 (18.4%) 23,100 (17.9%) 3,900 (19.4%)

60～64 60,900 (10.7%) 34,400 (11.4%) 26,500 (10.1%) - (-) 15,700 (13.7%) 26,000 (8.6%) 15,700 (12.1%) 3,400 (16.9%)

65～69 35,400 (6.2%) 14,700 (4.9%) 20,600 (7.9%) - (-) 10,300 (9.0%) 17,200 (5.7%) 7,400 (5.7%) 500 (2.5%)

70歳以上 108,600 (19.1%) 55,500 (18.4%) 52,600 (20.1%) 500 (11.4%) 34,900 (30.5%) 40,300 (13.3%) 29,000 (22.4%) 4,400 (21.9%)

年齢不詳 4,900 (0.9%) 1,000 (0.3%) 1,000 (0.4%) 2,900 (65.9%) 1,000 (0.9%) 2,500 (0.8%) 1,500 (1.2%) - (-)

女 性 不 詳 1 級 2 級 3 級 不 詳

○年齢階級別にみると、精神障害者保健福祉手帳所持者数は概ね「40～49歳」を頂点とする山型となっているが、「70歳以上」で急激に増加していることが分かる。
性別にみると、男性301千人、女性262千人で男性の方が多い。
性・年齢階級別でみると男女ともに「40～49歳」の数が多く男性は21.5％、女性は20.7％となっている。
障害等級別にみると、2級の手帳を持っている者の数が最も多く全体の全体の53.5％となっている。また、１級の手帳を持っている者の39.5％が65歳以上である。

第１１表 精神障害者保健福祉手帳所持者数、年齢階級・性・障害等級別

総 数 男 性

（単位：人）



（１）住宅の種類

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

自分の持ち家 1,185 1,137 935 122 150 48
(28.2%) (28.6%) (38.8%) (10.7%) (17.6%) (20.8%)

家族の持ち家 1,759 1,673 878 632 357 86
(41.9%) (42.1%) (36.5%) (55.5%) (41.9%) (37.2%)

民間賃貸住宅 638 576 324 132 197 62
(15.2%) (14.5%) (13.5%) (11.6%) (23.1%) (26.8%)

社宅・職員寮・寄宿舎等 37 35 19 13 5 2
(0.9%) (0.9%) (0.8%) (1.1%) (0.6%) (0.9%)

公営住宅 299 277 156 77 79 22
(7.1%) (7.0%) (6.5%) (6.8%) (9.3%) (9.5%)

貸 間 13 13 4 4 8 -
(0.3%) (0.3%) (0.2%) (0.4%) (0.9%) (-)

グループホーム等 175 169 41 131 30 6
(4.2%) (4.3%) (1.7%) (11.5%) (3.5%) (2.6%)

その他 66 63 33 20 19 3
(1.6%) (1.6%) (1.4%) (1.8%) (2.2%) (1.3%)

不 詳 30 28 18 8 7 2
(0.7%) (0.7%) (0.7%) (0.7%) (0.8%) (0.9%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

自分の持ち家 3,778 3,537 3,368 65 155 241
(60.9%) (61.2%) (61.8%) (51.6%) (51.2%) (57.4%)

家族の持ち家 1,464 1,356 1,279 43 67 108
(23.6%) (23.5%) (23.5%) (34.1%) (22.1%) (25.7%)

民間賃貸住宅 360 333 309 6 25 27
(5.8%) (5.8%) (5.7%) (4.8%) (8.3%) (6.4%)

社宅・職員寮・寄宿舎等 11 9 8 - - 2
(0.2%) (0.2%) (0.1%) (-) (-) (0.5%)

公営住宅 333 317 293 5 25 16
(5.4%) (5.5%) (5.4%) (4.0%) (8.3%) (3.8%)

貸 間 8 8 7 - 1 -
(0.1%) (0.1%) (0.1%) (-) (0.3%) (-)

グループホーム等 95 77 67 5 7 18
(1.5%) (1.3%) (1.2%) (4.0%) (2.3%) (4.3%)

その他 91 88 79 2 10 3
(1.5%) (1.5%) (1.4%) (1.6%) (3.3%) (0.7%)

不 詳 59 54 44 - 13 5
(1.0%) (0.9%) (0.8%) (-) (4.3%) (1.2%)

総数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給
付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

※以降は実際の有効回答数に基づく集計結果（単位：人）

２ 障害者手帳所持者等の基礎的な生活実態等の状況について

第１２表 障害者手帳所持者数等、住宅の種類別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給
付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○現在の住まいの種類をみると、65歳未満では「家族の持ち家」に住んでいる者の割合が41.9％と最も多い。
65歳以上（年齢不詳を含む）（以降、「65歳以上」）では、「自分の持ち家」に住んでいる者の割合が60.9％と
最も多い。



（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

4,027 3,802 2,367 1,008 822 225
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

3,516 3,323 2,060 959 645 193
(87.3%) (87.4%) (87.0%) (95.1%) (78.5%) (85.8%)

1,463 1,387 1,229 49 164 76
(41.6%) (41.7%) (59.7%) (5.1%) (25.4%) (39.4%)

1,972 1,865 839 870 424 107
(56.1%) (56.1%) (40.7%) (90.7%) (65.7%) (55.4%)

906 855 731 41 108 51
(25.8%) (25.7%) (35.5%) (4.3%) (16.7%) (26.4%)

571 532 197 303 98 39
(16.2%) (16.0%) (9.6%) (31.6%) (15.2%) (20.2%)

169 162 79 65 36 7
(4.8%) (4.9%) (3.8%) (6.8%) (5.6%) (3.6%)

453 421 276 27 158 32
(11.2%) (11.1%) (11.7%) (2.7%) (19.2%) (14.2%)

58 58 31 22 19 0
(1.4%) (1.5%) (1.3%) (2.2%) (2.3%) (0.0%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

6,104 5,702 5,387 121 296 402
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

5,022 4,705 4,467 92 227 317
(82.3%) (82.5%) (82.9%) (76.0%) (76.7%) (78.9%)

3,331 3,173 3,041 40 142 158
(66.3%) (67.4%) (68.1%) (43.5%) (62.6%) (49.8%)

133 121 105 15 13 12
(2.6%) (2.6%) (2.4%) (16.3%) (5.7%) (3.8%)

2,445 2,264 2,164 31 81 181
(48.7%) (48.1%) (48.4%) (33.7%) (35.7%) (57.1%)

113 106 79 20 19 7
(2.3%) (2.3%) (1.8%) (21.7%) (8.4%) (2.2%)

248 230 217 7 9 18
(4.9%) (4.9%) (4.9%) (7.6%) (4.0%) (5.7%)

957 877 816 24 53 80
(15.7%) (15.4%) (15.1%) (19.8%) (17.9%) (19.9%)

125 120 104 5 16 5
(2.0%) (2.1%) (1.9%) (4.1%) (5.4%) (1.2%)

一人で暮らしている

不 詳

親と暮らしている

子と暮らしている

兄弟姉妹と暮らしている

その他の人と暮らしている

夫婦で暮らしている

総 数

同居者有

一人で暮らしている

不 詳

総 数

同居者有

（65歳以上（年齢不詳を含む））

夫婦で暮らしている

親と暮らしている

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○同居者の状況をみると、65歳未満では「同居者有」の者の割合は87.3％となっており、「一人で暮らしている」者の割合は
11.2％となっている。さらに同居者のいる者の状況をみると「親と暮らしている」者の割合が最も高く56.1％、次いで「夫
婦で暮らしている」者の割合が41.6％となっている。
65歳以上では「同居者有」の者の割合が82.3％となっており、「一人で暮らしている」者の割合は15.7％となっている。さ
らに同居者のいる者の状況をみると「夫婦で暮らしている」者の割合が最も高く66.3％、次いで「子と暮らしている」者の
割合が48.7％となっている。

子と暮らしている

兄弟姉妹と暮らしている

その他の人と暮らしている

（２）同居者の状況

第１３表 障害者手帳所持者数等、同居者の状況（複数回答）別

総 数 障害者手帳
所持者



（65歳未満）

身体障害者手
帳

療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

今までと同じように暮らしたい 3,159 2,995 1,949 782 553 164

(75.2%) (75.4%) (80.9%) (68.7%) (64.9%) (71.0%)

一人暮らしをしたい 152 141 61 39 60 11

(3.6%) (3.6%) (2.5%) (3.4%) (7.0%) (4.8%)

今は一緒に住んでいない家族と暮らしたい 240 220 132 33 61 20

(5.7%) (5.5%) (5.5%) (2.9%) (7.2%) (8.7%)

グループホーム等で暮らしたい 85 84 23 63 19 1

(2.0%) (2.1%) (1.0%) (5.5%) (2.2%) (0.4%)

施設で暮らしたい 73 71 31 42 15 2

(1.7%) (1.8%) (1.3%) (3.7%) (1.8%) (0.9%)

その他 80 73 43 10 28 7

(1.9%) (1.8%) (1.8%) (0.9%) (3.3%) (3.0%)

分からない 311 288 128 117 96 23

(7.4%) (7.3%) (5.3%) (10.3%) (11.3%) (10.0%)

不 詳 102 99 41 53 20 3

(2.4%) (2.5%) (1.7%) (4.7%) (2.3%) (1.3%)

身体障害者手
帳

療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

今までと同じように暮らしたい 5,256 4,915 4,682 95 227 341

(84.8%) (85.0%) (85.8%) (75.4%) (74.9%) (81.2%)

一人暮らしをしたい 30 27 24 1 4 3

(0.5%) (0.5%) (0.4%) (0.8%) (1.3%) (0.7%)

今は一緒に住んでいない家族と暮らしたい 228 213 193 5 22 15

(3.7%) (3.7%) (3.5%) (4.0%) (7.3%) (3.6%)

グループホーム等で暮らしたい 48 43 39 1 5 5

(0.8%) (0.7%) (0.7%) (0.8%) (1.7%) (1.2%)

施設で暮らしたい 156 140 124 6 9 16

(2.5%) (2.4%) (2.3%) (4.8%) (3.0%) (3.8%)

その他 64 57 47 - 7 7

(1.0%) (1.0%) (0.9%) (-) (2.3%) (1.7%)

分からない 266 243 220 13 18 23

(4.3%) (4.2%) (4.0%) (10.3%) (5.9%) (5.5%)

不 詳 151 141 125 5 11 10

(2.4%) (2.4%) (2.3%) (4.0%) (3.6%) (2.4%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持
で、自立支援
給付等を受け

ている者

障害者手帳の種類（複数回答）

（３）今後の暮らしの希望

第１４表 障害者手帳所持者数等、今後どのように暮らしたいか別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持
で、自立支援
給付等を受け

ている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○今後の暮らしの希望をみると、65歳未満、65歳以上の者ともに「今までと同じように暮らしたい」者の割合が最も高
く、65歳未満が75.2％、65歳以上が84.8％となっている。



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

0～9歳頃 790 767 330 530 59 23

(18.8%) (19.3%) (13.7%) (46.5%) (6.9%) (10.0%)

10～17 274 254 109 83 99 20

(6.5%) (6.4%) (4.5%) (7.3%) (11.6%) (8.7%)

18～19 108 99 45 15 51 9

(2.6%) (2.5%) (1.9%) (1.3%) (6.0%) (3.9%)

20～29 370 339 149 36 181 31

(8.8%) (8.5%) (6.2%) (3.2%) (21.2%) (13.4%)

30～39 350 308 205 30 107 42

(8.3%) (7.8%) (8.5%) (2.6%) (12.6%) (18.2%)

40～49 461 431 361 18 70 30

(11.0%) (10.9%) (15.0%) (1.6%) (8.2%) (13.0%)

50～59 586 567 516 18 61 19

(13.9%) (14.3%) (21.4%) (1.6%) (7.2%) (8.2%)

60～64 136 131 118 4 15 5

(3.2%) (3.3%) (4.9%) (0.4%) (1.8%) (2.2%)

65～69 - - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

70歳以上 - - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

分からない 913 872 429 350 184 41

(21.7%) (22.0%) (17.8%) (30.7%) (21.6%) (17.7%)

不 詳 214 203 146 55 25 11

(5.1%) (5.1%) (6.1%) (4.8%) (2.9%) (4.8%)

総 数

生
活
の
し
づ
ら
さ
が
生
じ
始
め
た
年
齢

障害者手帳
所持者

障害者手帳の種類（複数回答）

○生活のしづらさが生じ始めた年齢をみると、65歳未満では「0～9歳」と答えた者の割合が18.8％と
「分からない」を除けば最も高かった。また、65歳以上の者では、全体の50％以上が65歳以降に
生活のしづらさが生じ始めたと回答している。

手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

（４）生活のしづらさが生じ始めた年齢

第１５表 障害者手帳所持者数等、生活のしづらさが生じ始めた年齢別

（65歳未満）

総 数



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

0～9歳頃 97 97 89 9 5 -

(1.6%) (1.7%) (1.6%) (7.1%) (1.7%) (-)

10～17 51 50 44 4 3 1

(0.8%) (0.9%) (0.8%) (3.2%) (1.0%) (0.2%)

18～19 16 16 14 - 3 -

(0.3%) (0.3%) (0.3%) (-) (1.0%) (-)

20～29 71 69 58 1 8 2

(1.1%) (1.2%) (1.1%) (0.8%) (2.6%) (0.5%)

30～39 95 91 84 1 10 4

(1.5%) (1.6%) (1.5%) (0.8%) (3.3%) (1.0%)

40～49 250 247 237 3 11 3

(4.0%) (4.3%) (4.3%) (2.4%) (3.6%) (0.7%)

50～59 589 571 555 8 25 18

(9.5%) (9.9%) (10.2%) (6.3%) (8.3%) (4.3%)

60～64 673 657 633 8 37 16

(10.9%) (11.4%) (11.6%) (6.3%) (12.2%) (3.8%)

65～69 733 690 666 6 39 43

(11.8%) (11.9%) (12.2%) (4.8%) (12.9%) (10.2%)

70歳以上 2,418 2,136 2,026 38 76 282

(39.0%) (37.0%) (37.1%) (30.2%) (25.1%) (67.1%)

分からない 753 714 644 33 56 39

(12.1%) (12.4%) (11.8%) (26.2%) (18.5%) (9.3%)

不 詳 453 441 404 15 30 12

(7.3%) (7.6%) (7.4%) (11.9%) (9.9%) (2.9%)

障害者手帳
所持者

（65歳以上（年齢不詳を含む））

生
活
の
し
づ
ら
さ
が
生
じ
始
め
た
年
齢

総 数

総数 手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

障害者手帳の種類（複数回答）



（５）生活のしづらさが生じ始めた後の生活のしづらさの度合の変化

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

変化していない 957 920 623 253 123 37

(22.8%) (23.2%) (25.9%) (22.2%) (14.4%) (16.0%)

生活のしづらさが大きくなっている 1,330 1,282 907 293 234 48

(31.7%) (32.3%) (37.7%) (25.7%) (27.5%) (20.8%)

生活のしづらさが小さくなっている 476 420 235 102 109 56

(11.3%) (10.6%) (9.8%) (9.0%) (12.8%) (24.2%)

よくなったり悪くなったりしている 825 760 370 219 270 65

(19.6%) (19.1%) (15.4%) (19.2%) (31.7%) (28.1%)

分からない 485 466 195 229 100 19

(11.5%) (11.7%) (8.1%) (20.1%) (11.7%) (8.2%)

不 詳 129 123 78 43 16 6

(3.1%) (3.1%) (3.2%) (3.8%) (1.9%) (2.6%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

変化していない 1,342 1,287 1,221 26 61 55

(21.6%) (22.3%) (22.4%) (20.6%) (20.1%) (13.1%)

生活のしづらさが大きくなっている 3,050 2,796 2,650 49 135 254

(49.2%) (48.4%) (48.6%) (38.9%) (44.6%) (60.5%)

生活のしづらさが小さくなっている 270 249 240 5 14 21

(4.4%) (4.3%) (4.4%) (4.0%) (4.6%) (5.0%)

よくなったり悪くなったりしている 881 825 785 15 50 56

(14.2%) (14.3%) (14.4%) (11.9%) (16.5%) (13.3%)

分からない 356 332 294 22 26 24

(5.7%) (5.7%) (5.4%) (17.5%) (8.6%) (5.7%)

不 詳 300 290 264 9 17 10

(4.8%) (5.0%) (4.8%) (7.1%) (5.6%) (2.4%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立
支援給付等を受けて

いる者

障害者手帳の種類（複数回答）

○生活のしづらさが生じ始めた後の生活のしづらさの度合の変化をみると、65歳未満、65歳以上ともに「生活のしづ
らさが大きくなっている」者の割合が最も高く、65歳未満では31.7％、65歳以上では49.2％となっている。
また、65歳未満の精神障害者保健福祉手帳所持者をみると、「よくなったり悪くなったりしている」者の割合が最
も高く31.7％、ついで「生活のしづらさが大きくなっている」者が27.5％となっている。

第１６表 障害者手帳所持者数等、生活のしづらさが生じ始めた後の生活のしづらさの度合の変化別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立
支援給付等を受けて

いる者

障害者手帳の種類（複数回答）



（６）生活のしづらさの頻度

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者
保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 1,589 1,511 964 438 311 78

(37.8%) (38.1%) (40.0%) (38.5%) (36.5%) (33.8%)

1週間に3～6日程度 277 257 150 57 82 20

(6.6%) (6.5%) (6.2%) (5.0%) (9.6%) (8.7%)

1週間に1～2日程度 315 288 165 70 76 27

(7.5%) (7.3%) (6.9%) (6.1%) (8.9%) (11.7%)

2週間に1～2日程度 133 124 71 28 39 9

(3.2%) (3.1%) (2.9%) (2.5%) (4.6%) (3.9%)

1ヶ月に1～2日程度 270 253 145 66 61 17

(6.4%) (6.4%) (6.0%) (5.8%) (7.2%) (7.4%)

その他 262 249 149 64 64 13

(6.2%) (6.3%) (6.2%) (5.6%) (7.5%) (5.6%)

特に生活のしづらさは無かった 1,146 1,089 648 344 181 57

(27.3%) (27.4%) (26.9%) (30.2%) (21.2%) (24.7%)

不 詳 210 200 116 72 38 10

(5.0%) (5.0%) (4.8%) (6.3%) (4.5%) (4.3%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者
保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 2,971 2,709 2,570 50 134 262

(47.9%) (46.9%) (47.1%) (39.7%) (44.2%) (62.4%)

1週間に3～6日程度 364 340 323 9 18 24

(5.9%) (5.9%) (5.9%) (7.1%) (5.9%) (5.7%)

1週間に1～2日程度 379 348 325 9 24 31

(6.1%) (6.0%) (6.0%) (7.1%) (7.9%) (7.4%)

2週間に1～2日程度 120 112 106 4 8 8

(1.9%) (1.9%) (1.9%) (3.2%) (2.6%) (1.9%)

1ヶ月に1～2日程度 261 245 236 7 13 16

(4.2%) (4.2%) (4.3%) (5.6%) (4.3%) (3.8%)

その他 257 246 225 9 18 11

(4.1%) (4.3%) (4.1%) (7.1%) (5.9%) (2.6%)

特に生活のしづらさは無かった 1,302 1,254 1,193 25 59 48

(21.0%) (21.7%) (21.9%) (19.8%) (19.5%) (11.4%)

不 詳 545 525 476 13 29 20

(8.8%) (9.1%) (8.7%) (10.3%) (9.6%) (4.8%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

障害者手帳の種類（複数回答）

○概ね6ヶ月（平成23年6月1日～11月30日）の間に、日常生活を送る上で生活のしづらさがどの程度生じたかを
みると、65歳未満では「毎日」と答えた者の割合が最も高く37.8％、次いで「特に生活のしづらさは無かっ
た」者が27.3％となっている。
また、65歳以上についても「毎日」と答えた者の割合が最も47.9％、次いで「特に生活のしづらさは無かった」
と答えた者が21.0％となっている。

第１７表 障害者手帳所持者数等、生活のしづらさがどの程度生じているか別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

障害者手帳の種類（複数回答）



（65歳未満）

4,202 (100.0%) 3,971 (100.0%) 2,408 (100.0%) 1,139 (100.0%) 852 (100.0%) 231 (100.0%)

食事をする 651 (15.5%) 636 (16.0%) 346 (14.4%) 365 (32.0%) 112 (13.1%) 15 (6.5%)

排せつをする 598 (14.2%) 589 (14.8%) 351 (14.6%) 351 (30.8%) 56 (6.6%) 9 (3.9%)

入浴をする 965 (23.0%) 939 (23.6%) 531 (22.1%) 501 (44.0%) 117 (13.7%) 26 (11.3%)

家の中を移動する 409 (9.7%) 404 (10.2%) 303 (12.6%) 173 (15.2%) 66 (7.7%) 5 (2.2%)

衣服を着たり脱いだりする 815 (19.4%) 799 (20.1%) 472 (19.6%) 424 (37.2%) 103 (12.1%) 16 (6.9%)

食事の支度や後片付けをする 1,309 (31.2%) 1,264 (31.8%) 598 (24.8%) 635 (55.8%) 272 (31.9%) 45 (3.4%)

身の回りの掃除、整理整頓をする 1,501 (35.7%) 1,448 (36.5%) 656 (27.2%) 706 (62.0%) 343 (40.3%) 53 (3.5%)

洗濯をする 1,057 (25.2%) 1,026 (25.8%) 531 (22.1%) 496 (43.5%) 206 (24.2%) 31 (13.4%)

買い物をする 1,391 (33.1%) 1,347 (33.9%) 717 (29.8%) 633 (55.6%) 237 (27.8%) 44 (19.0%)

お金の管理をする 1,301 (31.0%) 1,259 (31.7%) 491 (20.4%) 731 (64.2%) 294 (34.5%) 42 (18.2%)

薬の管理をする 1,109 (26.4%) 1,112 (28.0%) 448 (18.6%) 669 (58.7%) 219 (25.7%) 38 (16.5%)

自分の意思を伝える 354 (8.4%) 345 (8.7%) 176 (7.3%) 203 (17.8%) 77 (9.0%) 9 (3.9%)

相手の意思を理解する 386 (9.2%) 374 (9.4%) 168 (7.0%) 226 (19.8%) 91 (10.7%) 12 (5.2%)

6,199 (100.0%) 5,779 (100.0%) 5,454 (100.0%) 126 (100.0%) 303 (100.0%) 420 (100.0%)

食事をする 901 (14.5%) 812 (14.1%) 752 (13.8%) 29 (23.0%) 62 (20.5%) 89 (21.2%)

排せつをする 979 (15.8%) 871 (15.1%) 817 (15.0%) 24 (19.0%) 48 (15.8%) 108 (25.7%)

入浴をする 1,930 (31.1%) 1,718 (29.7%) 1,609 (29.5%) 43 (34.1%) 104 (34.3%) 212 (50.5%)

家の中を移動する 1,096 (17.7%) 979 (16.9%) 917 (16.8%) 25 (19.8%) 61 (20.1%) 117 (27.9%)

衣服を着たり脱いだりする 1,458 (23.5%) 1,308 (22.6%) 1,226 (22.5%) 37 (29.4%) 82 (27.1%) 150 (35.7%)

食事の支度や後片付けをする 2,096 (33.8%) 1,877 (32.5%) 1,752 (32.1%) 52 (41.3%) 120 (39.6%) 219 (52.1%)

身の回りの掃除、整理整頓をする 2,355 (38.0%) 2,109 (36.5%) 1,966 (36.0%) 54 (42.9%) 135 (44.6%) 246 (58.6%)

洗濯をする 2,039 (32.9%) 1,828 (31.6%) 1,714 (31.4%) 40 (31.7%) 107 (35.3%) 211 (50.2%)

買い物をする 2,651 (42.8%) 2,379 (41.2%) 2,232 (40.9%) 52 (41.3%) 124 (40.9%) 272 (64.8%)

お金の管理をする 1,821 (29.4%) 1,605 (27.8%) 1,485 (27.2%) 50 (39.7%) 108 (35.6%) 216 (51.4%)

薬の管理をする 1,745 (28.1%) 1,524 (26.4%) 1,397 (25.6%) 49 (38.9%) 102 (33.7%) 221 (52.6%)

自分の意思を伝える 395 (6.4%) 357 (6.2%) 321 (5.9%) 14 (11.1%) 34 (11.2%) 38 (9.0%)

相手の意思を理解する 477 (7.7%) 417 (7.2%) 376 (6.9%) 16 (12.7%) 39 (12.9%) 60 (14.3%)

総 数

意
思
疎
通

身
の
回
り

の
管
理

障害者手帳
所持者

A
D
L

I
A
D
L

A
D
L

障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立
支援給付等を受けて

いる者
障害者手帳の種類（複数回答）

総 数

精神障害者
保健福祉手帳

意
思
疎
通

身体障害者手帳

身
の
回
り

の
管
理

（65歳以上（年齢不詳を含む））

療育手帳

総 数

手帳非所持で、自立
支援給付等を受けて

いる者

障害者手帳の種類（複数回答）

身体障害者手帳

療育手帳

I
A
D
L

精神障害者
保健福祉手帳

○日常生活動作等の状況をみると、「食事の支度や後片付けをする」や、「身の回りの掃除、整理整頓をする」というIADLに関する動
作において介助を必要する者の割合が高い。
また、障害者手帳の種類別にみると、療育手帳所持者、精神障害者手帳所持者では「お金の管理をする」、「薬の管理をする」という
身の回りの管理に関する動作において介助が必要な者の割合が最も高かった。

（７）日常生活動作等の状況

第１８表 日常生活を送る上で介助が必要な障害者手帳所持者数等、日常生活動作等別

総 数



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

2,959 2,807 1,700 803 542 152

(70.4%) (70.7%) (70.6%) (70.5%) (63.6%) (65.8%)

医療的ケアを受けている 488 461 318 133 120 27

(11.6%) (11.6%) (13.2%) (11.7%) (14.1%) (11.7%)

経管栄養が必要 69 67 57 21 14 2

(14.1%) (14.5%) (17.9%) (15.8%) (11.7%) (7.4%)

たんの吸引が必要 25 25 24 11 5 -

(5.1%) (5.4%) (7.5%) (8.3%) (4.2%) (-)

導尿が必要 29 29 24 6 5 -

(5.9%) (6.3%) (7.5%) (4.5%) (4.2%) (-)

その他 365 340 213 95 96 25

(74.8%) (73.8%) (67.0%) (71.4%) (80.0%) (92.6%)

755 703 390 203 190 52

(18.0%) (17.7%) (16.2%) (17.8%) (22.3%) (22.5%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

3,882 3,639 3,478 66 143 243

(62.6%) (63.0%) (63.8%) (52.4%) (47.2%) (57.9%)

医療的ケアを受けている 996 905 835 25 77 91

(16.1%) (15.7%) (15.3%) (19.8%) (25.4%) (21.7%)

経管栄養が必要 149 139 135 8 17 10

(15.0%) (15.4%) (16.2%) (32.0%) (22.1%) (11.0%)

たんの吸引が必要 60 58 54 - 6 2

(6.0%) (6.4%) (6.5%) (-) (7.8%) (2.2%)

導尿が必要 93 83 70 4 4 10

(9.3%) (9.2%) (8.4%) (16.0%) (5.2%) (11.0%)

その他 694 625 576 13 50 69

(69.7%) (69.1%) (69.0%) (52.0%) (64.9%) (75.8%)

1,321 1,235 1,141 35 83 86

(21.3%) (21.4%) (20.9%) (27.8%) (27.4%) (20.5%)

○医療的ケアの状況をみると、「医療的ケアを受けていない」者の割合は、65歳未満で70.4％、65歳以上では
62.6％だった。

医療的ケアを受けていない

不 詳

障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

総 数

総 数

医療的ケアを受けていない

不 詳

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数

（８）医療的ケアの状況

第１９表 障害者手帳所持者数等、医療的ケアの状況別

（65歳未満）

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（９）自覚症状

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

2,486 2,304 1,414 519 658 182

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

自覚症状がある者 2,335 2,160 1,339 476 615 175

(93.9%) (93.8%) (94.7%) (91.7%) (93.5%) (96.2%)

842 764 480 112 270 78

(36.1%) (35.4%) (35.8%) (23.5%) (43.9%) (44.6%)

1,472 1,315 618 367 532 157

(63.0%) (60.9%) (46.2%) (77.1%) (86.5%) (89.7%)

230 222 201 28 20 8

(9.9%) (10.3%) (15.0%) (5.9%) (3.3%) (4.6%)

159 156 111 54 22 3

(6.8%) (7.2%) (8.3%) (11.3%) (3.6%) (1.7%)

173 169 142 11 24 4

(7.4%) (7.8%) (10.6%) (2.3%) (3.9%) (2.3%)

207 199 144 45 35 8

(8.9%) (9.2%) (10.8%) (9.5%) (5.7%) (4.6%)

46 45 33 10 11 1

(2.0%) (2.1%) (2.5%) (2.1%) (1.8%) (0.6%)

638 625 549 58 62 13

(27.3%) (28.9%) (41.0%) (12.2%) (10.1%) (7.4%)

76 74 51 20 12 2

(3.3%) (3.4%) (3.8%) (4.2%) (2.0%) (1.1%)

163 156 116 36 27 7

(7.0%) (7.2%) (8.7%) (7.6%) (4.4%) (4.0%)

151 144 75 43 43 7

(6.1%) (6.3%) (5.3%) (8.3%) (6.5%) (3.8%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

4,248 3,924 3,699 80 196 324

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

自覚症状がある者 3,926 3,634 3,444 70 163 292

(92.4%) (92.6%) (93.1%) (87.5%) (83.2%) (90.1%)

1,198 1,100 1,034 29 58 98

(30.5%) (30.3%) (30.0%) (41.4%) (35.6%) (33.6%)

1,882 1,715 1,587 54 108 167

(47.9%) (47.2%) (46.1%) (77.1%) (66.3%) (57.2%)

1,045 978 927 22 34 67

(26.6%) (26.9%) (26.9%) (31.4%) (20.9%) (22.9%)

281 257 245 - 10 24

(7.2%) (7.1%) (7.1%) (-) (6.1%) (8.2%)

523 501 488 6 19 22

(13.3%) (13.8%) (14.2%) (8.6%) (11.7%) (7.5%)

498 462 444 7 20 36

(12.7%) (12.7%) (12.9%) (10.0%) (12.3%) (12.3%)

195 175 169 3 2 20

(5.0%) (4.8%) (4.9%) (4.3%) (1.2%) (6.8%)

1,681 1,572 1,524 15 41 109

(42.8%) (43.3%) (44.3%) (21.4%) (25.2%) (37.3%)

245 219 210 2 11 26

(6.2%) (6.0%) (6.1%) (2.9%) (6.7%) (8.9%)

191 182 176 1 3 9

(4.9%) (5.0%) (5.1%) (1.4%) (1.8%) (3.1%)

322 290 255 10 33 32

(7.6%) (7.4%) (6.9%) (12.5%) (16.8%) (9.9%)

消化器系の症状

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

咀嚼系の症状

筋骨格系・手足の症状

胸部の症状

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

総 数

不 詳

全身症状

精神症状

視覚・聴覚の症状

音声・言語の症状

○概ね６ヶ月以内に身体的又は精神的に具合の悪いところがあった障害者手帳所持者等のうち、自覚症状別にみると65歳未満、
65歳以上ともに「全身症状」、「精神症状」、「筋骨格・手足の症状」と答えた者の割合が高い。

総 数 障害者手帳
所持者

第２０表 概ね6ヶ月以内に身体的又は精神的に具合の悪いところがあった障害者手帳所持者数等、自覚症状の状況
（複数回答）別

尿路系の症状

その他の症状

筋骨格系・手足の症状

尿路系の症状

総 数

咀嚼系の症状

その他の症状

不 詳

全身症状

精神症状

視覚・聴覚の症状

音声・言語の症状

胸部の症状

消化器系の症状



（１０）病気の種類

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

2,486 2,304 1,414 519 658 182

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

2,163 1,996 1,285 346 600 167

(87.0%) (86.6%) (90.9%) (66.7%) (91.2%) (91.8%)

316 298 217 36 77 18

(14.6%) (14.9%) (16.9%) (10.4%) (12.8%) (10.8%)

1,071 916 327 199 546 155

(49.5%) (45.9%) (25.4%) (57.5%) (91.0%) (92.8%)

239 229 184 36 37 10

(11.0%) (11.5%) (14.3%) (10.4%) (6.2%) (6.0%)

468 456 405 32 51 12

(21.6%) (22.8%) (31.5%) (9.2%) (8.5%) (7.2%)

213 203 156 31 41 10

(9.8%) (10.2%) (12.1%) (9.0%) (6.8%) (6.0%)

84 79 46 20 27 5

(3.9%) (4.0%) (3.6%) (5.8%) (4.5%) (3.0%)

81 75 45 26 20 6

(3.7%) (3.8%) (3.5%) (7.5%) (3.3%) (3.6%)

502 496 401 67 76 6

(23.2%) (24.8%) (31.2%) (19.4%) (12.7%) (3.6%)

194 190 166 21 16 4

(9.0%) (9.5%) (12.9%) (6.1%) (2.7%) (2.4%)

43 42 39 1 3 1

(2.0%) (2.1%) (3.0%) (0.3%) (0.5%) (0.6%)

252 244 197 49 31 8

(11.7%) (12.2%) (15.3%) (14.2%) (5.2%) (4.8%)

不 明 40 40 30 15 9 0

(1.8%) (2.0%) (2.3%) (4.3%) (1.5%) (0.0%)

不 詳 323 308 129 173 58 15

(13.0%) (13.4%) (9.1%) (33.3%) (8.8%) (8.2%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

4,248 3,924 3,699 80 196 324
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

3,881 3,595 3,404 64 158 286
(91.4%) (91.6%) (92.0%) (80.0%) (80.6%) (88.3%)

687 645 601 11 31 42

(17.7%) (17.9%) (17.7%) (17.2%) (19.6%) (14.7%)

882 742 651 25 95 140

(22.7%) (20.6%) (19.1%) (39.1%) (60.1%) (49.0%)

979 917 880 16 35 62

(25.2%) (25.5%) (25.9%) (25.0%) (22.2%) (21.7%)

1,882 1,765 1,704 21 51 117

(48.5%) (49.1%) (50.1%) (32.8%) (32.3%) (40.9%)

651 619 594 10 20 32

(16.8%) (17.2%) (17.5%) (15.6%) (12.7%) (11.2%)

207 195 183 3 9 12

(5.3%) (5.4%) (5.4%) (4.7%) (5.7%) (4.2%)

155 142 133 3 8 13

(4.0%) (3.9%) (3.9%) (4.7%) (5.1%) (4.5%)

1,162 1,091 1,049 16 22 71

(29.9%) (30.3%) (30.8%) (25.0%) (13.9%) (24.8%)

487 468 451 4 11 19

(12.5%) (13.0%) (13.2%) (6.3%) (7.0%) (6.6%)

40 36 33 0 3 4

(1.0%) (1.0%) (1.0%) (0.0%) (1.9%) (1.4%)

281 253 242 6 5 28

(7.2%) (7.0%) (7.1%) (9.4%) (3.2%) (9.8%)

39 34 32 1 1 5

(1.0%) (0.9%) (0.9%) (1.6%) (0.6%) (1.7%)

367 329 295 16 38 38

(8.6%) (8.4%) (8.0%) (20.0%) (19.4%) (11.7%)

循環器系

障害者手帳の種類（複数回答）

不 明

不 詳

総 数

内分泌・代謝系

精神・神経

視覚・聴覚

筋・骨格系

その他

○概ね6ヶ月以内に身体的又は精神的に具合の悪いところがあった障害者手帳所持者等の病気の状況を見ると、
65歳未満では「精神・神経」の病気と答えた者の割合が49.5％と最も高く、次いで「筋・骨格系」が23.2％、
「循環器系」が21.6％となっている。
65歳以上をみると「循環器系」の病気と答えた者の割合が48.5％と最も高く、次いで「筋・骨格系」が29.9％、
「視覚・聴覚」が25.2％となっている。

第２１表 概ね6ヶ月以内に身体的又は精神的に具合の悪いところがあった障害者手帳所持者数等、病気の種類の状況（複数回答）別

総 数

消化器系

障害者手帳
所持者

歯の病気

総 数

（65歳以上（年齢不詳を含む））

病気で体の具合が悪い者

内分泌・代謝系

その他

障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等を
受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

皮膚の病気

精神・神経

視覚・聴覚

循環器系

消化器系

手帳非所持で、自立支援給付等を
受けている者

免疫・血液の病気

総 数

病気で体の具合が悪い者

歯の病気

皮膚の病気

泌尿器系

筋・骨格系

泌尿器系

免疫・血液の病気



（１１）医療機関の受診状況

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 2,486 2,304 1,414 519 658 182

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

1週間に4回以上 59 56 40 4 17 3

(2.4%) (2.4%) (2.8%) (0.8%) (2.6%) (1.6%)

1週間に1～3回 334 313 237 33 78 21

(13.4%) (13.6%) (16.8%) (6.4%) (11.9%) (11.5%)

2週間に1回程度 468 408 210 63 183 60

(18.8%) (17.7%) (14.9%) (12.1%) (27.8%) (33.0%)

1ヶ月に1回程度 947 871 507 215 261 76

(38.1%) (37.8%) (35.9%) (41.4%) (39.7%) (41.8%)

3ヶ月に1回程度 202 197 131 66 25 5

(8.1%) (8.6%) (9.3%) (12.7%) (3.8%) (2.7%)

6ヶ月に1回程度 73 72 58 14 4 1

(2.9%) (3.1%) (4.1%) (2.7%) (0.6%) (0.5%)

入院中 67 65 37 15 30 2

(2.7%) (2.8%) (2.6%) (2.9%) (4.6%) (1.1%)

医療機関にかかっていない 115 112 80 35 7 3

(4.6%) (4.9%) (5.7%) (6.7%) (1.1%) (1.6%)

不 詳 221 210 114 74 53 11

(8.9%) (9.1%) (8.1%) (14.3%) (8.1%) (6.0%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,248 3,924 3,699 80 196 324

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

1週間に4回以上 146 136 127 5 10 10

(3.4%) (3.5%) (3.4%) (6.3%) (5.1%) (3.1%)

1週間に1～3回 682 641 614 13 28 41

(16.1%) (16.3%) (16.6%) (16.3%) (14.3%) (12.7%)

2週間に1回程度 731 672 636 12 31 59

(17.2%) (17.1%) (17.2%) (15.0%) (15.8%) (18.2%)

1ヶ月に1回程度 1,717 1,569 1,476 31 74 148

(40.4%) (40.0%) (39.9%) (38.8%) (37.8%) (45.7%)

3ヶ月に1回程度 239 224 212 3 14 15

(5.6%) (5.7%) (5.7%) (3.8%) (7.1%) (4.6%)

6ヶ月に1回程度 61 56 54 1 1 5

(1.4%) (1.4%) (1.5%) (1.3%) (0.5%) (1.5%)

入院中 165 152 139 1 13 13

(3.9%) (3.9%) (3.8%) (1.3%) (6.6%) (4.0%)

医療機関にかかっていない 79 72 71 3 2 7

(1.9%) (1.8%) (1.9%) (3.8%) (1.0%) (2.2%)

不 詳 428 402 370 11 23 26

(10.1%) (10.2%) (10.0%) (13.8%) (11.7%) (8.0%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○概ね6ヶ月以内に身体的又は精神的に具合の悪いところがあった障害者手帳所持者等の、
医療機関の受診頻度をみると、６５歳未満、６５歳以上ともに「1ヶ月に1回程度」
かかっている者の割合が最も高い。

第２２表 概ね6ヶ月以内に身体的又は精神的に具合の悪いところがあった障害者手帳所持者数等、
医療機関の受診状況別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（１２）公費負担医療制度の利用状況

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

2,799 2,590 1,513 670 745 209

(66.6%) (65.2%) (62.8%) (58.8%) (87.4%) (90.5%)

227 222 151 61 40 5

(8.1%) (8.6%) (10.0%) (9.1%) (5.4%) (2.4%)

919 725 109 115 603 194

(32.8%) (28.0%) (7.2%) (17.2%) (80.9%) (92.8%)

232 229 211 23 11 3

(8.3%) (8.8%) (13.9%) (3.4%) (1.5%) (1.4%)

38 37 27 23 1 1

(1.4%) (1.4%) (1.8%) (3.4%) (0.1%) (0.5%)

285 263 136 40 122 22

(10.2%) (10.2%) (9.0%) (6.0%) (16.4%) (10.5%)

1,204 1,201 929 377 80 3

(43.0%) (46.4%) (61.4%) (56.3%) (10.7%) (1.4%)

303 295 185 114 37 8

(10.8%) (11.4%) (12.2%) (17.0%) (5.0%) (3.8%)

100 97 71 31 5 3

(2.4%) (2.4%) (2.9%) (2.7%) (0.6%) (1.3%)

925 913 606 294 38 12

(22.0%) (23.0%) (25.2%) (25.8%) (4.5%) (5.2%)

378 371 218 144 64 7

(9.0%) (9.3%) (9.1%) (12.6%) (7.5%) (3.0%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

3,050 2,890 2,728 71 186 160

(49.2%) (50.0%) (50.0%) (56.3%) (61.4%) (38.1%)

250 248 238 17 25 2

(8.2%) (8.6%) (8.7%) (23.9%) (13.4%) (1.3%)

166 105 41 9 74 61

(5.4%) (3.6%) (1.5%) (12.7%) (39.8%) (38.1%)

317 301 293 7 9 16

(10.4%) (10.4%) (10.7%) (9.9%) (4.8%) (10.0%)

- - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

179 167 146 5 24 12

(5.9%) (5.8%) (5.4%) (7.0%) (12.9%) (7.5%)

1,760 1,739 1,686 34 66 21

(57.7%) (60.2%) (61.8%) (47.9%) (35.5%) (13.1%)

623 563 538 7 21 60

(20.4%) (19.5%) (19.7%) (9.9%) (11.3%) (37.5%)

167 148 133 3 15 19

(2.7%) (2.6%) (2.4%) (2.4%) (5.0%) (4.5%)

1,638 1,496 1,446 22 24 142

(26.4%) (25.9%) (26.5%) (17.5%) (7.9%) (33.8%)

1,344 1,245 1,147 30 78 99

(21.7%) (21.5%) (21.0%) (23.8%) (25.7%) (23.6%)

総数

公費負担医療制度を利用している者

利用したいが利用出来ない

利用していない

不詳

自立支援医療（更生・育成）

自立支援医療（精神通院医療）

特定疾患

小児慢性疾患

自治体による障害者医療制度

利用したいが利用出来ない

利用していない

不詳

障害者手帳の種類（複数回答）

障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○何らかの公費負担医療制度を利用している障害者手帳所持者等の割合は、65歳未満が66.6％、65歳以上
が49.2％となっている。また、利用している公費負担医療制度をみると、65歳未満、65歳以上ともに
「生活保護による医療扶助」を受けている者の割合が高い。

（65歳以上（年齢不詳を含む））

第２３表 障害者手帳所持者数等、公費負担医療制度の利用状況（複数回答）別

（65歳未満）

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

小児慢性疾患

自治体による障害者医療制度

生活保護（医療扶助）

その他医療費助成制度

生活保護（医療扶助）

その他医療費助成制度

公費負担医療制度を利用している者

自立支援医療（更生・育成）

自立支援医療（精神通院医療）

特定疾患



（１３）障害の原因

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

病 気 1,819 1,731 1,321 194 373 88

(43.3%) (43.6%) (54.9%) (17.0%) (43.8%) (38.1%)

事故・けが 402 396 345 36 65 6

(9.6%) (10.0%) (14.3%) (3.2%) (7.6%) (2.6%)

災 害 10 10 8 1 2 -

(0.2%) (0.3%) (0.3%) (0.1%) (0.2%) (-)

出生時の損傷 363 361 241 180 38 2

(8.6%) (9.1%) (10.0%) (15.8%) (4.5%) (0.9%)

加 齢 117 109 83 6 24 8

(2.8%) (2.7%) (3.4%) (0.5%) (2.8%) (3.5%)

その他 649 582 248 246 158 67

(15.4%) (14.7%) (10.3%) (21.6%) (18.5%) (29.0%)

わからない 1,030 950 305 457 274 80

(24.5%) (23.9%) (12.7%) (40.1%) (32.2%) (34.6%)

不 詳 217 207 89 105 41 10

(5.2%) (5.2%) (3.7%) (9.2%) (4.8%) (4.3%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

病 気 3,435 3,347 3,226 60 129 174

(55.4%) (57.9%) (59.1%) (47.6%) (42.6%) (41.4%)

事故・けが 824 818 791 12 37 44

(13.3%) (14.2%) (14.5%) (9.5%) (12.2%) (10.5%)

災 害 28 28 24 1 3 1

(0.5%) (0.5%) (0.4%) (0.8%) (1.0%) (0.2%)

出生時の損傷 163 161 153 8 5 2

(2.6%) (2.8%) (2.8%) (6.3%) (1.7%) (0.5%)

加 齢 1,254 1,246 1,183 21 40 225

(20.2%) (21.6%) (21.7%) (16.7%) (13.2%) (53.6%)

その他 376 309 275 14 26 17

(6.1%) (5.3%) (5.0%) (11.1%) (8.6%) (4.0%)

わからない 619 539 481 19 58 45

(10.0%) (9.3%) (8.8%) (15.1%) (19.1%) (10.7%)

不 詳 515 485 420 15 45 30

(8.3%) (8.4%) (7.7%) (11.9%) (14.9%) (7.1%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給
付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○障害の原因についてみると、65歳未満、65歳以上ともに「病気」と答えた者の割合が最も高く、
65歳未満では43.3％、65歳以上では55.4％であった。65歳以上では「加齢」と答えた者の
割合が「病気」に次いで高く20.2％であった。
また、65歳未満の身体障害者手帳所持者についてみると、「病気」と答えた者の割合が最も
高く、54.9％、次いで「事故・けが」と答えた者が26.1％だった。

第２４表 障害者手帳所持者数等、障害の原因（複数回答）別

総数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給
付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（１４）自立支援法に基づく福祉サービスの利用状況等

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

1,271 1,211 571 611 289 60

(30.2%) (30.5%) (23.7%) (53.6%) (33.9%) (26.0%)

934 912 439 473 196 22

(73.5%) (75.3%) (76.9%) (77.4%) (67.8%) (36.7%)

区分１ 124 121 80 38 34 3

(13.3%) (13.3%) (18.2%) (8.0%) (17.3%) (13.6%)

区分２ 209 202 81 92 52 7

(22.4%) (22.1%) (18.5%) (19.5%) (26.5%) (31.8%)

区分３ 159 155 56 83 42 4

(17.0%) (17.0%) (12.8%) (17.5%) (21.4%) (18.2%)

区分４ 90 89 39 58 8 1

(9.6%) (9.8%) (8.9%) (12.3%) (4.1%) (4.5%)

区分５ 67 67 32 52 3 -

(7.2%) (7.3%) (7.3%) (11.0%) (1.5%) (-)

区分６ 94 94 64 68 3 -

(10.1%) (10.3%) (14.6%) (14.4%) (1.5%) (-)

不 詳 191 184 87 82 54 7

(20.4%) (20.2%) (19.8%) (17.3%) (27.6%) (31.8%)

12 8 2 3 4 4

(0.9%) (0.7%) (0.4%) (0.5%) (1.4%) (6.7%)

125 104 50 47 24 21

(9.8%) (8.6%) (8.8%) (7.7%) (8.3%) (35.0%)

21 17 5 7 9 4

(1.7%) (1.4%) (0.9%) (1.1%) (3.1%) (6.7%)

179 170 75 81 56 9

(14.1%) (14.0%) (13.1%) (13.3%) (19.4%) (15.0%)

84 82 38 18 32 2

(2.0%) (2.1%) (1.6%) (1.6%) (3.8%) (0.9%)

2,468 2,309 1,595 400 438 159

(58.7%) (58.1%) (66.2%) (35.1%) (51.4%) (68.8%)

379 369 204 110 93 10

(9.0%) (9.3%) (8.5%) (9.7%) (10.9%) (4.3%)

不 詳

利用したいが、利用できない

利用していない

不 詳

総 数

利用している

障害程度区分認定を受けている

障害程度区分認定非該当

申請をしていない

申請中

○障害者自立支援法による福祉サービスの利用状況をみると、自立支援法による福祉サービスを受けている者の割合は、65歳未満が30.2％、
65歳以上が26.6％となっている。
また、障害者自立支援法による福祉サービスを利用している者のうち、障害程度区分の認定を受けている者の割合は、65歳未満が73.5％、
65歳以上が72.8％となっている。
また、障害者手帳所持者等の内訳別にみると、65歳未満の療育手帳所持者については、半数以上が福祉サービスを利用していることが分かる。

第２５表 障害者手帳所持者数等、自立支援法に基づく福祉サービスの利用状況・障害程度区分の認定状況別

（65歳未満）

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

1,647 1,281 1,195 50 127 366

(26.6%) (22.2%) (21.9%) (39.7%) (41.9%) (87.1%)

1,199 1,008 948 38 88 191

(72.8%) (78.7%) (79.3%) (76.0%) (69.3%) (52.2%)

区分１ 317 266 252 9 16 51

(26.4%) (26.4%) (26.6%) (23.7%) (18.2%) (26.7%)

区分２ 279 227 214 3 31 52

(23.3%) (22.5%) (22.6%) (7.9%) (35.2%) (27.2%)

区分３ 161 140 128 10 11 21

(13.4%) (13.9%) (13.5%) (26.3%) (12.5%) (11.0%)

区分４ 141 128 125 2 3 13

(11.8%) (12.7%) (13.2%) (5.3%) (3.4%) (6.8%)

区分５ 61 52 47 1 1 9

(5.1%) (5.2%) (5.0%) (2.6%) (1.1%) (4.7%)

区分６ 27 26 26 1 2 1

(2.3%) (2.6%) (2.7%) (2.6%) (2.3%) (0.5%)

不詳 213 169 156 12 24 44

(17.8%) (16.8%) (16.5%) (31.6%) (27.3%) (23.0%)

22 11 10 - 1 11

(1.3%) (0.9%) (0.8%) (-) (0.8%) (3.0%)

141 58 52 1 9 83

(8.6%) (4.5%) (4.4%) (2.0%) (7.1%) (22.7%)

28 13 13 - 2 15

(1.7%) (1.0%) (1.1%) (-) (1.6%) (4.1%)

257 191 172 11 27 66

(15.6%) (14.9%) (14.4%) (22.0%) (21.3%) (18.0%)

96 94 89 5 9 2

(1.5%) (1.6%) (1.6%) (4.0%) (3.0%) (0.5%)

3,331 3,288 3,154 46 102 43

(53.7%) (56.9%) (57.8%) (36.5%) (33.7%) (10.2%)

1,125 1,116 1,016 25 65 9

(18.1%) (19.3%) (18.6%) (19.8%) (21.5%) (2.1%)

不 詳

利用したいが、利用できない

利用していない

不詳

総 数

利用している

障害程度区分認定を受けている

障害程度区分認定非該当

申請をしていない

申請中

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等を受
けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

（65歳以上（年齢不詳を含む））



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

2,689 2,568 1,900 297 562 121

(100.0%) (95.5%) (70.7%) (11.0%) (20.9%) (4.5%)

278 268 225 23 49 10

(10.3%) (10.4%) (11.8%) (7.7%) (8.7%) (8.3%)

要支援１ 34 34 28 4 6 -

(12.2%) (12.7%) (12.4%) (17.4%) (12.2%) (-)

要支援２ 31 31 25 2 6 -

(11.2%) (11.6%) (11.1%) (8.7%) (12.2%) (-)

要介護１ 40 39 33 2 5 1

(14.4%) (14.6%) (14.7%) (8.7%) (10.2%) (10.0%)

要介護２ 50 45 40 5 7 5

(18.0%) (16.8%) (17.8%) (21.7%) (14.3%) (50.0%)

要介護３ 33 32 29 2 3 1

(11.9%) (11.9%) (12.9%) (8.7%) (6.1%) (10.0%)

要介護４ 28 28 26 2 6 -

(10.1%) (10.4%) (11.6%) (8.7%) (12.2%) (-)

要介護５ 31 31 28 2 2 -

(11.2%) (11.6%) (12.4%) (8.7%) (4.1%) (-)

不 詳 31 28 16 4 14 3

(11.2%) (10.4%) (7.1%) (17.4%) (28.6%) (30.0%)

32 31 24 3 8 1

(1.2%) (1.2%) (1.3%) (1.0%) (1.4%) (0.8%)

1,758 1,675 1,273 161 330 83

(65.4%) (65.2%) (67.0%) (54.2%) (58.7%) (68.6%)

621 594 378 110 175 27

(23.1%) (23.1%) (19.9%) (37.0%) (31.1%) (22.3%)

不 詳

障害者手帳の種類（複数回答）

総数

利用している

利用したいが、利用できない

利用していない

○介護保険法に基づくサービスの利用状況についてみると、「利用している」者の割合は65歳未満で
10.3％、65歳以上で38.5％となっている

（１５）介護保険法に基づくサービス利用状況

第２６表 障害者手帳所持者数等、介護保険法に基づくサービス利用状況・要介護度の状況別

（40歳以上～65歳未満）

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

2,386 2,071 1,954 46 128 315

(38.5%) (35.8%) (35.8%) (36.5%) (42.2%) (75.0%)

要支援１ 255 228 210 9 22 27

(10.7%) (11.0%) (10.7%) (19.6%) (17.2%) (8.6%)

要支援２ 379 334 321 4 24 45

(15.9%) (16.1%) (16.4%) (8.7%) (18.8%) (14.3%)

要介護１ 339 265 250 6 11 74

(14.2%) (12.8%) (12.8%) (13.0%) (8.6%) (23.5%)

要介護２ 465 404 387 3 21 61

(19.5%) (19.5%) (19.8%) (6.5%) (16.4%) (19.4%)

要介護３ 333 289 270 8 18 44

(14.0%) (14.0%) (13.8%) (17.4%) (14.1%) (14.0%)

要介護４ 274 239 226 7 6 35

(11.5%) (11.5%) (11.6%) (15.2%) (4.7%) (11.1%)

要介護５ 210 192 184 3 10 18

(8.8%) (9.3%) (9.4%) (6.5%) (7.8%) (5.7%)

不 詳 131 120 106 6 16 11

(5.5%) (5.8%) (5.4%) (13.0%) (12.5%) (3.5%)

76 72 66 3 5 4

(1.2%) (1.2%) (1.2%) (2.4%) (1.7%) (1.0%)

2,590 2,525 2,410 52 90 65

(41.8%) (43.7%) (44.2%) (41.3%) (29.7%) (15.5%)

1,147 1,111 1,024 25 80 36

(18.5%) (19.2%) (18.8%) (19.8%) (26.4%) (8.6%)

不 詳

総数

利用している

利用したいが、利用できない

利用していない

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（１６）日常生活の支援状況

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,027 3,802 2,367 1,008 822 225

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 67 65 48 17 14 2

(1.7%) (1.7%) (2.0%) (1.7%) (1.7%) (0.9%)

1週間に3～6日程度 175 171 116 69 26 4

(4.3%) (4.5%) (4.9%) (6.8%) (3.2%) (1.8%)

1週間に1～2日程度 194 187 107 63 51 7

(4.8%) (4.9%) (4.5%) (6.3%) (6.2%) (3.1%)

その他 159 155 117 38 27 4

(3.9%) (4.1%) (4.9%) (3.8%) (3.3%) (1.8%)

利用していない 1,755 1,624 1,064 337 321 131

(43.6%) (42.7%) (45.0%) (33.4%) (39.1%) (58.2%)

不 詳 1,677 1,600 915 484 383 77

(41.6%) (42.1%) (38.7%) (48.0%) (46.6%) (34.2%)

総 数 4,027 3,802 2,367 1,008 822 225

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 1,034 988 505 440 185 46

(25.7%) (26.0%) (21.3%) (43.7%) (22.5%) (20.4%)

1週間に3～6日程度 78 73 50 19 16 5

(1.9%) (1.9%) (2.1%) (1.9%) (1.9%) (2.2%)

1週間に1～2日程度 116 110 73 19 27 6

(2.9%) (2.9%) (3.1%) (1.9%) (3.3%) (2.7%)

その他 90 84 46 19 28 6

(2.2%) (2.2%) (1.9%) (1.9%) (3.4%) (2.7%)

支援を受けていない 1,322 1,223 882 180 236 99

(32.8%) (32.2%) (37.3%) (17.9%) (28.7%) (44.0%)

不 詳 1,387 1,324 811 331 330 63

(34.4%) (34.8%) (34.3%) (32.8%) (40.1%) (28.0%)

総 数 4,027 3,802 2,367 1,008 822 225

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 16 15 6 5 5 1

(0.4%) (0.4%) (0.3%) (0.5%) (0.6%) (0.4%)

1週間に3～6日程度 9 9 6 3 1 0

(0.2%) (0.2%) (0.3%) (0.3%) (0.1%) (0.0%)

1週間に1～2日程度 31 31 21 12 9 0

(0.8%) (0.8%) (0.9%) (1.2%) (1.1%) (0.0%)

その他 33 33 14 17 11 0

(0.8%) (0.9%) (0.6%) (1.7%) (1.3%) (0.0%)

支援を受けていない 1,905 1,769 1,171 402 338 136

(47.3%) (46.5%) (49.5%) (39.9%) (41.1%) (60.4%)

不 詳 2,033 1,945 1,149 569 458 88

(50.5%) (51.2%) (48.5%) (56.4%) (55.7%) (39.1%)

第２７表 障害者手帳所持者数等、日常生活の支援状況・支援の種類別

（65歳未満）

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

家
族
等
の
支
援

○日常生活の支援状況をみると、65歳未満では全体の43.6％が、65歳以上では、全体の22.2％が
「福祉サービスを利用していない」と回答している。

そ
の
他
の
支
援



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,104 5,702 5,387 121 296 402

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 108 97 89 5 6 11

(1.8%) (1.7%) (1.7%) (4.1%) (2.0%) (2.7%)

1週間に3～6日程度 480 402 373 16 21 78

(7.9%) (7.1%) (6.9%) (13.2%) (7.1%) (19.4%)

1週間に1～2日程度 666 563 531 7 47 103

(10.9%) (9.9%) (9.9%) (5.8%) (15.9%) (25.6%)

その他 1,158 1,035 980 22 60 123

(19.0%) (18.2%) (18.2%) (18.2%) (20.3%) (30.6%)

利用していない 1,357 1,324 1,286 16 43 33

(22.2%) (23.2%) (23.9%) (13.2%) (14.5%) (8.2%)

不 詳 2,335 2,281 2,128 55 119 54

(38.3%) (40.0%) (39.5%) (45.5%) (40.2%) (13.4%)

総 数 6,104 5,702 5,387 121 296 402

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 1,465 1,333 1,267 26 50 132

(24.0%) (23.4%) (23.5%) (21.5%) (16.9%) (32.8%)

1週間に3～6日程度 118 110 106 1 5 8

(1.9%) (1.9%) (2.0%) (0.8%) (1.7%) (2.0%)

1週間に1～2日程度 205 190 181 4 10 15

(3.4%) (3.3%) (3.4%) (3.3%) (3.4%) (3.7%)

その他 126 118 113 2 4 8

(2.1%) (2.1%) (2.1%) (1.7%) (1.4%) (2.0%)

支援を受けていない 1,289 1,238 1,201 15 43 51

(21.1%) (21.7%) (22.3%) (12.4%) (14.5%) (12.7%)

不 詳 2,901 2,713 2,519 73 184 188

(47.5%) (47.6%) (46.8%) (60.3%) (62.2%) (46.8%)

総 数 6,104 5,702 5,387 121 296 402

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 33 30 28 1 3 3

(0.5%) (0.5%) (0.5%) (0.8%) (1.0%) (0.7%)

1週間に3～6日程度 23 22 22 0 1 1

(0.4%) (0.4%) (0.4%) (0.0%) (0.3%) (0.2%)

1週間に1～2日程度 64 50 43 1 8 14

(1.0%) (0.9%) (0.8%) (0.8%) (2.7%) (3.5%)

その他 30 27 26 0 1 3

(0.5%) (0.5%) (0.5%) (0.0%) (0.3%) (0.7%)

支援を受けていない 1,935 1,823 1,761 32 63 112

(31.7%) (32.0%) (32.7%) (26.4%) (21.3%) (27.9%)

不 詳 4,019 3,750 3,507 87 220 269

(65.8%) (65.8%) (65.1%) (71.9%) (74.3%) (66.9%)

総 数

（65歳以上（年齢不詳を含む））

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

家
族
等
の
支
援

そ
の
他
の
支
援

障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（１７）福祉サービスの平均利用時間

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 595 578 388 187 118 17

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

5時間以内 243 235 135 89 59 8

(40.8%) (40.7%) (34.8%) (47.6%) (50.0%) (47.1%)

6～10時間 103 99 66 40 22 4

(17.3%) (17.1%) (17.0%) (21.4%) (18.6%) (23.5%)

11～15時間 38 38 29 13 3 0

(6.4%) (6.6%) (7.5%) (7.0%) (2.5%) (0.0%)

16～20時間 21 21 13 8 2 0

(3.5%) (3.6%) (3.4%) (4.3%) (1.7%) (0.0%)

21時間以上 40 38 26 16 3 2

(6.7%) (6.6%) (6.7%) (8.6%) (2.5%) (11.8%)

不 詳 150 147 119 21 29 3

(25.2%) (25.4%) (30.7%) (11.2%) (24.6%) (17.6%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 2,412 2,097 1,973 50 134 315

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

5時間以内 555 488 454 15 36 67

(23.0%) (23.3%) (23.0%) (30.0%) (26.9%) (21.3%)

6～10時間 266 222 212 5 14 44

(11.0%) (10.6%) (10.7%) (10.0%) (10.4%) (14.0%)

11～15時間 122 102 98 1 8 20

(5.1%) (4.9%) (5.0%) (2.0%) (6.0%) (6.3%)

16～20時間 81 69 64 1 5 12

(3.4%) (3.3%) (3.2%) (2.0%) (3.7%) (3.8%)

21時間以上 166 131 120 4 4 35

(6.9%) (6.2%) (6.1%) (8.0%) (3.0%) (11.1%)

不 詳 1,222 1,085 1,025 24 67 137

(50.7%) (51.7%) (52.0%) (48.0%) (50.0%) (43.5%)

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○１週間当たりの福祉サービスの平均利用時間をみると、65歳未満、65歳未満のいずれについても
「不詳」を除くと「５時間以内」と答えた者の割合が最も高かった。

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

第２８表 障害者手帳所持者数等、1週間当たりの福祉サービスの平均利用時間別

（65歳以上（年齢不詳を含む））



（１８）福祉サービスの利用希望

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 142 138 90 60 29 4

(3.4%) (3.5%) (3.7%) (5.3%) (3.4%) (1.7%)

1週間に3～6日程度 180 176 126 55 38 4

(4.3%) (4.4%) (5.2%) (4.8%) (4.5%) (1.7%)

1週間に1～2日程度 223 219 122 78 60 4

(5.3%) (5.5%) (5.1%) (6.8%) (7.0%) (1.7%)

わからない 823 778 395 280 201 45

(19.6%) (19.6%) (16.4%) (24.6%) (23.6%) (19.5%)

利用したくない 1,461 1,349 906 273 248 112

(34.8%) (34.0%) (37.6%) (24.0%) (29.1%) (48.5%)

不 詳 1,373 1,311 769 393 276 62

(32.7%) (33.0%) (31.9%) (34.5%) (32.4%) (26.8%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 213 184 170 5 13 29

(3.4%) (3.2%) (3.1%) (4.0%) (4.3%) (6.9%)

1週間に3～6日程度 367 324 304 12 16 43

(5.9%) (5.6%) (5.6%) (9.5%) (5.3%) (10.2%)

1週間に1～2日程度 575 493 465 8 39 82

(9.3%) (8.5%) (8.5%) (6.3%) (12.9%) (19.5%)

わからない 953 880 835 25 50 73

(15.4%) (15.2%) (15.3%) (19.8%) (16.5%) (17.4%)

利用したくない 1,605 1,535 1,478 19 55 70

(25.9%) (26.6%) (27.1%) (15.1%) (18.2%) (16.7%)

不 詳 2,486 2,363 2,202 57 130 123

(40.1%) (40.9%) (40.4%) (45.2%) (42.9%) (29.3%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

障害者手帳の種類（複数回答）

○日常生活上の支援として福祉サービスをどの程度利用したいかをみると、回答不詳を除くと
「利用したくない」と答えた者の割合が、65歳未満では34.8％、65歳以上では25.9％と最も
高かった。

第２９表 障害者手帳所持者数等、日常生活上の支援として福祉サービスをどの程度利用したいか別

総数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

障害者手帳の種類（複数回答）



（１９）福祉サービスの利用希望時間

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 1,368 1,311 733 473 328 57

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

5時間以内 414 397 224 124 109 17

(30.3%) (30.3%) (30.6%) (26.2%) (33.2%) (29.8%)

6～10時間 154 150 91 61 40 4

(11.3%) (11.4%) (12.4%) (12.9%) (12.2%) (7.0%)

11～15時間 64 63 47 25 9 1

(4.7%) (4.8%) (6.4%) (5.3%) (2.7%) (1.8%)

16～20時間 36 35 21 14 6 1

(2.6%) (2.7%) (2.9%) (3.0%) (1.8%) (1.8%)

21時間以上 56 54 35 28 4 2

(4.1%) (4.1%) (4.8%) (5.9%) (1.2%) (3.5%)

不 詳 644 612 315 221 160 32

(47.1%) (46.7%) (43.0%) (46.7%) (48.8%) (56.1%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 2,108 1,881 1,774 50 118 227

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

5時間以内 791 691 659 14 42 100

(37.5%) (36.7%) (37.1%) (28.0%) (35.6%) (44.1%)

6～10時間 235 210 198 4 13 25

(11.1%) (11.2%) (11.2%) (8.0%) (11.0%) (11.0%)

11～15時間 116 100 93 4 5 16

(5.5%) (5.3%) (5.2%) (8.0%) (4.2%) (7.0%)

16～20時間 71 69 63 7 2 2

(3.4%) (3.7%) (3.6%) (14.0%) (1.7%) (0.9%)

21時間以上 90 72 67 2 2 18

(4.3%) (3.8%) (3.8%) (4.0%) (1.7%) (7.9%)

不 詳 805 739 694 19 54 66

(38.2%) (39.3%) (39.1%) (38.0%) (45.8%) (29.1%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

障害者手帳の種類（複数回答）

○日常生活上の支援として福祉サービスを1週間当たり平均何時間程度利用したいかに
ついてみると、「5時間以内」と答えた者の割合が65歳未満では30.3％、65歳以上では
37.5％と最も高い。

第３０表 福祉サービスを利用したい障害者手帳所持者数等、
1週間当たりの福祉サービスの利用希望時間別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

障害者手帳の種類（複数回答）



（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者
保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

正職員 390 372 321 41 23 18

(9.3%) (9.4%) (13.3%) (3.6%) (2.7%) (7.8%)

正職員以外 438 411 249 100 82 27

(10.4%) (10.4%) (10.3%) (8.8%) (9.6%) (11.7%)

自営業 203 194 167 9 28 9

(4.8%) (4.9%) (6.9%) (0.8%) (3.3%) (3.9%)

障害者通所サービスを利用 670 653 189 449 167 17

(15.9%) (16.4%) (7.8%) (39.4%) (19.6%) (7.4%)

介護保険の通所サービス 101 95 85 8 12 6

(2.4%) (2.4%) (3.5%) (0.7%) (1.4%) (2.6%)

病院等のデイケア 128 115 43 11 82 13

(3.0%) (2.9%) (1.8%) (1.0%) (9.6%) (5.6%)

リハビリテーション 192 190 169 34 16 2

(4.6%) (4.8%) (7.0%) (3.0%) (1.9%) (0.9%)

学校に通っている 370 347 116 263 27 23

(8.8%) (8.7%) (4.8%) (23.1%) (3.2%) (10.0%)

保育園・幼稚園 43 36 20 18 2 7

(1.0%) (0.9%) (0.8%) (1.6%) (0.2%) (3.0%)

障害児通院施設 38 36 17 27 - 2

(0.9%) (0.9%) (0.7%) (2.4%) (-) (0.9%)

社会活動 64 63 53 3 16 1

(1.5%) (1.6%) (2.2%) (0.3%) (1.9%) (0.4%)

家事・育児・介護 345 314 235 18 74 31

(8.2%) (7.9%) (9.8%) (1.6%) (8.7%) (13.4%)

家庭内で過ごしている 1,686 1,575 1,034 238 442 111

(40.1%) (39.7%) (42.9%) (20.9%) (51.9%) (48.1%)

その他 259 243 149 47 66 16

(6.2%) (6.1%) (6.2%) (4.1%) (7.7%) (6.9%)

不 詳 297 288 171 89 74 9

(7.1%) (7.3%) (7.1%) (7.8%) (8.7%) (3.9%)

（２０）日中の過ごし方の状況

第３１表 障害者手帳所持者数等、日中の過ごし方の状況（複数回答）別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等を受け
ている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○日中の過ごし方の状況をみると、65歳未満、65歳以上ともに「家庭内で過ごしている」と答えた者の割合が最も
高かった。



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者
保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

正職員 44 42 41 1 2 2

(0.7%) (0.7%) (0.8%) (0.8%) (0.7%) (0.5%)

正職員以外 86 84 80 1 3 2

(1.4%) (1.5%) (1.5%) (0.8%) (1.0%) (0.5%)

自営業 367 356 348 4 13 11

(5.9%) (6.2%) (6.4%) (3.2%) (4.3%) (2.6%)

障害者通所サービスを利用 159 144 126 17 24 15

(2.6%) (2.5%) (2.3%) (13.5%) (7.9%) (3.6%)

介護保険の通所サービス 984 829 786 18 41 155

(15.9%) (14.3%) (14.4%) (14.3%) (13.5%) (36.9%)

病院等のデイケア 265 223 208 4 27 42

(4.3%) (3.9%) (3.8%) (3.2%) (8.9%) (10.0%)

リハビリテーション 557 510 495 4 31 47

(9.0%) (8.8%) (9.1%) (3.2%) (10.2%) (11.2%)

学校に通っている 6 5 5 - - 1

(0.1%) (0.1%) (0.1%) (-) (-) (0.2%)

保育園・幼稚園 1 - - - - 1

(0.0%) (-) (-) (-) (-) (0.2%)

障害児通院施設 1 1 1 - - -

(0.0%) (0.0%) (0.0%) (-) (-) (-)

社会活動 146 144 136 1 5 2

(2.4%) (2.5%) (2.5%) (0.8%) (1.7%) (0.5%)

家事・育児・介護 303 289 282 4 4 14

(4.9%) (5.0%) (5.2%) (3.2%) (1.3%) (3.3%)

家庭内で過ごしている 3,758 3,500 3,343 63 144 258

(60.6%) (60.6%) (61.3%) (50.0%) (47.5%) (61.4%)

その他 472 455 431 6 19 17

(7.6%) (7.9%) (7.9%) (4.8%) (6.3%) (4.0%)

不 詳 855 818 738 26 64 37

(13.8%) (14.2%) (13.5%) (20.6%) (21.1%) (8.8%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等を受け
ている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 1,034 935 506 208 335 99
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

正職員 336 300 144 65 111 36

(32.5%) (32.1%) (28.5%) (31.3%) (33.1%) (36.4%)

正職員以外 332 303 149 54 123 29

(32.1%) (32.4%) (29.4%) (26.0%) (36.7%) (29.3%)

自営業 61 54 30 8 24 7

(5.9%) (5.8%) (5.9%) (3.8%) (7.2%) (7.1%)

障害者通所サービスを利用 144 134 54 42 68 10

(13.9%) (14.3%) (10.7%) (20.2%) (20.3%) (10.1%)

介護保険の通所サービス 21 20 14 4 7 1

(2.0%) (2.1%) (2.8%) (1.9%) (2.1%) (1.0%)

病院等のデイケア 46 44 22 5 29 2

(4.4%) (4.7%) (4.3%) (2.4%) (8.7%) (2.0%)

リハビリテーション 90 87 75 11 14 3

(8.7%) (9.3%) (14.8%) (5.3%) (4.2%) (3.0%)

学校に通っている 40 39 18 9 19 1

(3.9%) (4.2%) (3.6%) (4.3%) (5.7%) (1.0%)

保育園・幼稚園 15 14 6 9 - 1

(1.5%) (1.5%) (1.2%) (4.3%) (-) (1.0%)

障害児通院施設 21 20 7 11 4 1

(2.0%) (2.1%) (1.4%) (5.3%) (1.2%) (1.0%)

社会活動 70 64 35 7 27 6

(6.8%) (6.8%) (6.9%) (3.4%) (8.1%) (6.1%)

家事・育児・介護 66 60 29 7 32 6

(6.4%) (6.4%) (5.7%) (3.4%) (9.6%) (6.1%)

家庭内で過ごしたい 126 115 66 20 48 11

(12.2%) (12.3%) (13.0%) (9.6%) (14.3%) (11.1%)

その他 126 121 72 25 39 5

(12.2%) (12.9%) (14.2%) (12.0%) (11.6%) (5.1%)

不 詳 45 20 9 5 8 25

(4.4%) (2.1%) (1.8%) (2.4%) (2.4%) (25.3%)

（２１）今後の日中の過ごし方の希望（今までと違う日中の過ごし方をしたい者）

第３２表 障害者手帳所持者数等（今までと違う日中の過ごし方をしたい者）、今後の日中の過ごし方の希望（複数回答）別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○今までと違う日中の過ごし方をしたい者の今後の日中の過ごし方の希望についてみると、65歳未満では、「正社員として働きたい」と
回答した者の割合が32.5％と最も高く、65歳以上では、「家庭内で過ごしたい」と回答した者の割合が32.0％と最も高い。



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 685 617 583 18 47 68
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

正職員 19 17 17 - 2 2

(2.8%) (2.8%) (2.9%) (-) (4.3%) (2.9%)

正職員以外 45 42 37 1 2 3

(6.6%) (6.8%) (6.3%) (5.6%) (4.3%) (4.4%)

自営業 52 49 47 2 5 3

(7.6%) (7.9%) (8.1%) (11.1%) (10.6%) (4.4%)

障害者通所サービスを利用 53 51 47 3 8 2

(7.7%) (8.3%) (8.1%) (16.7%) (17.0%) (2.9%)

介護保険の通所サービス 90 71 67 4 6 19

(13.1%) (11.5%) (11.5%) (22.2%) (12.8%) (27.9%)

病院等のデイケア 63 54 53 2 4 9

(9.2%) (8.8%) (9.1%) (11.1%) (8.5%) (13.2%)

リハビリテーション 161 147 142 4 16 14

(23.5%) (23.8%) (24.4%) (22.2%) (34.0%) (20.6%)

学校に通っている 3 3 2 - 1 -

(0.4%) (0.5%) (0.3%) (-) (2.1%) (-)

保育園・幼稚園 - - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

障害児通院施設 1 1 1 - - -

(0.1%) (0.2%) (0.2%) (-) (-) (-)

社会活動 45 41 41 1 2 4

(6.6%) (6.6%) (7.0%) (5.6%) (4.3%) (5.9%)

家事・育児・介護 37 33 32 1 7 4

(5.4%) (5.3%) (5.5%) (5.6%) (14.9%) (5.9%)

家庭内で過ごしたい 219 198 190 4 10 21

(32.0%) (32.1%) (32.6%) (22.2%) (21.3%) (30.9%)

その他 120 110 102 5 6 10

(17.5%) (17.8%) (17.5%) (27.8%) (12.8%) (14.7%)

不 詳 20 17 16 - 1 3

(2.9%) (2.8%) (2.7%) (-) (2.1%) (4.4%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 1,308 1,247 774 370 194 61

(31.1%) (31.4%) (32.1%) (32.5%) (22.8%) (26.4%)

1週間に3～6日 1,230 1,145 721 288 245 85

(29.3%) (28.8%) (29.9%) (25.3%) (28.8%) (36.8%)

1週間に1～2日程度 699 662 375 172 183 37

(16.6%) (16.7%) (15.6%) (15.1%) (21.5%) (16.0%)

2週間に1～2日程度 198 179 96 52 54 19

(4.7%) (4.5%) (4.0%) (4.6%) (6.3%) (8.2%)

1ヶ月に1～2日程度 297 284 170 107 63 13

(7.1%) (7.2%) (7.1%) (9.4%) (7.4%) (5.6%)

その他 154 146 88 45 40 8

(3.7%) (3.7%) (3.7%) (4.0%) (4.7%) (3.5%)

外出していない 100 97 64 22 28 3

(2.4%) (2.4%) (2.7%) (1.9%) (3.3%) (1.3%)

不 詳 216 211 120 83 45 5

(5.1%) (5.3%) (5.0%) (7.3%) (5.3%) (2.2%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

毎 日 808 774 731 16 46 34

(13.0%) (13.4%) (13.4%) (12.7%) (15.2%) (8.1%)

1週間に3～6日 1,457 1,366 1,307 21 45 91

(23.5%) (23.6%) (24.0%) (16.7%) (14.9%) (21.7%)

1週間に1～2日程度 1,348 1,248 1,189 20 53 100

(21.7%) (21.6%) (21.8%) (15.9%) (17.5%) (23.8%)

2週間に1～2日程度 378 356 334 10 22 22

(6.1%) (6.2%) (6.1%) (7.9%) (7.3%) (5.2%)

1ヶ月に1～2日程度 791 730 693 23 33 61

(12.8%) (12.6%) (12.7%) (18.3%) (10.9%) (14.5%)

その他 318 294 277 8 14 24

(5.1%) (5.1%) (5.1%) (6.3%) (4.6%) (5.7%)

外出していない 509 453 418 11 46 56

(8.2%) (7.8%) (7.7%) (8.7%) (15.2%) (13.3%)

不 詳 590 558 505 17 44 32

(9.5%) (9.7%) (9.3%) (13.5%) (14.5%) (7.6%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給
付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

（２２）外出の状況

第３３表 障害者手帳所持者数等、1年間の外出状況別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給
付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○概ね1年（平成22年11月30日～平成23年11月30日）の外出状況をみると、65歳未満では、「毎日」の
割合が最も高く、31.1%となっており、65歳以上では、「1週間に3～6日」の割合が最も高く、23.5％
となっている。



（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

2,201 2,093 1,094 855 461 108

(52.4%) (52.7%) (45.4%) (75.1%) (54.1%) (46.8%)

いつも必要 1,008 982 568 504 116 26

(45.8%) (46.9%) (51.9%) (58.9%) (25.2%) (24.1%)

慣れた場所は必要ないが、それ以外は必要 627 597 228 280 155 30

(28.5%) (28.5%) (20.8%) (32.7%) (33.6%) (27.8%)

普段は必要ないが、調子が悪い時は必要 403 363 212 33 145 40

(18.3%) (17.3%) (19.4%) (3.9%) (31.5%) (37.0%)

その他 163 151 86 38 45 12

(7.4%) (7.2%) (7.9%) (4.4%) (9.8%) (11.1%)

1,763 1,648 1,181 211 328 115

(42.0%) (41.5%) (49.0%) (18.5%) (38.5%) (49.8%)

238 230 133 73 63 8

(5.7%) (5.8%) (5.5%) (6.4%) (7.4%) (3.5%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

3,548 3,218 3,050 69 162 330

(57.2%) (55.7%) (55.9%) (54.8%) (53.5%) (78.6%)

いつも必要 2,070 1,842 1,747 40 87 228

(58.3%) (57.2%) (57.3%) (58.0%) (53.7%) (69.1%)

慣れた場所は必要ないが、それ以外は必要 752 689 647 17 42 63

(21.2%) (21.4%) (21.2%) (24.6%) (25.9%) (19.1%)

普段は必要ないが、調子が悪い時は必要 499 471 453 7 23 28

(14.1%) (14.6%) (14.9%) (10.1%) (14.2%) (8.5%)

その他 227 216 203 5 10 11

(6.4%) (6.7%) (6.7%) (7.2%) (6.2%) (3.3%)

1,985 1,926 1,839 35 80 59

(32.0%) (33.3%) (33.7%) (27.8%) (26.4%) (14.0%)

666 635 565 22 61 31

(10.7%) (11.0%) (10.4%) (17.5%) (20.1%) (7.4%)

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立
支援給付等を受けて

いる者

障害者手帳の種類（複数回答）

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立
支援給付等を受けて

いる者

障害者手帳の種類（複数回答）

いつも一人で外出できる

不 詳

不 詳

（65歳以上（年齢不詳を含む））

○外出時の支援の必要性についてみると、外出時に支援が必要な者は65歳未満が52.4％、65歳以上では57.2％
となっている。また、外出時に支援が必要な者のうち「いつも必要」な者は、65歳未満が45.8％、
65歳以上が33.4％となっている。
また、「いつも一人で外出できる」者の割合は、65歳未満が42.0％、65歳以上が32.0％となっている。

（２３）外出時の支援の必要性

外出時に支援が必要な者

外出時に支援が必要な者

いつも一人で外出できる

第３４表 障害者手帳所持者数等、外出時の支援の必要性別



（２４）一人で外出できない場合の外出方法

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 2,201 2,093 1,094 855 461 108
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

福祉サービスを利用 325 324 165 223 32 1

(14.8%) (15.5%) (15.0%) (26.1%) (6.9%) (0.9%)

福祉タクシー等の移送サービスを利用 150 149 107 35 23 1

(6.8%) (7.1%) (9.8%) (4.1%) (5.0%) (0.9%)

家族の付き添い 1,668 1,586 850 671 304 82

(75.8%) (75.8%) (77.7%) (78.5%) (65.9%) (75.9%)

友人・知人、ボランティアの付き添い 205 198 114 62 53 7

(9.3%) (9.5%) (10.4%) (7.3%) (11.5%) (6.5%)

その他 193 171 80 46 60 22

(8.8%) (8.2%) (7.3%) (5.4%) (13.0%) (20.4%)

不 詳 146 139 58 55 45 7

(6.6%) (6.6%) (5.3%) (6.4%) (9.8%) (6.5%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 3,548 3,218 3,050 69 162 330
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

福祉サービスを利用 480 416 397 14 22 64

(13.5%) (12.9%) (13.0%) (20.3%) (13.6%) (19.4%)

福祉タクシー等の移送サービスを利用 428 397 387 3 16 31

(12.1%) (12.3%) (12.7%) (4.3%) (9.9%) (9.4%)

家族の付き添い 2,562 2,326 2,232 38 98 236

(72.2%) (72.3%) (73.2%) (55.1%) (60.5%) (71.5%)

友人・知人、ボランティアの付き添い 195 178 168 4 9 17

(5.5%) (5.5%) (5.5%) (5.8%) (5.6%) (5.2%)

その他 286 262 241 6 14 24

(8.1%) (8.1%) (7.9%) (8.7%) (8.6%) (7.3%)

不 詳 270 249 220 10 26 21

(7.6%) (7.7%) (7.2%) (14.5%) (16.0%) (6.4%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

○外出時に支援が必要な者の外出方法をみると、65歳未満、65歳以上ともに「家族の付き添い」と答えた者の割合が最も
高い。また、65歳未満の療育手帳所持者では、「福祉サービスを利用」している者の割合が26.1％と「家族の付き添

い」
（78.5％）に次いで高かった。

第３５表 外出時に支援が必要な障害者手帳所持者数等、一人で外出できない場合にどのように外出しているか（複数回答）別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（２５）外出する際にどの程度福祉サービスを利用したいか

（65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

901 877 460 435 170 24

(21.4%) (22.1%) (19.1%) (38.2%) (20.0%) (10.4%)

95 94 43 46 20 1

(10.5%) (10.7%) (9.3%) (10.6%) (11.8%) (4.2%)

205 201 113 99 36 4

(22.8%) (22.9%) (24.6%) (22.8%) (21.2%) (16.7%)

253 244 123 127 49 9

(28.1%) (27.8%) (26.7%) (29.2%) (28.8%) (37.5%)

59 58 29 30 13 1

(6.5%) (6.6%) (6.3%) (6.9%) (7.6%) (4.2%)

177 171 84 100 27 6

(19.6%) (19.5%) (18.3%) (23.0%) (15.9%) (25.0%)

112 109 68 33 25 3

(12.4%) (12.4%) (14.8%) (7.6%) (14.7%) (12.5%)

1,505 1,378 940 247 271 127

(35.8%) (34.7%) (39.0%) (21.7%) (31.8%) (55.0%)

738 700 363 230 177 38

(17.6%) (17.6%) (15.1%) (20.2%) (20.8%) (16.5%)

1,058 1,016 645 227 234 42

(25.2%) (25.6%) (26.8%) (19.9%) (27.5%) (18.2%)

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

1,407 1,263 1,195 37 82 144

(22.7%) (21.9%) (21.9%) (29.4%) (27.1%) (34.3%)

65 57 53 4 8 8

(4.6%) (4.5%) (4.4%) (10.8%) (9.8%) (5.6%)

299 268 252 8 20 31

(21.3%) (21.2%) (21.1%) (21.6%) (24.4%) (21.5%)

456 397 378 9 27 59

(32.4%) (31.4%) (31.6%) (24.3%) (32.9%) (41.0%)

112 103 93 5 5 9

(8.0%) (8.2%) (7.8%) (13.5%) (6.1%) (6.3%)

273 248 236 5 12 25

(19.4%) (19.6%) (19.7%) (13.5%) (14.6%) (17.4%)

202 190 183 6 10 12

(14.4%) (15.0%) (15.3%) (16.2%) (12.2%) (8.3%)

1,725 1,639 1,575 28 60 86

(27.8%) (28.4%) (28.9%) (22.2%) (19.8%) (20.5%)

1,010 925 872 15 43 85

(16.3%) (16.0%) (16.0%) (11.9%) (14.2%) (20.2%)

2,057 1,952 1,812 46 118 105

(33.2%) (33.8%) (33.2%) (36.5%) (38.9%) (25.0%)

不 詳

総 数

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

利用したい

○外出する際の支援としてどの程度福祉サービスを利用したいかをみると、「利用を希望している」者の割合が、
65歳未満では21.4％、65歳以上では22.7％となっている。また、「利用を希望していない」者の割合は、
65歳未満では35.8％、65歳以上が27.8％となっている。

第３６表 障害者手帳所持者数等、外出する際の支援としてどの程度福祉サービスを利用したいか別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

1週間に1～2日程度

2週間に1～2日程度

毎 日

1週間に3～6日程度

1週間に1～2日程度

2週間に1～2日程度

1ヶ月に1～2日程度

その他

利用を希望していない

分からない

1ヶ月に1～2日程度

その他

利用を希望していない

分からない

不 詳

総 数

利用したい

毎 日

1週間に3～6日程度



（18歳以上～65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 3,764 3,566 2,260 830 831 198

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

0円以上～1万円未満 308 268 167 43 84 40

(8.2%) (7.5%) (7.4%) (5.2%) (10.1%) (20.2%)

1万円以上～3万円未満 144 139 59 64 39 5

(3.8%) (3.9%) (2.6%) (7.7%) (4.7%) (2.5%)

3万円以上～6万円未満 170 156 95 26 45 14

(4.5%) (4.4%) (4.2%) (3.1%) (5.4%) (7.1%)

6万円以上～9万円未満 916 886 414 317 270 30

(24.3%) (24.8%) (18.3%) (38.2%) (32.5%) (15.2%)

9万円以上～12万円未満 423 406 244 124 95 17

(11.2%) (11.4%) (10.8%) (14.9%) (11.4%) (8.6%)

12万円以上～15万円未満 251 240 163 38 66 11

(6.7%) (6.7%) (7.2%) (4.6%) (7.9%) (5.6%)

15万円以上～18万円未満 225 216 154 38 34 9

(6.0%) (6.1%) (6.8%) (4.6%) (4.1%) (4.5%)

18万円以上～21万円未満 214 205 169 19 28 9

(5.7%) (5.7%) (7.5%) (2.3%) (3.4%) (4.5%)

21万円以上～24万円未満 52 47 42 4 3 5

(1.4%) (1.3%) (1.9%) (0.5%) (0.4%) (2.5%)

24万円以上～27万円未満 62 61 55 4 4 1

(1.6%) (1.7%) (2.4%) (0.5%) (0.5%) (0.5%)

27万円以上～30万円未満 39 36 35 0 1 3

(1.0%) (1.0%) (1.5%) (0.0%) (0.1%) (1.5%)

30万円以上～50万円未満 171 159 144 5 13 12

(4.5%) (4.5%) (6.4%) (0.6%) (1.6%) (6.1%)

50万円以上～99万円未満 51 49 47 1 1 2

(1.4%) (1.4%) (2.1%) (0.1%) (0.1%) (1.0%)

99万円以上 1 1 0 1 0 0

(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.0%)

不 詳 737 697 472 146 148 40

(19.6%) (19.5%) (20.9%) (17.6%) (17.8%) (20.2%)

○一ヶ月当たりの平均収入をみると、「6万円以上9万円未満」の割合が65歳未満は24.3％、65歳以上では、
15.9％と最も高い。
障害者手帳所持者等の内訳別でみると、手帳非所持で自立支援給付等を受けている者では、65歳未満は
「0万円以上1万円未満」の割合が最も高く20.2％となっている。65歳以上では「3万円以上6万円未満」
の割合が最も高く15.7％となっている。

（２６）一月当たりの平均収入

第３７表 障害者手帳所持者数等、一月当たりの平均収入別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

0円以上～1万円未満 90 84 79 3 5 6

(1.5%) (1.5%) (1.4%) (2.4%) (1.7%) (1.4%)

1万円以上～3万円未満 126 110 103 1 7 16

(2.0%) (1.9%) (1.9%) (0.8%) (2.3%) (3.8%)

3万円以上～6万円未満 676 610 587 10 16 66

(10.9%) (10.6%) (10.8%) (7.9%) (5.3%) (15.7%)

6万円以上～9万円未満 985 940 887 31 52 45

(15.9%) (16.3%) (16.3%) (24.6%) (17.2%) (10.7%)

9万円以上～12万円未満 624 580 554 10 27 44

(10.1%) (10.0%) (10.2%) (7.9%) (8.9%) (10.5%)

12万円以上～15万円未満 449 419 401 4 27 30

(7.2%) (7.3%) (7.4%) (3.2%) (8.9%) (7.1%)

15万円以上～18万円未満 546 506 487 8 19 40

(8.8%) (8.8%) (8.9%) (6.3%) (6.3%) (9.5%)

18万円以上～21万円未満 581 549 519 13 17 32

(9.4%) (9.5%) (9.5%) (10.3%) (5.6%) (7.6%)

21万円以上～24万円未満 188 176 171 2 7 12

(3.0%) (3.0%) (3.1%) (1.6%) (2.3%) (2.9%)

24万円以上～27万円未満 196 181 174 1 10 15

(3.2%) (3.1%) (3.2%) (0.8%) (3.3%) (3.6%)

27万円以上～30万円未満 69 63 62 1 0 6

(1.1%) (1.1%) (1.1%) (0.8%) (0.0%) (1.4%)

30万円以上～50万円未満 180 166 163 2 5 14

(2.9%) (2.9%) (3.0%) (1.6%) (1.7%) (3.3%)

50万円以上～99万円未満 41 40 38 1 0 1

(0.7%) (0.7%) (0.7%) (0.8%) (0.0%) (0.2%)

99万円以上 0 0 0 0 0 0

(0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

不 詳 1,448 1,355 1,229 39 111 93

(23.4%) (23.4%) (22.5%) (31.0%) (36.6%) (22.1%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（２７）住民税、所得税及び生活保護の状況

（18歳以上～65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総数 3,764 3,566 2,260 830 831 198

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

課税無し 1,930 1,834 1,006 569 480 96

(51.3%) (51.4%) (44.5%) (68.6%) (57.8%) (48.5%)

課税あり 937 874 744 66 96 63

(24.9%) (24.5%) (32.9%) (8.0%) (11.6%) (31.8%)

不詳 897 858 510 195 255 39

(23.8%) (24.1%) (22.6%) (23.5%) (30.7%) (19.7%)

総数 3,764 3,566 2,260 830 831 198

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

課税無し 1,968 1,869 1,039 567 488 99

(52.3%) (52.4%) (46.0%) (68.3%) (58.7%) (50.0%)

課税あり 872 810 685 63 84 62

(23.2%) (22.7%) (30.3%) (7.6%) (10.1%) (31.3%)

不詳 924 887 536 200 259 37

(24.5%) (24.9%) (23.7%) (24.1%) (31.2%) (18.7%)

総数 3,764 3,566 2,260 830 831 198

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

受給していない 2,545 2,404 1,531 589 500 141

(67.6%) (67.4%) (67.7%) (71.0%) (60.2%) (71.2%)

受給している 326 299 153 41 149 27

(8.7%) (8.4%) (6.8%) (4.9%) (17.9%) (13.6%)

不詳 893 863 576 200 182 30

(23.7%) (24.2%) (25.5%) (24.1%) (21.9%) (15.2%)

住
民
税

所
得
税

生
活
保
護

○税金の課税状況をみると、65歳未満では全体の51.3％が住民税非課税、52.3％が所得税非課税である。
65歳以上では、全体の40.7％が住民税非課税、43.7％が所得税非課税である。
また、生活保護の受給状況をみると、65歳未満では全体の8.7％、65歳以上では3.3％が受給している。

第３８表 障害者手帳所持者数等、住民税、所得税及び生活保護の状況別

総数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

課税無し 2,521 2,359 2,256 50 79 162

(40.7%) (40.8%) (41.4%) (39.7%) (26.1%) (38.6%)

課税あり 1,954 1,801 1,730 27 72 153

(31.5%) (31.2%) (31.7%) (21.4%) (23.8%) (36.4%)

不詳 1,724 1,619 1,468 49 152 105

(27.8%) (28.0%) (26.9%) (38.9%) (50.2%) (25.0%)

総数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

課税無し 2,711 2,538 2,435 56 90 173

(43.7%) (43.9%) (44.6%) (44.4%) (29.7%) (41.2%)

課税あり 1,581 1,452 1,393 22 49 129

(25.5%) (25.1%) (25.5%) (17.5%) (16.2%) (30.7%)

不詳 1,907 1,789 1,626 48 164 118

(30.8%) (31.0%) (29.8%) (38.1%) (54.1%) (28.1%)

総数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

受給していない 3,522 3,277 3,145 58 104 245

(56.8%) (56.7%) (57.7%) (46.0%) (34.3%) (58.3%)

受給している 205 190 169 5 20 15

(3.3%) (3.3%) (3.1%) (4.0%) (6.6%) (3.6%)

不詳 2,472 2,312 2,140 63 179 160

(39.9%) (40.0%) (39.2%) (50.0%) (59.1%) (38.1%)

住
民
税

所
得
税

生
活
保
護

（65歳以上及び年齢不詳）

総数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



（２８）一月当たりの平均支出

（18歳以上～65歳未満）

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 3,764 3,566 2,260 830 831 198

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

0円以上～1万円未満 76 71 32 28 20 5

(2.0%) (2.0%) (1.4%) (3.4%) (2.4%) (2.5%)

1万円以上～3万円未満 219 204 87 87 59 15

(5.8%) (5.7%) (3.8%) (10.5%) (7.1%) (7.6%)

3万円以上～6万円未満 421 397 185 134 110 24

(11.2%) (11.1%) (8.2%) (16.1%) (13.2%) (12.1%)

6万円以上～9万円未満 537 516 258 174 140 21

(14.3%) (14.5%) (11.4%) (21.0%) (16.8%) (10.6%)

9万円以上～12万円未満 362 344 236 66 78 18

(9.6%) (9.6%) (10.4%) (8.0%) (9.4%) (9.1%)

12万円以上～15万円未満 174 162 114 10 53 12

(4.6%) (4.5%) (5.0%) (1.2%) (6.4%) (6.1%)

15万円以上～18万円未満 172 163 125 13 36 9

(4.6%) (4.6%) (5.5%) (1.6%) (4.3%) (4.5%)

18万円以上～21万円未満 183 177 156 4 24 6

(4.9%) (5.0%) (6.9%) (0.5%) (2.9%) (3.0%)

21万円以上～24万円未満 45 41 35 - 6 4

(1.2%) (1.1%) (1.5%) (-) (0.7%) (2.0%)

24万円以上～27万円未満 79 74 69 - 5 5

(2.1%) (2.1%) (3.1%) (-) (0.6%) (2.5%)

27万円以上～30万円未満 22 21 21 - 1 1

(0.6%) (0.6%) (0.9%) (-) (0.1%) (0.5%)

30万円以上～50万円未満 134 119 110 4 13 15

(3.6%) (3.3%) (4.9%) (0.5%) (1.6%) (7.6%)

50万円以上～99万円未満 13 12 10 - 1 1

(0.3%) (0.3%) (0.4%) (-) (0.1%) (0.5%)

99万円以上 - - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

分からない 572 546 322 153 142 26

(15.2%) (15.3%) (14.2%) (18.4%) (17.1%) (13.1%)

不 詳 755 719 500 157 143 36

(20.1%) (20.2%) (22.1%) (18.9%) (17.2%) (18.2%)

○一月当たりの平均支出についてみると、65歳未満では「6万円以上9万円未満」の者の割合が最も高く14.3％、次いで
「3万円以上～6万円未満」の者の割合が11.2％となっている。65歳以上では「3万円以上～6万円未満」の者の割合が
最も高く11.7％、次いで「6万円以上9万円未満」の者の割合が11.1％となっている。

第３９表 障害者手帳所持者数等、一月当たりの平均支出別

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

総 数 6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

0円以上～1万円未満 53 50 47 1 5 3

(0.9%) (0.9%) (0.9%) (0.8%) (1.7%) (0.7%)

1万円以上～3万円未満 271 239 235 4 11 32

(4.4%) (4.1%) (4.3%) (3.2%) (3.6%) (7.6%)

3万円以上～6万円未満 726 663 630 12 28 63

(11.7%) (11.5%) (11.6%) (9.5%) (9.2%) (15.0%)

6万円以上～9万円未満 691 638 604 23 28 53

(11.1%) (11.0%) (11.1%) (18.3%) (9.2%) (12.6%)

9万円以上～12万円未満 608 569 539 21 30 39

(9.8%) (9.8%) (9.9%) (16.7%) (9.9%) (9.3%)

12万円以上～15万円未満 368 337 320 3 19 31

(5.9%) (5.8%) (5.9%) (2.4%) (6.3%) (7.4%)

15万円以上～18万円未満 497 465 450 7 19 32

(8.0%) (8.0%) (8.3%) (5.6%) (6.3%) (7.6%)

18万円以上～21万円未満 448 420 401 7 14 28

(7.2%) (7.3%) (7.4%) (5.6%) (4.6%) (6.7%)

21万円以上～24万円未満 103 96 94 1 1 7

(1.7%) (1.7%) (1.7%) (0.8%) (0.3%) (1.7%)

24万円以上～27万円未満 146 137 131 - 7 9

(2.4%) (2.4%) (2.4%) (-) (2.3%) (2.1%)

27万円以上～30万円未満 34 32 31 1 1 2

(0.5%) (0.6%) (0.6%) (0.8%) (0.3%) (0.5%)

30万円以上～50万円未満 112 107 102 2 4 5

(1.8%) (1.9%) (1.9%) (1.6%) (1.3%) (1.2%)

50万円以上～99万円未満 8 7 6 1 - 1

(0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.8%) (-) (0.2%)

99万円以上 - - - - - -

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

分からない 715 670 630 10 30 45

(11.5%) (11.6%) (11.6%) (7.9%) (9.9%) (10.7%)

不 詳 1,419 1,349 1,234 33 106 70

(22.9%) (23.3%) (22.6%) (26.2%) (35.0%) (16.7%)

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援給付等
を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

3,764 3,566 2,260 830 831 198

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

458 449 189 290 77 9

(12.2%) (12.6%) (8.4%) (34.9%) (9.3%) (4.5%)

0円以上～1万円未満 189 187 67 147 21 2

(41.3%) (41.6%) (35.4%) (50.7%) (27.3%) (22.2%)

1万円以上～3万円未満 139 137 62 74 26 2

(30.3%) (30.5%) (32.8%) (25.5%) (33.8%) (22.2%)

3万円以上～6万円未満 59 58 30 30 12 1

(12.9%) (12.9%) (15.9%) (10.3%) (15.6%) (11.1%)

6万円以上～9万円未満 8 8 3 6 1 0

(1.7%) (1.8%) (1.6%) (2.1%) (1.3%) (0.0%)

9万円以上 3 3 3 2 1 0

(0.7%) (0.7%) (1.6%) (0.7%) (1.3%) (0.0%)

不 詳 60 56 24 31 16 4

(13.1%) (12.5%) (12.7%) (10.7%) (20.8%) (44.4%)

995 944 614 158 266 51

(26.4%) (26.5%) (27.2%) (19.0%) (32.0%) (25.8%)

2,311 2,173 1,457 382 488 138

(61.4%) (60.9%) (64.5%) (46.0%) (58.7%) (69.7%)

○通所サービス等利用時の食事の提供についてみると、65歳未満で「提供を受けている」者の割合は
12.2%であり、65歳以上で「提供を受けている」者の割合は16.8%となっている。

総数

提供を受けている

提供を受けていない

不 詳

（２９）通所サービス等利用時の食事の提供の有無

第４０表 障害者手帳所持者数等、通所サービス等利用時の食事の提供の有無別

（18歳以上～65歳未満）

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

障害者手帳の種類（複数回答）



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

1,039 863 809 26 51 176

(16.8%) (14.9%) (14.8%) (20.6%) (16.8%) (41.9%)

0円以上～1万円未満 312 268 254 7 13 45

(30.0%) (31.1%) (31.4%) (26.9%) (25.5%) (25.6%)

1万円以上～3万円未満 363 299 278 10 14 64

(34.9%) (34.6%) (34.4%) (38.5%) (27.5%) (36.4%)

3万円以上～6万円未満 190 156 144 5 12 34

(18.3%) (18.1%) (17.8%) (19.2%) (23.5%) (19.3%)

6万円以上～9万円未満 12 11 11 0 2 1

(1.2%) (1.3%) (1.4%) (0.0%) (3.9%) (0.6%)

9万円以上 5 5 5 0 0 0

(0.5%) (0.6%) (0.6%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

不 詳 157 124 117 4 10 32

(15.1%) (14.4%) (14.5%) (15.4%) (19.6%) (18.2%)

1,494 1,406 1,337 31 70 88

(24.1%) (24.3%) (24.5%) (24.6%) (23.1%) (21.0%)

3,666 3,510 3,308 69 182 156

(59.1%) (60.7%) (60.7%) (54.8%) (60.1%) (37.1%)

提供を受けている

提供を受けていない

不詳

障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支
援給付等を受けている

者

障害者手帳の種類（複数回答）

総数

（65歳以上（年齢不詳を含む））

総 数



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

4,202 3,971 2,408 1,139 852 231

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

3,805 3,600 2,170 1,035 768 205

(90.6%) (90.7%) (90.1%) (90.9%) (90.1%) (88.7%)

1,183 1,131 724 306 257 52

(31.1%) (31.4%) (33.4%) (29.6%) (33.5%) (25.4%)

672 651 276 372 139 21

(17.7%) (18.1%) (12.7%) (35.9%) (18.1%) (10.2%)

1,259 1,154 678 233 360 105

(33.1%) (32.1%) (31.2%) (22.5%) (46.9%) (51.2%)

219 204 70 148 16 15

(5.8%) (5.7%) (3.2%) (14.3%) (2.1%) (7.3%)

302 293 123 133 86 9

(7.9%) (8.1%) (5.7%) (12.9%) (11.2%) (4.4%)

129 127 77 36 30 2

(3.4%) (3.5%) (3.5%) (3.5%) (3.9%) (1.0%)

121 119 67 47 19 2

(3.2%) (3.3%) (3.1%) (4.5%) (2.5%) (1.0%)

123 117 66 34 41 6

(3.2%) (3.3%) (3.0%) (3.3%) (5.3%) (2.9%)

2,827 2,682 1,668 732 511 145

(74.3%) (74.5%) (76.9%) (70.7%) (66.5%) (70.7%)

1,078 1,011 692 203 206 67

(28.3%) (28.1%) (31.9%) (19.6%) (26.8%) (32.7%)

240 226 120 69 52 14

(6.3%) (6.3%) (5.5%) (6.7%) (6.8%) (6.8%)

128 112 66 19 42 16

(3.0%) (2.8%) (2.7%) (1.7%) (4.9%) (6.9%)

269 259 172 85 42 10

(6.4%) (6.5%) (7.1%) (7.5%) (4.9%) (4.3%)

○困った時の相談相手についてみると、相談相手がいる者のうち「家族」と答えた方が65歳未満では74.3％、
65歳以上では78.4％と最も高い。

総 数

相談相手有り

誰にも相談出来ない

不 詳

行政機関

福祉サービス提供事業所等

医療機関

（３０）困った時の相談相手

第４１表 障害者手帳所持者数等、困った時の相談相手別

（65歳未満）

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

教育機関

相談支援機関

社会福祉協議会

障害者団体・患者会

民生委員、障害者相談員

家 族

（
複
数
回
答
）

友人・知人

その他



身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者

保健福祉手帳

6,199 5,779 5,454 126 303 420

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

5,447 5,062 4,819 108 228 385

(87.9%) (87.6%) (88.4%) (85.7%) (75.2%) (91.7%)

1,285 1,220 1,173 25 63 65

(23.6%) (24.1%) (24.3%) (23.1%) (27.6%) (16.9%)

981 851 807 28 39 130

(18.0%) (16.8%) (16.7%) (25.9%) (17.1%) (33.8%)

1,518 1,404 1,347 19 53 114

(27.9%) (27.7%) (28.0%) (17.6%) (23.2%) (29.6%)

3 2 2 - - 1

(0.1%) (0.0%) (0.0%) (-） (-） (0.3%)

434 393 371 12 20 41

(8.0%) (7.8%) (7.7%) (11.1%) (8.8%) (10.6%)

242 221 216 6 15 21

(4.4%) (4.4%) (4.5%) (5.6%) (6.6%) (5.5%)

82 81 77 2 2 1

(1.5%) (1.6%) (1.6%) (1.9%) (0.9%) (0.3%)

461 430 419 6 21 31

(8.5%) (8.5%) (8.7%) (5.6%) (9.2%) (8.1%)

4,268 3,970 3,804 74 143 298

(78.4%) (78.4%) (78.9%) (68.5%) (62.7%) (77.4%)

943 890 865 15 30 53

(17.3%) (17.6%) (17.9%) (13.9%) (13.2%) (13.8%)

237 218 206 5 14 19

(4.4%) (4.3%) (4.3%) (4.6%) (6.1%) (4.9%)

119 114 103 1 11 5

(1.9%) (2.0%) (1.9%) (0.8%) (3.6%) (1.2%)

633 603 532 17 64 30

(10.2%) (10.4%) (9.8%) (13.5%) (21.1%) (7.1%)

総 数

相談相手有り

誰にも相談出来ない

不 詳

総 数 障害者手帳
所持者

手帳非所持で、自立支援
給付等を受けている者

障害者手帳の種類（複数回答）

（65歳以上（年齢不詳を含む））

行政機関

福祉サービス提供事業所等

家 族

友人・知人

その他

医療機関

教育機関

相談支援機関

社会福祉協議会

障害者団体・患者会

民生委員、障害者相談員



（１）住宅の種類

総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

自分の持ち家 2,086 (54.3%) 353 (39.5%) 1,733 (58.8%)

家族の持ち家 995 (25.9%) 292 (32.7%) 703 (23.8%)

民間賃貸住宅 353 (9.2%) 169 (18.9%) 184 (6.2%)

社宅・職員寮・寄宿舎等 23 (0.6%) 19 (2.1%) 4 (0.1%)

公営住宅 185 (4.8%) 42 (4.7%) 143 (4.8%)

貸 間 5 (0.1%) 0 (0.0%) 5 (0.2%)

グループホーム等 110 (2.9%) 1 (0.1%) 109 (3.7%)

その他 58 (1.5%) 10 (1.1%) 48 (1.6%)

不 詳 27 (0.7%) 7 (0.8%) 20 (0.7%)

３ 障害者手帳非所持かつ自立支援給付等非受給者の基礎的な
生活実態等の状況について

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第４２表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、住宅の種類別

○住まいの種類をみると、65歳未満、65歳以上ともに「自分の持ち家」に住んでいる者
の割合が最も高く、それぞれ39.5％、58.8％となっている。



3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

2,915 (75.9%) 754 (84.4%) 2,161 (73.3%)

夫婦で暮らしている 1,661 (57.0%) 431 (57.2%) 1,230 (56.9%)

親と暮らしている 366 (12.6%) 314 (41.6%) 52 (2.4%)

子と暮らしている 1,519 (52.1%) 299 (39.7%) 1,220 (56.5%)

兄弟姉妹と暮らしている 134 (4.6%) 100 (13.3%) 34 (1.6%)

その他の人と暮らしている 181 (6.2%) 33 (4.4%) 148 (6.8%)

780 (20.3%) 132 (14.8%) 648 (22.0%)

147 (3.8%) 7 (0.8%) 140 (4.7%)

（
複
数
回
答
）

一人で暮らしている

○同居者の状況をみると、65歳未満では「同居者有」の者の割合が全体の84.4％を占めている。
65歳以上では「同居者有」の者の割合が全体の73.3％を占めている。

第４３表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、同居者の状況（複数回答）別

不 詳

（２）同居者の状況

総 数

総 数 65歳以上
(年齢不詳を含む）

65歳未満

同居者有



総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

今までと同じように暮らしたい 3,161 (82.3%) 684 (76.6%) 2,477 (84.0%)

一人暮らしをしたい 48 (1.2%) 30 (3.4%) 18 (0.6%)

今は一緒に住んでいない家族と暮らしたい 213 (5.5%) 60 (6.7%) 153 (5.2%)

グループホーム等で暮らしたい 32 (0.8%) 6 (0.7%) 26 (0.9%)

施設で暮らしたい 77 (2.0%) 7 (0.8%) 70 (2.4%)

その他 56 (1.5%) 23 (2.6%) 33 (1.1%)

分からない 204 (5.3%) 72 (8.1%) 132 (4.5%)

不 詳 51 (1.3%) 11 (1.2%) 40 (1.4%)

（３）今後の暮らしの希望

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第４４表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、今後どのように暮らしたいか別

○今後の暮らしの希望をみると、65歳未満、65歳以上ともに「今までと同じように暮らしたい」と回答
した者の割合が最も高く、全体で82.3%となっている。



3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

0～9歳 124 (3.2%) 112 (12.5%) 12 (0.4%)

10～17歳 37 (1.0%) 32 (3.6%) 5 (0.2%)

18～19歳 9 (0.2%) 8 (0.9%) 1 (0.0%)

20～29歳 53 (1.4%) 43 (4.8%) 10 (0.3%)

30～39歳 67 (1.7%) 62 (6.9%) 5 (0.2%)

40～49歳 133 (3.5%) 110 (12.3%) 23 (0.8%)

50～59歳 250 (6.5%) 172 (19.3%) 78 (2.6%)

60～64歳 240 (6.2%) 75 (8.4%) 165 (5.6%)

65～69歳 287 (7.5%) - (-) 287 (9.7%)

70歳以上 1,685 (43.9%) - (-) 1,685 (57.1%)

分からない 661 (17.2%) 206 (23.1%) 455 (15.4%)

不 詳 296 (7.7%) 73 (8.2%) 223 (7.6%)

（４）生活のしづらさが生じ始めた年齢

生
活
の
し
づ
ら
さ
が
生
じ
始
め
た
年
齢

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

○生活のしづらさが生じ始めた年齢についてみると、65歳未満では「50～59歳」と回答した者
の割合が最も高く、全体の19.3%となっている。
65歳以上では「70歳以上」と回答した者の割合が最も高く、全体の57.1％となっている。

総 数

第４５表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、生活のしづらさが生じ始めた年齢別



（５）生活のしづらさが生じ始めた後の生活のしづらさの度合の変化

総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

変化していない 728 (18.9%) 175 (19.6%) 553 (18.8%)

生活のしづらさが大きくなっている 1,810 (47.1%) 288 (32.3%) 1,522 (51.6%)

生活のしづらさが小さくなっている 171 (4.5%) 77 (8.6%) 94 (3.2%)

よくなったり悪くなったりしている 592 (15.4%) 184 (20.6%) 408 (13.8%)

分からない 346 (9.0%) 129 (14.4%) 217 (7.4%)

不 詳 195 (5.1%) 40 (4.5%) 155 (5.3%)

○生活のしづらさが生じ始めた後の生活のしづらさの度合の変化についてみると、「生活のしづらさが
大きくなっている」が47.1%と割合が最も多い。

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第４６表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、生活のしづらさが生じ始めた後の生活の
しづらさの度合の変化別



（６）生活のしづらさの頻度

総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

毎 日 1,766 (46.0%) 337 (37.7%) 1,429 (48.5%)

1週間に3～6日程度 255 (6.6%) 71 (8.0%) 184 (6.2%)

1週間に1～2日程度 249 (6.5%) 55 (6.2%) 194 (6.6%)

2週間に1～2日程度 99 (2.6%) 23 (2.6%) 76 (2.6%)

1ヶ月に1～2日程度 142 (3.7%) 46 (5.2%) 96 (3.3%)

その他 193 (5.0%) 65 (7.3%) 128 (4.3%)

特に生活のしづらさはなかった 860 (22.4%) 241 (27.0%) 619 (21.0%)

不 詳 278 (7.2%) 55 (6.2%) 223 (7.6%)

○生活のしづらさの頻度についてみると、「毎日」と答えた者の割合が46.0%と最も高い。

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第４７表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、生活のしづらさがどの程度生じているか別



3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

食事をする 349 (9.1%) 38 (4.3%) 311 (10.5%)

排せつをする 387 (10.1%) 31 (3.5%) 356 (12.1%)

入浴をする 862 (22.4%) 85 (9.5%) 777 (26.3%)

家の中を移動する 388 (10.1%) 20 (2.2%) 368 (12.5%)

衣服を着たり脱いだりする 552 (14.4%) 48 (5.4%) 504 (17.1%)

食事の支度や後片付けをする 952 (24.8%) 101 (11.3%) 851 (28.9%)

身の回りの掃除、整理整頓をする 1,131 (29.4%) 143 (16.0%) 988 (33.5%)

洗濯をする 908 (23.6%) 79 (8.8%) 829 (28.1%)

買い物をする 1,303 (33.9%) 126 (14.1%) 1,177 (39.9%)

お金の管理をする 927 (24.1%) 91 (10.2%) 836 (28.3%)

薬の管理をする 930 (24.2%) 89 (10.0%) 841 (28.5%)

自分の意思を伝える 150 (3.9%) 25 (2.8%) 125 (4.2%)

相手の意思を理解する 191 (5.0%) 28 (3.1%) 163 (5.5%)

A
D
L

身
の
回
り

の
管
理

意
思
疎
通

65歳未満
総 数

I
A
D
L

65歳以上
(年齢不詳を含む）

総 数

（７）日常生活動作等の状況

第４８表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数（介助が必要な者）、
日常生活動作等別

○日常生活を送る上での生活のしづらさについてみると、65歳未満、65歳以上ともにIADLや身の回りの管理に関する
ことにしづらさを感じている者の割合が高い。



3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

2,948 (76.7%) 711 (79.6%) 2,237 (75.9%)

医療的ケアを受けている 412 (10.7%) 67 (7.5%) 345 (11.7%)

経管栄養が必要 49 (11.9%) 2 (3.0%) 47 (13.6%)

たんの吸引が必要 17 (4.1%) 1 (1.5%) 16 (4.6%)

導尿が必要 17 (4.1%) 1 (1.5%) 16 (4.6%)

その他 329 (79.9%) 63 (94.0%) 266 (77.1%)

482 (12.5%) 115 (12.9%) 367 (12.4%)

（８）医療的ケアの状況

総 数

65歳以上
(年齢不詳を含む）

65歳未満
総 数

○医療的ケアの状況についてみると、「医療的ケアを受けていない」者の割合は76.7%となっている。

医療的ケアを受けていない

不 詳

第４９表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、医療的ケアの状況別



（９）障害の原因

総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

病 気 1,459 (38.0%) 341 (38.2%) 1,118 (37.9%)

事故・けが 396 (10.3%) 66 (7.4%) 330 (11.2%)

災 害 12 (0.3%) 6 (0.7%) 6 (0.2%)

出生時の損傷 36 (0.9%) 22 (2.5%) 14 (0.5%)

加 齢 1,668 (43.4%) 129 (14.4%) 1,539 (52.2%)

その他 270 (7.0%) 135 (15.1%) 135 (4.6%)

わからない 562 (14.6%) 255 (28.6%) 307 (10.4%)

不 詳 486 (12.6%) 100 (11.2%) 386 (13.1%)

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第５０表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、障害の原因（複数回答）別

○障害の原因についてみると、65歳未満では「病気」と答えた者の割合が38.2%と最も
高く、65歳以上では「加齢」と答えた者の割合が52.2%と最も高くなっている。



（１０）自覚症状

2,660 (100.0%) 577 (100.0%) 2,083 (100.0%)

自覚症状がある者 2,542 (95.6%) 553 (95.8%) 1,989 (95.5%)

全身症状 791 (31.1%) 235 (42.5%) 556 (28.0%)

精神症状 1,316 (51.8%) 307 (55.5%) 1,009 (50.7%)

視覚・聴覚の症状 690 (27.1%) 87 (15.7%) 603 (30.3%)

音声・言語の症状 100 (3.9%) 12 (2.2%) 88 (4.4%)

胸部の症状 258 (10.1%) 49 (8.9%) 209 (10.5%)

消化器系の症状 300 (11.8%) 53 (9.6%) 247 (12.4%)

咀嚼系の症状 105 (4.1%) 11 (2.0%) 94 (4.7%)

筋骨格系・手足の症状 1,056 (41.5%) 171 (30.9%) 885 (44.5%)

尿路系の症状 134 (5.3%) 14 (2.5%) 120 (6.0%)

その他の症状 142 (5.6%) 44 (8.0%) 98 (4.9%)

118 (4.4%) 24 (4.2%) 94 (4.5%)

総数

○自覚症状の状況についてみると、自覚症状がある者のうち65歳未満、65歳以上ともに「精神症状」
のある者の割合が最も高くそれぞれ55.5％、50.7％となっている。

第５１表 概ね6ヶ月以内に身体的又は精神的に具合の悪いところがあった手帳非所持かつ
自立支援給付等非受給の者数、自覚症状の状況（複数回答）別

不 詳

総 数

（
複
数
回
答
）

65歳以上
(年齢不詳を含む）

65歳未満



（１１）病気の種類

2,660 (100.0%) 577 (100.0%) 2,083 (100.0%)

2,465 (92.7%) 526 (91.2%) 1,939 (93.1%)

内分泌・代謝系 429 (17.4%) 94 (17.9%) 335 (17.3%)

精神・神経 757 (30.7%) 176 (33.5%) 581 (30.0%)

視覚・聴覚 572 (23.2%) 106 (20.2%) 466 (24.0%)

循環器系 915 (37.1%) 106 (20.2%) 809 (41.7%)

消化器系 377 (15.3%) 79 (15.0%) 298 (15.4%)

歯の病気 119 (4.8%) 20 (3.8%) 99 (5.1%)

皮膚の病気 85 (3.4%) 28 (5.3%) 57 (2.9%)

筋骨格系 803 (32.6%) 128 (24.3%) 675 (34.8%)

泌尿器系 176 (7.1%) 25 (4.8%) 151 (7.8%)

免疫・血液の病気 77 (3.1%) 47 (8.9%) 30 (1.5%)

その他 226 (9.2%) 63 (12.0%) 163 (8.4%)

不 明 74 (3.0%) 17 (3.2%) 57 (2.9%)

195 (7.3%) 51 (8.8%) 144 (6.9%)

○病気の種類についてみると、病気で体の具合の悪い者のうち、65歳未満では「精神・神経」の
病気の者が33.5%と最も高く、65歳以上では「循環器系」の病気の者が41.7%と最も高く
なっている。

不 詳

総数

病気で体の具合が悪い者

病
気
の
種
類
（
複
数
回
答
）

総 数
65歳未満

65歳以上及び
年齢不詳

第５２表 概ね6ヶ月以内に身体的又は精神的に具合の悪いところがあった手帳非所持かつ
自立支援給付等非受給の者数、病気の種類の状況（複数回答）別



（１２）医療機関の受診状況

総 数 2,660 (100.0%) 577 (100.0%) 2,083 (100.0%)

1週間に4回以上 62 (2.3%) 7 (1.2%) 55 (2.6%)

1週間に1～3回 341 (12.8%) 56 (9.7%) 285 (13.7%)

2週間に1回程度 513 (19.3%) 87 (15.1%) 426 (20.5%)

1ヶ月に1回程度 1,121 (42.1%) 238 (41.2%) 883 (42.4%)

3ヶ月に1回程度 175 (6.6%) 48 (8.3%) 127 (6.1%)

6ヶ月に1回程度 54 (2.0%) 25 (4.3%) 29 (1.4%)

入院中 90 (3.4%) 12 (2.1%) 78 (3.7%)

医療機関にかかっていない 140 (5.3%) 67 (11.6%) 73 (3.5%)

不 詳 164 (6.2%) 37 (6.4%) 127 (6.1%)

○概ね6ヶ月以内（平成23年6月1日～平成23年11月30日）に、身体的又は精神的に具合が
悪いところがあった者の医療機関の受診状況についてみると、65歳未満、65歳以上
ともに「1ヶ月に1回程度」と答えた者の割合が最も高く、全体で42.1%となっている。

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第５３表 概ね6ヶ月以内に身体的又は精神的に具合の悪いところがあった手帳非所持かつ
自立支援給付等非受給の者数、医療機関の受診状況別



3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

680 (17.7%) 218 (24.4%) 462 (15.7%)

自立支援医療（更生・育成） - (-) - (-) - (-)

自立支援医療（精神通院医療） - (-) - (-) - (-)

特定疾患 159 (23.4%) 71 (32.6%) 88 (19.0%)

小児慢性疾患 13 (1.9%) 12 (5.5%) 1 (0.2%)

自治体による障害者医療制度 137 (20.1%) 57 (26.1%) 80 (17.3%)

生活保護（医療扶助） 34 (5.0%) 5 (2.3%) 29 (6.3%)

その他医療費助成制度 350 (51.5%) 76 (34.9%) 274 (59.3%)

205 (5.3%) 68 (7.6%) 137 (4.6%)

2,474 (64.4%) 552 (61.8%) 1,922 (65.2%)

483 (12.6%) 55 (6.2%) 428 (14.5%)

第５４表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、公費負担医療制度の利用状況（複数回答）別

公
費
負
担
医
療
制
度
の
種
類
（

複
数
回
答
）

利用したいが利用出来ない

利用していない

不 詳

（１３）公費負担医療制度の利用状況

総 数

公費負担医療制度を利用している

65歳未満
65歳以上

(年齢不詳を含む）

○公費負担医療制度の利用状況についてみると、「利用している」者の割合が、65歳未満では24.4%、
65歳以上では15.7%となっている。

総 数



（１４）障害者手帳を持っていない理由

総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

障害の種類や程度が基準に
あてはまらない

1,301 (33.9%) 331 (37.1%) 970 (32.9%)

手帳の制度や取得手続きが
分からない

461 (12.0%) 113 (12.7%) 348 (11.8%)

特に手帳がなくても困らない 694 (18.1%) 124 (13.9%) 570 (19.3%)

手帳を持ちたくない 62 (1.6%) 14 (1.6%) 48 (1.6%)

その他 524 (13.6%) 163 (18.3%) 361 (12.2%)

不詳 800 (20.8%) 148 (16.6%) 652 (22.1%)

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第５５表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、障害者手帳を持っていない理由別

○障害者手帳を持っていない理由についてみると、65歳未満、65歳以上ともに「障害の種類や
程度が基準にあてはまらない」の者の割合が最も高く、全体で33.9%となっている。



3,568 (100.0%) 619 (100.0%) 2,949 (100.0%)

975 (27.3%) 20 (3.2%) 955 (32.4%)

要支援１ 113 (11.6%) 2 (10.0%) 111 (11.6%)

要支援２ 136 (13.9%) 3 (15.0%) 133 (13.9%)

要介護１ 187 (19.2%) 6 (30.0%) 181 (19.0%)

要介護２ 201 (20.6%) 5 (25.0%) 196 (20.5%)

要介護３ 139 (14.3%) - (-) 139 (14.6%)

要介護４ 101 (10.4%) 2 (10.0%) 99 (10.4%)

要介護５ 67 (6.9%) 2 (10.0%) 65 (6.8%)

不詳 31 (3.2%) - (-) 31 (3.2%)

89 (2.5%) 11 (1.8%) 78 (2.6%)

2,264 (63.5%) 539 (87.1%) 1,725 (58.5%)

240 (6.7%) 49 (7.9%) 191 (6.5%)

利用していない

不 詳

第５６表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、介護保険法に基づく
サービスの利用状況・要介護度の状況別

（１５）介護保険法に基づくサービス利用状況

総 数

総数

○介護保険法に基づくサービスの利用状況についてみると、サービスを利用している者の
割合が、65歳以上で32.4％であるが、40歳以上60歳未満では3.2％であり、全体で27.3%
の者が利用している。

40歳以上～
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

利用している

利用したいが、利用できない



（１６）日常生活の支援状況

総 数 3,732 (100.0%) 892 (100.0%) 2,840 (100.0%)

毎 日 48 (1.3%) 4 (0.4%) 44 (1.5%)

1週間に3～6日程度 199 (5.3%) 2 (0.2%) 197 (6.9%)

1週間に1～2日程度 272 (7.3%) 9 (1.0%) 263 (9.3%)

その他 411 (11.0%) 12 (1.3%) 399 (14.0%)

利用していない 1,585 (42.5%) 552 (61.9%) 1,033 (36.4%)

不 詳 1,217 (32.6%) 313 (35.1%) 904 (31.8%)

総 数 3,732 (100.0%) 892 (100.0%) 2,840 (100.0%)

毎 日 815 (21.8%) 106 (11.9%) 709 (25.0%)

1週間に3～6日程度 92 (2.5%) 7 (0.8%) 85 (3.0%)

1週間に1～2日程度 170 (4.6%) 21 (2.4%) 149 (5.2%)

その他 113 (3.0%) 30 (3.4%) 83 (2.9%)

支援を受けていない 1,384 (37.1%) 487 (54.6%) 897 (31.6%)

不 詳 1,158 (31.0%) 241 (27.0%) 917 (32.3%)

総 数 3,732 (100.0%) 892 (100.0%) 2,840 (100.0%)

毎 日 10 (0.3%) 1 (0.1%) 9 (0.3%)

1週間に3～6日程度 10 (0.3%) 0 (0.0%) 10 (0.4%)

1週間に1～2日程度 28 (0.8%) 1 (0.1%) 27 (1.0%)

その他 23 (0.6%) 3 (0.3%) 20 (0.7%)

支援を受けていない 1,945 (52.1%) 557 (62.4%) 1,388 (48.9%)

不 詳 1,716 (46.0%) 330 (37.0%) 1,386 (48.8%)

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

65歳未満
65歳以上

(年齢不詳を含む）

総 数

第５７表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、日常生活の支援状況・支援の種類別

○日常生活の支援状況についてみると、家族等の支援を受けている者のうち、「毎日」と回答
した者の割合が全体の21.8%となっている。

※ここでいう「福祉サービス」は障害者自立支援法を除く、介護保険法、難病居宅生活支援事業等
に基づく公的制度によるものいう。

家
族
等
の
支
援

そ
の
他
の
支
援



（１７）福祉サービスの平均利用時間

総 数 930 (100.0%) 27 (100.0%) 903 (100.0%)

5時間以内 223 (24.0%) 9 (33.3%) 214 (23.7%)

6～10時間 103 (11.1%) 6 (22.2%) 97 (10.7%)

11～15時間 61 (6.6%) 0 (0.0%) 61 (6.8%)

16～20時間 43 (4.6%) 1 (3.7%) 42 (4.7%)

21時間以上 78 (8.4%) 0 (0.0%) 78 (8.6%)

不 詳 422 (45.4%) 11 (40.7%) 411 (45.5%)

○福祉サービスの1週間当たりの平均利用時間についてみると、65歳未満、65歳以上とも
に「5時間以内」が最も割合が高く、全体で24.0%となっている。

第５８表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、1週間
当たりの福祉サービスの平均利用時間別

※ここでいう「福祉サービス」は障害者自立支援法を除く、介護保険法、難病居宅生活支
援事業等に基づく公的制度によるものいう。

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）



（１８）福祉サービスの利用希望

総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

毎 日 123 (3.2%) 13 (1.5%) 110 (3.7%)

1週間に3～6日程度 176 (4.6%) 9 (1.0%) 167 (5.7%)

1週間に1～2日程度 342 (8.9%) 34 (3.8%) 308 (10.4%)

わからない 844 (22.0%) 207 (23.2%) 637 (21.6%)

利用したくない 1,360 (35.4%) 403 (45.1%) 957 (32.5%)

不 詳 997 (26.0%) 227 (25.4%) 770 (26.1%)

○日常生活上の支援として福祉サービスをどの程度利用したいかをみると、65歳未満では
29.5％、65歳以上では41.4％が利用を希望している（「わからない」含む。）が、
「利用したくない」と答えた者の割合は65歳未満では45.1％、65歳以上では32.5％と
なっている。

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第５９表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、日常生活上の支援として福祉
サービスをどの程度利用したいか別



（１９）福祉サービスの利用希望時間

総 数 1,485 (100.0%) 263 (100.0%) 1,222 (100.0%)

5時間以内 538 (36.2%) 71 (27.0%) 467 (38.2%)

6～10時間 155 (10.4%) 25 (9.5%) 130 (10.6%)

11～15時間 79 (5.3%) 4 (1.5%) 75 (6.1%)

16～20時間 37 (2.5%) 2 (0.8%) 35 (2.9%)

21時間以上 61 (4.1%) 5 (1.9%) 56 (4.6%)

不 詳 615 (41.4%) 156 (59.3%) 459 (37.6%)

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第６０表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数（福祉サービスの利用を
希望する者）、1週間当たりの福祉サービスの利用希望時間別

○福祉サービスの利用を希望する者のうち、1週間当たりの福祉サービスの利用希望
時間をみると、65歳未満、65歳以上ともに「5時間以内」と回答した者の割合
が最も高く、全体では36.2％となっている。



総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

正職員 129 (3.4%) 106 (11.9%) 23 (0.8%)

正職員以外 195 (5.1%) 139 (15.6%) 56 (1.9%)

自営業 256 (6.7%) 84 (9.4%) 172 (5.8%)

障害者通所サービスを利用 - (-) - (-) - (-)

介護保険の通所サービス 425 (11.1%) 15 (1.7%) 410 (13.9%)

病院等のデイケア 73 (1.9%) 3 (0.3%) 70 (2.4%)

リハビリテーション 191 (5.0%) 23 (2.6%) 168 (5.7%)

学校に通っている 104 (2.7%) 96 (10.8%) 8 (0.3%)

保育園・幼稚園 16 (0.4%) 16 (1.8%) - (-)

障害児通院施設 3 (0.1%) 3 (0.3%) - (-)

社会活動 114 (3.0%) 35 (3.9%) 79 (2.7%)

家事・育児・介護 343 (8.9%) 117 (13.1%) 226 (7.7%)

家庭内で過ごしている 2,455 (63.9%) 358 (40.1%) 2,097 (71.1%)

その他 391 (10.2%) 60 (6.7%) 331 (11.2%)

不 詳 199 (5.2%) 44 (4.9%) 155 (5.3%)

（２０）日中の過ごし方の状況

65歳以上
(年齢不詳を含む）

65歳未満
総 数

第６１表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、日中の過ごし方の状況（複数回答）別

○日中の過ごし方の状況をみると、65歳未満、65歳以上ともに「家庭内で過ごしている」と答え
た者の割合がそれぞれ40.1％、71.1％と最も高かった。65歳未満では次いで「正職員以外」と
答えた者が15.6％と高い。



総 数 555 (100.0%) 236 (100.0%) 319 (100.0%)

正職員 16 (2.9%) 5 (2.1%) 11 (3.4%)

正職員以外 45 (8.1%) 21 (8.9%) 24 (7.5%)

自営業 6 (1.1%) 6 (2.5%) 0 (0.0%)

障害者通所サービスを利用 4 (0.7%) 3 (1.3%) 1 (0.3%)

介護保険の通所サービス 8 (1.4%) 1 (0.4%) 7 (2.2%)

病院等のデイケア 1 (0.2%) 1 (0.4%) 0 (0.0%)

リハビリテーション 11 (2.0%) 7 (3.0%) 4 (1.3%)

学校に通っている 1 (0.2%) 1 (0.4%) 0 (0.0%)

保育園・幼稚園 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

障害児通院施設 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

社会活動 4 (0.7%) 4 (1.7%) 0 (0.0%)

家事・育児・介護 3 (0.5%) 3 (1.3%) 0 (0.0%)

家庭内で過ごしたい 55 (9.9%) 16 (6.8%) 39 (12.2%)

その他 18 (3.2%) 7 (3.0%) 11 (3.4%)

不 詳 409 (73.7%) 175 (74.2%) 234 (73.4%)

（２１）今後の日中の過ごし方の希望（今までと違う日中の過ごし方をしたい者）

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第６２表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数（今までと違う日中の過ごし方を
したい者）、今後の日中の過ごし方の希望（複数回答）別

○今までと違う日中の過ごし方をしたい者の、今後の日中の過ごし方の希望についてみると、
不詳を除けば65歳未満では、「正社員以外として働きたい」と答えた者の割合が8.9％と
最も高く、65歳以上では、「家庭内で過ごしたい」と答えた者の割合が12.2％と最も高い。



総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

毎 日 843 (21.9%) 366 (41.0%) 477 (16.2%)

1週間に3～6日 1,004 (26.1%) 247 (27.7%) 757 (25.7%)

1週間に1～2日程度 823 (21.4%) 141 (15.8%) 682 (23.1%)

2週間に1～2日程度 214 (5.6%) 29 (3.2%) 185 (6.3%)

1ヶ月に1～2日程度 413 (10.7%) 40 (4.5%) 373 (12.6%)

その他 176 (4.6%) 23 (2.6%) 153 (5.2%)

外出していない 239 (6.2%) 17 (1.9%) 222 (7.5%)

不 詳 130 (3.4%) 30 (3.4%) 100 (3.4%)

（２２）外出の状況

65歳以上
(年齢不詳を含む）

65歳未満
総 数

第６３表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、1年間の外出状況別

○概ね1年間（平成22年11月30日～平成23年11月30日）の外出状況をみると、65歳
未満では「毎日」と答えた者の割合が最も高く41.0％となっている。65歳以上
では「1週間に3～6日」と答えた者の割合が25.7％と最も高く、次いで「1週間に
1～2日程度」の者が23.1％となっている。



（２３）外出時の支援の必要性

総 数 3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

いつも必要 992 (25.8%) 68 (7.6%) 924 (31.3%)

慣れた場所は必要ないが、それ以外は必要 451 (11.7%) 75 (8.4%) 376 (12.8%)

普段は必要ないが、調査悪い時は必要 345 (9.0%) 85 (9.5%) 260 (8.8%)

その他 160 (4.2%) 48 (5.4%) 112 (3.8%)

いつも一人で外出できる 1,729 (45.0%) 579 (64.8%) 1,150 (39.0%)

不 詳 165 (4.3%) 38 (4.3%) 127 (4.3%)

○外出時の支援の必要性をみると、65歳未満では全体の64.8％が「いつも一人で外出でき
る」と回答している。65歳以上では全体の31.3％が「いつも必要」と回答している。

65歳未満
65歳以上

(年齢不詳を含む）
総 数

第６４表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、外出時の支援の必要性別



（２４）一人で外出できない場合の外出方法

総 数 1,948 (100.0%) 276 (100.0%) 1,672 (100.0%)

福祉サービスを利用 181 (9.3%) 1 (0.4%) 180 (10.8%)

福祉タクシー等の移送サービスを利用 124 (6.4%) 8 (2.9%) 116 (6.9%)

家族の付き添い 1,449 (74.4%) 213 (77.2%) 1,236 (73.9%)

友人・知人、ボランティアの付き添い 104 (5.3%) 27 (9.8%) 77 (4.6%)

その他 203 (10.4%) 24 (8.7%) 179 (10.7%)

不 詳 134 (6.9%) 30 (10.9%) 104 (6.2%)

○一人で外出できない場合の外出方法をみると、65歳未満、65歳以上ともに「家族の付き
添い」と答えた者の割合が最も高く、それぞれ77.2％、73.9％となっている。

第６５表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、一人で外出できない場合にどのように
外出しているか（複数回答）別

※ここでいう「福祉サービス」は障害者自立支援法を除く、介護保険法、難病居宅生活支援事業等
に基づく公的制度によるものいう。

65歳未満
総 数 65歳以上

(年齢不詳を含む）



（２５）外出する際にどの程度福祉サービスを利用したいか別

3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

利用したい 716 (18.6%) 67 (7.5%) 649 (22.0%)

43 (6.0%) 5 (7.5%) 38 (5.9%)

140 (19.6%) 8 (11.9%) 132 (20.3%)

234 (32.7%) 22 (32.8%) 212 (32.7%)

49 (6.8%) 1 (1.5%) 48 (7.4%)

138 (19.3%) 13 (19.4%) 125 (19.3%)

その他 112 (15.6%) 18 (26.9%) 94 (14.5%)

1,500 (39.0%) 436 (48.8%) 1,064 (36.1%)

733 (19.1%) 178 (19.9%) 555 (18.8%)

893 (23.2%) 212 (23.7%) 681 (23.1%)

毎 日

1週間に3～6日程度

1週間に1～2日程度

○外出する際の支援としてどの程度福祉サービスを利用したいかについてみると、「利用を希望していない」
と回答した者の割合が39.0％と最も高い。また、福祉サービスを利用したい者についてみると「1週間に1日
～2日程度」と回答した者の割合が32.7％と最も高い。

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第６６表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、外出する際の支援としてどの程度
福祉サービスを利用したいか別

2週間に1～2日程度

1ヶ月に1～2日程度

利用を希望していない

分からない

不 詳

総 数



総 数 3,734 (100.0%) 785 (100.0%) 2,949 (100.0%)

0円以上～1万円未満 162 (4.3%) 120 (15.3%) 42 (1.4%)

1万円以上～3万円未満 84 (2.2%) 27 (3.4%) 57 (1.9%)

3万円以上～6万円未満 406 (10.9%) 39 (5.0%) 367 (12.4%)

6万円以上～9万円未満 504 (13.5%) 84 (10.7%) 420 (14.2%)

9万円以上～12万円未満 398 (10.7%) 78 (9.9%) 320 (10.9%)

12万円以上～15万円未満 270 (7.2%) 44 (5.6%) 226 (7.7%)

15万円以上～18万円未満 315 (8.4%) 50 (6.4%) 265 (9.0%)

18万円以上～21万円未満 385 (10.3%) 62 (7.9%) 323 (11.0%)

21万円以上～24万円未満 95 (2.5%) 8 (1.0%) 87 (3.0%)

24万円以上～27万円未満 145 (3.9%) 26 (3.3%) 119 (4.0%)

27万円以上～30万円未満 35 (0.9%) 8 (1.0%) 27 (0.9%)

30万円以上～50万円未満 182 (4.9%) 61 (7.8%) 121 (4.1%)

50万円以上～99万円未満 35 (0.9%) 17 (2.2%) 18 (0.6%)

99万円以上 - (-) - (-) - (-)

不 詳 718 (19.2%) 161 (20.5%) 557 (18.9%)

（２６）一月当たりの平均収入

18歳以上～65歳未満
65歳以上

(年齢不詳を含む）
総 数

第６７表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、一月当たりの平均収入別

○一月当たりの平均収入をみると、65歳未満では「0円以上～1万円未満」と答えた者の
割合が15.3％と最も高く、65歳以上では「6万円以上～9万円未満」と答えた割合が
14.2％と最も高い。



（２７）住民税、所得税及び生活保護の状況

総 数 3,734 (100.0%) 785 (100.0%) 2,949 (100.0%)

課税無し 1,484 (39.7%) 257 (32.7%) 1,227 (41.6%)

課税あり 1,490 (39.9%) 367 (46.8%) 1,123 (38.1%)

不 詳 760 (20.4%) 161 (20.5%) 599 (20.3%)

総 数 3,734 (100.0%) 785 (100.0%) 2,949 (100.0%)

課税無し 1,681 (45.0%) 291 (37.1%) 1,390 (47.1%)

課税あり 1,215 (32.5%) 326 (41.5%) 889 (30.1%)

不 詳 838 (22.4%) 168 (21.4%) 670 (22.7%)

総 数 3,734 (100.0%) 785 (100.0%) 2,949 (100.0%)

受給していない 2,597 (69.6%) 573 (73.0%) 2,024 (68.6%)

受給している 151 (4.0%) 56 (7.1%) 95 (3.2%)

不 詳 986 (26.4%) 156 (19.9%) 830 (28.1%)

生
活
保
護

所
得
税

住
民
税

○手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者の39.7％が住民税非課税、45.0％が所得税非課税
となっている。また生活保護を受けている者は全体の4.0％である。

総 数
18歳以上～65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第６８表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、住民税、所得税及び
生活保護の状況別



（２８）一月当たりの平均支出

総 数 3,734 (100.0%) 785 (100.0%) 2,949 (100.0%)

0円以上～1万円未満 45 (1.2%) 19 (2.4%) 26 (0.9%)

1万円以上～3万円未満 175 (4.7%) 29 (3.7%) 146 (5.0%)

3万円以上～6万円未満 453 (12.1%) 57 (7.3%) 396 (13.4%)

6万円以上～9万円未満 408 (10.9%) 65 (8.3%) 343 (11.6%)

9万円以上～12万円未満 374 (10.0%) 83 (10.6%) 291 (9.9%)

12万円以上～15万円未満 228 (6.1%) 39 (5.0%) 189 (6.4%)

15万円以上～18万円未満 280 (7.5%) 57 (7.3%) 223 (7.6%)

18万円以上～21万円未満 331 (8.9%) 68 (8.7%) 263 (8.9%)

21万円以上～24万円未満 57 (1.5%) 11 (1.4%) 46 (1.6%)

24万円以上～27万円未満 121 (3.2%) 34 (4.3%) 87 (3.0%)

27万円以上～30万円未満 17 (0.5%) 7 (0.9%) 10 (0.3%)

30万円以上～50万円未満 123 (3.3%) 42 (5.4%) 81 (2.7%)

50万円以上～99万円未満 6 (0.2%) 4 (0.5%) 2 (0.1%)

99万円以上 - (-) - (-) - (-)

分からない 484 (13.0%) 102 (13.0%) 382 (13.0%)

不詳 632 (16.9%) 168 (21.4%) 464 (15.7%)

総 数
18歳以上～65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第６９表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、一月当たりの平均支出別

○一月当たりの平均支出をみると、65歳未満では「9万円以上～12万円未満」が10.6％と最も
高く、65歳以上では「3万円以上～6万円未満」が13.4％で最も高い。



3,734 (100.0%) 785 (100.0%) 2,949 (100.0%)

468 (12.5%) 11 (1.4%) 457 (15.5%)

0円以上～1万円未満 140 (29.9%) 5 (45.5%) 135 (29.5%)

1万円以上～3万円未満 168 (35.9%) 3 (27.3%) 165 (36.1%)

3万円以上～6万円未満 83 (17.7%) 1 (9.1%) 82 (17.9%)

6万円以上～9万円未満 5 (1.1%) - (-) 5 (1.1%)

9万円以上 - (-) - (-) - (-)

不 詳 72 (15.4%) 2 (18.2%) 70 (15.3%)

1,124 (30.1%) 257 (32.7%) 867 (29.4%)

2,142 (57.4%) 517 (65.9%) 1,625 (55.1%)

（２９）通所サービス等利用時の食事の提供の有無

総 数
18歳以上～65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

○通所サービス等利用時の食事の提供の有無についてみると、「提供を受けていない」者の割合が
30.1％と最も高い。

総 数

提供を受けている

提供を受けていない

不 詳

第７０表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、通所サービス等利用時の食事の提供の
有無別



3,734 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

3,439 (92.1%) 807 (90.4%) 2,733 (92.7%)

行政機関 574 (16.7%) 163 (20.2%) 418 (15.3%)

福祉サービス提供事業所等 475 (13.8%) 43 (5.3%) 440 (16.1%)

医療機関 875 (25.4%) 251 (31.1%) 662 (24.2%)

教育機関 23 (0.7%) 71 (8.8%) 2 (0.1%)

相談支援機関 226 (6.6%) 38 (4.7%) 201 (7.4%)

社会福祉協議会 118 (3.4%) 16 (2.0%) 102 (3.7%)

障害者団体・患者会 17 (0.5%) 9 (1.1%) 8 (0.3%)

民生委員、障害者相談員 288 (8.4%) 28 (3.5%) 260 (9.5%)

家 族 2,848 (82.8%) 640 (79.3%) 2,293 (83.9%)

友人・知人 921 (26.8%) 346 (42.9%) 607 (22.2%)

その他 168 (4.9%) 38 (4.7%) 134 (4.9%)

117 (3.1%) 45 (5.0%) 74 (2.5%)

178 (4.8%) 41 (4.6%) 142 (4.8%)不 詳

（３０）困った時の相談相手

総 数

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

第７１表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、困った時の相談相手（複数回答）別

相談相手有り

（
複
数
回
答
）

誰にも相談出来ない

○困った時の相談相手についてみると、相談相手がいる者のうち65歳未満については
「家族」と答えた者の割合が最も高く79.3％、次いで「友人・知人」が42.9％、
「医療機関」が31.1％となっている。
65歳以上では、「家族」と答えた者の割合が最も高く83.9％、次いで「医療機関」が
24.2％、「友人・知人」が22.2％となっている。



3,842 (100.0%) 893 (100.0%) 2,949 (100.0%)

860 (22.4%) 241 (27.0%) 619 (21.0%)

2,704 (70.4%) 597 (66.9%) 2,107 (71.4%)

278 (7.2%) 55 (6.2%) 223 (7.6%)

2,704 (100.0%) 597 (100.0%) 2,107 (100.0%)

799 (29.5%) 23 (3.9%) 776 (36.8%)

1,036 (38.3%) 371 (62.1%) 665 (31.6%)

408 (15.1%) 122 (20.4%) 286 (13.6%)

毎日利用したい 14 (0.5%) 7 (1.2%) 7 (0.3%)

1週間に3～6日程度 13 (0.5%) 3 (0.5%) 10 (0.5%)

1週間に1～2日程度 80 (3.0%) 13 (2.2%) 67 (3.2%)

わからない（注） 301 (11.1%) 99 (16.6%) 202 (9.6%)

521 (19.3%) 213 (35.7%) 308 (14.6%)

107 (4.0%) 36 (6.0%) 71 (3.4%)

869 (32.1%) 203 (34.0%) 666 (31.6%)

（注）支援が必要なのに制度が利用できるか明確にわからない場合は、「わからない」を選択。

利用したくない

障害による日常生活を送る上での生活のし
づらさがない者

不詳

不詳

（３１）手帳非所持で、自立支援給付等を受けていない者の生活のしづらさ
及び福祉サービスの利用等の状況

○ 手帳非所持で、自立支援給付等を受けていない者のうち、70.4％が障害による日常生活を送る
上での生活のしづらさを感じている。そのうち、福祉サービスを利用しておらず、福祉サービ
スの利用を希望する者は、65歳未満で20.4％、65歳以上で13.6％となっている。

障害による日常生活を送る上での生活のしづ
らさがある者 - (a)

福祉サービスを利用している者

福祉サービスを利用していない者

福祉サービスの利用希望がある者

第７２－２表 障害による日常生活を送る上での生活のしづらさがある者、福祉サービス
の利用状況等別

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

障害による日常生活を送る上での生活のし
づらさがある者 - (a)

不詳

第７２－１表 手帳非所持かつ自立支援給付等非受給の者数、生活のしづらさの有無別

総 数
65歳未満

65歳以上
(年齢不詳を含む）

手帳非所持で、自立支援給付等を受けていな
い者



（参考）

１ 介助を必要とする者（第１８表及び第４８表）について

調査票 問９において、「３ 見守りや声掛けがあればできる」、「４ 手伝ってもらえばできる

（一部介助が必要）」、「５ 自分ではできない（全部介助が必要）」のいずれかの選択を回答した者

２ 自覚症状（第２０表及び第５１表）について（調査票 問１０－（１））

（１）全身症状・・・熱が出る、発汗・冷汗、体温調整ができない、体に力が入らない、体がだるい・

疲れやすい

（２）精神症状・・・眠れない、いらいらしやすい、もの忘れする、集中が続かない、落ち着かない・

衝動的になる、気分が沈む・意欲がわかない、適切な判断ができない、気になる

と頭を離れない・こだわりが強い、頭痛、めまい、けいれん・ひきつけ・意識消

失

（３）視覚・聴覚の症状・・・ものが見づらい・見えない、聞こえにくい・聞こえない

（４）音声・言語の症状・・・声がでない、音声・言語がはっきりしない、音声・言語が話せない

（５）胸部の症状・・・動悸、息切れ、胸痛

（６）消化器系の症状・・・下痢、便秘、腹痛

（７）咀嚼系の症状・・・かみにくい・飲み込みにくい

（８）筋骨格系・手足の症状・・・腰痛、手足の関節の動きが悪い・痛い、手足の動きが悪い・痛い、

手足のしびれ・まひ、手足の切断

（９）尿路系の症状・・・尿が出にくい・排尿時痛い、尿失禁

（10）その他の症状・・・その他

３ 病気の種類（第２１表及び第５２表）について（調査票 問１０－（２））

（１）内分泌・代謝系・・・糖尿病、甲状腺の病気、その他内分泌・代謝の病気

（２）精神・神経・・・気分障害（うつ そう）、神経症性障害（不安障害・適応障害等）、統合失調

症、摂食障害、睡眠障害、アルコール・薬物依存、認知症、その他の精神疾患、

パーキンソン病、てんかん（けいれん、ひきつけ、意識消失など）、その他の

神経の病気

（３）視覚・聴覚・・・眼の病気、耳の病気

（４）循環器系・・・高血圧症、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）、脳挫傷、狭心症・心筋梗塞、その他

の循環器系の病気

（５）消化器系・・・肺・気管支等呼吸器系の病気、胃・十二指腸の病気、肝臓・胆のうの病気、大

腸・直腸の病気、小腸の病気、その他消化器系の病気

（６）歯の病気・・・歯の病気

（７）皮膚の病気・・・皮膚の病気

（８）筋・骨格系・・・リウマチ性疾患、関節症、腰痛症（椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症等）、骨

粗鬆症、その他の筋骨格系の病気

（９）泌尿器系・・・腎臓の病気、ぼうこうの病気、その他の泌尿器系の病気

（10）免疫・血液の病気・・・免疫の病気、血液の病気

（11）その他・・・その他

（12）不明・・・不明
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―この調査
ちょうさ

は、新
あら

たな制度
せ い ど

を検討
けんとう

するためのものです―

＜生活
せ い か つ

のしづらさなどに関
か ん

する調査
ち ょ う さ

＞
（全

ぜん

国
こく

在
ざい

宅
たく

障
しょう

害
がい

児
じ

・者
しゃ

等
とう

実態
じったい

調査
ちょうさ

）

調査票
ちょうさひょう

・
め

眼
がね

鏡などを使
つか

っても、見
み

えにくい。

・音
おと

が聞
き

こえにくい。

・歩
ある

いたり
かい

階
だん

段を
のぼ

上り
お

下りすることが難
むずか

しい。

・
おも

思い
だ

出すことや
しゅう

集
ちゅう

中 することに
こん

困
なん

難を
ともな

伴 う。

・お風呂
ふ ろ

に入
はい

ったり、
い

衣
ふく

服を着
き

たりといった
み

身の
まわ

回りのことを一人
ひ と り

でするのが難
むずか

しい。

・話
はな

し
こと

言
ば

葉を使
つか

って、自分
じ ぶ ん

の考
かんが

えや気持
き も

ちを伝
つた

えたり、相手
あ い て

の 話
はなし

を聞
き

いて理解
り か い

するの

が 難
むずか

しい（例
たと

えば、理解
り か い

したり、理解
り か い

してもらうこと。）。

・ものを
も

持ち
あ

上げたり
ちい

小さなものをつまんだり、
よう

容
き

器のふたを開
あ

けたり閉
し

めたりするこ

とが難しい。

・いつも疲
つか

れているように感
かん

じたり、力
ちから

が入
はい

らなかったり、しびれ、
いた

痛みが続
つづ

いたりする。

・お金
かね

の
かん

管
り

理や
にち

日
じょう

常 の
い

意
し

思
けっ

決
てい

定が、 難
むずか

しい。

・
げん

幻
かく

覚・
もう

妄
そう

想、そう・うつ、けいれん、
やく

薬
ぶつ

物などの依存
い ぞ ん

その
た

他の
せい

精
しん

神の
しょう

障
がい

害がある。

・
たい

対
じん

人
かん

関
けい

係やコミュニケーションの
こん

困
なん

難さ、パターン
か

化した
きょう

興
み

味や
かつ

活
どう

動、
よ

読み
か

書き
のう

能
りょく

力

や
けい

計
さん

算
りょく

力 など
とっ

特
か

化された
こん

困
なん

難さ、
ふ

不
ちゅう

注
い

意、
た

多
どう

動・
しょう

衝
どう

動
てき

的な
こう

行
どう

動のいずれかがある。

・外 出
がいしゅつ

、登校
とうこう

、行事
ぎょうじ

など人
ひと

のいるところへ出
で

かけることに困難
こんなん

がある。

・
じ

児
どう

童（18
さい

歳
み

未
まん

満）の
ば

場
あい

合、
はっ

発
たつ

達
じょう

状
きょう

況 などからみて
とく

特
べつ

別の
し

支
えん

援や
はい

配
りょ

慮を
ひつ

必
よう

要としている。

この調査
ちょうさ

は、障害
しょうがい

のある方
かた

（これまでの制度
せ い ど

では障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の福祉
ふ く し

施策
し さ く

の対象
たいしょう

とならない方
かた

も含
ふく

みます。）を対象
たいしょう

として、行
おこな

う調査
ちょうさ

であり、障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を改善
かいぜん

するための基礎
き そ

資料
しりょう

を得
え

るために実施
じ っ し

されるものです。

お答
こた

えいただいた内容
ないよう

については、秘密
ひ み つ

の保護
ほ ご

に万全
ばんぜん

を期
き

すとともに、統計
とうけい

を

作
つく

る目的
もくてき

以外
い が い

には使用
し よ う

しませんので、調査
ちょうさ

へのご協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いします。

【調査
ちょうさ

の対象
たいしょう

となる方
かた

】

● 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

、療育
りょういく

手帳
てちょう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

をお持
も

ちの方
かた

● 上記
じょうき

の手帳
てちょう

は持
も

っていないが、発達
はったつ

障害
しょうがい

のある方、難病
なんびょう

、慢性
まんせい

疾患
しっかん

など

の長引
な が び

く病気
びょうき

やけが等
など

により日常
にちじょう

生活
せいかつ

のしづらさが生
しょう

じている方
かた

次
つぎ

のような方
かた

は、手帳
てちょう

を持
も

っていない方
かた

でも調査
ちょうさ

の対象
たいしょう

となります。
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ちょう

調
さ

査
ひょう

票の
き

記
にゅう

入・
へ ん

返
そ う

送について

○ この
ちょう

調
さ

査の
たい

対
しょう

象 となる
かた

方が
せ

世
たい

帯
いん

員におられる
ば

場
あい

合は、
ちょう

調
さ

査の
たい

対
しょう

象 となる
かた

方お一
ひと

人
り

につき１
さつ

冊ずつ
き

記
にゅう

入 していただき、添付
て ん ぷ

された
へん

返
しん

信
よう

用
ふう

封
とう

筒（
きっ

切
て

手
ふ

不
よう

要）にて

１２月
がつ

１６日
にち

までに最寄
も よ

りの郵便
ゆうびん

ポストに投函
とうかん

してください。

○
ほん

本
ちょう

調
さ

査は、１２月
がつ

１
にち

日
じ

時
てん

点の
じょう

状
きょう

況 に
もと

基づいて
き

記
にゅう

入 してください。

○ この
ちょう

調
さ

査
ひょう

票 は、
ちょう

調
さ

査の
たい

対
しょう

象 となる
かた

方ご
じ

自
しん

身で記
き

入
にゅう

してください。（ご本人
ほんにん

の

ご意見
い け ん

をお聞
き

きしたいので、お時間
じ か ん

をかけてもできるだけご自身
じ し ん

でご記入
きにゅう

くださ

い。）

○ ご
じ

自
しん

身で
き

記
にゅう

入 できない
かた

方につきましては、ご
か

家
ぞく

族の
かた

方、
また

又は
かい

介
ご

護をしている
かた

方、信
しん

頼
らい

できる友人
ゆうじん

の方
かた

などが
き

記
にゅう

入 を
て

手
つだ

伝ってください。

（ご
か

家
ぞく

族の
かた

方や
かい

介
ご

護をしている
かた

方などが
き

記
にゅう

入 される
ば

場
あい

合は、ご
ほん

本
にん

人の
い

意
けん

見を
き

聞い

て
き

記
にゅう

入 してください。ご自身
じ し ん

で意思
い し

表示
ひょうじ

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

は、ご家族
か ぞ く

の方
かた

や介護
か い ご

をし

ている方
かた

が本人
ほんにん

の意向
い こ う

を汲
く

み取
と

って代
か

わりに記入
きにゅう

することができます。）

○ この調査
ちょうさ

に関
かん

して、お
たず

尋ねになりたいことがある
かた

方は、
か

下
き

記の
ちょう

調
さ

査
たん

担
とう

当
まど

窓
ぐち

口まで

ご
れん

連
らく

絡ください。

○ 本調査
ほんちょうさ

の記入
きにゅう

方法
ほうほう

についてご回答
かいとう

ください。（あてはまるもの１つに○をしてく

ださい。）

１ 本人
ほんにん

がご自身
じ し ん

で記入
きにゅう

２ 本人
ほんにん

の意思
い し

を「代筆
だいひつ

」で記入
きにゅう

３ 家族
か ぞ く

や介助者
かいじょしゃ

等
など

が本人
ほんにん

の意向
い こ う

を汲
く

み取
と

って代
か

わりに記入
きにゅう

※ ご本
ほん

人
にん

以
い

外
がい

の方
かた

が回
かい

答
とう

を記
き

入
にゅう

された場
ば

合
あい

は、記
き

入
にゅう

された方
かた

とご本
ほん

人
にん

との関
かん

係
けい

について、あてはまる方
ほう

に○をしてください。

１ ご家
か

族
ぞく

２ その他
た

（ ）

【調査
ちょうさ

担当
たんとう

窓口
まどぐち

】



- 3 -

とい

問１ あなたの
ねん

年
れい

齢をお
こた

答えください。

さい

歳（平成
へいせい

２３年
ねん

１２月
がつ

１日
にち

の年齢
ねんれい

）

とい

問２ あなたの
せい

性
べつ

別をお
こた

答えください。あてはまる方
ほう

に○をしてください。

１
だん

男
せい

性 ２
じょ

女
せい

性

とい

問３ あなたのお
す

住まいの
しゅ

種
るい

類をお
こた

答えください。あてはまるもの１つに○をしてく

ださい。

１
じ

自
ぶん

分の
も

持ち
いえ

家（
ぶん

分
じょう

譲 マンションを
ふく

含む。）

２
か

家
ぞく

族の
も

持ち
いえ

家（
ぶん

分
じょう

譲 マンションを
ふく

含む。）

３
みん

民
かん

間
ちん

賃
たい

貸
じゅう

住
たく

宅（
ちん

賃
たい

貸アパート・マンション）

４
しゃ

社
たく

宅・
しょく

職
いん

員
りょう

寮 ・
き

寄
しゅく

宿
しゃ

舎等
など

の
じゅう

従
ぎょう

業
いん

員
しゅく

宿
しゃ

舎

５
こう

公
えい

営
じゅう

住
たく

宅

６
かし

貸
ま

間（部屋
へ や

を借
か

りての下宿
げしゅく

）

７ グループホーム等
など

８ その
た

他

※「グループホーム等
など

」とは、
しょう

障
がい

害
しゃ

者
じ

自
りつ

立
し

支
えん

援
ほう

法に
もと

基づくグループホームやケアホ

ーム、
ふく

福
し

祉ホームの
ほか

他、
かい

介
ご

護
ほ

保
けん

険による
にん

認
ち

知
しょう

症
たい

対
おう

応
がた

型グループホームや
じ

自
ち

治
たい

体
どく

独
じ

自の
じ

事
ぎょう

業 によるものを
ふく

含みます。
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とい

問４ あなたは誰
だれ

と一緒
いっしょ

に暮
く

らしていますか。あてはまるものすべてに○をしてくだ

さい。

※グループホーム等
など

で暮
く

らしている
ひと

人は
かい

回
とう

答する
ひつ

必
よう

要はありません。

１ 夫婦
ふ う ふ

で暮
く

らしている

２
おや

親と暮
く

らしている

３
こ

子と暮
く

らしている

４
きょう

兄
だい

弟
し

姉
まい

妹と暮
く

らしている

５ その
た

他の人
ひと

と暮
く

らしている

６
ひと

一
り

人で暮
く

らしている

とい

問５
こん

今
ご

後、どのように
く

暮らしたいと
かんが

考 えていますか。あてはまるもの１つに○をし

てください。

１ 今
いま

までと
おな

同じように
く

暮らしたい

２
ひと

一
り

人暮
ぐ

らしをしたい

３ 今
いま

は
いっ

一
しょ

緒に
す

住んでいない
か

家
ぞく

族と
いっ

一
しょ

緒に
く

暮らしたい（
けっ

結婚
こん

等
など

により
あたら

新 しい
か

家
ぞく

族と
いっ

一
しょ

緒に
く

暮らす
ば

場
あい

合を
ふく

含む。）

４ グループホーム等
など

で
く

暮らしたい

５
し

施
せつ

設で暮
く

らしたい

６ その
た

他（ ）

７ わからない

※「グループホーム等
など

」とは、
しょう

障
がい

害
しゃ

者
じ

自
りつ

立
し

支
えん

援
ほう

法に
もと

基づくグループホームやケアホ

ーム、
ふく

福
し

祉ホームの
ほか

他、
かい

介
ご

護
ほ

保
けん

険による
にん

認
ち

知
しょう

症
たい

対
おう

応
がた

型グループホームや
じ

自
ち

治
たい

体
どく

独
じ

自の
じ

事
ぎょう

業 によるものを
ふく

含みます。
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【
に ち

日
じょう

常
せ い

生
か つ

活のしづらさに
か ん

関する
し つ

質
も ん

問です。】

とい

問６
にち

日
じょう

常
せい

生
かつ

活を送
おく

る上
うえ

で障害
しょうがい

による生活
せいかつ

のしづらさが
しょう

生 じはじめた（生活
せいかつ

のしづ

らさがあると
き

気づいた）のは
なん

何
さい

歳ごろですか。

※日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で、ご自身
じ し ん

が不自由
ふ じ ゆ う

と感
かん

じた年齢
ねんれい

、又
また

は家族
か ぞ く

が気付
き づ

いた年齢
ねんれい

を

記入
きにゅう

してください。

１
さい

歳ごろ

２ わからない

とい

問７
にち

日
じょう

常
せい

生
かつ

活を送
おく

る上
うえ

で障害
しょうがい

による生活
せいかつ

のしづらさが
しょう

生 じはじめた（生活
せいかつ

のしづ

らさがあると
き

気づいた）
あと

後、生活
せいかつ

のしづらさの
ど

度
あ

合いは
へん

変
か

化していますか。あて

はまるもの１つに○をしてください。

１
へん

変
か

化していない

２ 生活
せいかつ

のしづらさが
おお

大きく（多
おお

く）なっている

３ 生活
せいかつ

のしづらさが
ちい

小さく（少
すく

なく）なっている

４ よくなったり
わる

悪くなったりしている

５ わからない

とい

問８ おおむねこの６
か げ つ

ヶ月（平成
へいせい

２３年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～平成
へいせい

２３年
ねん

１１月
がつ

３０日
にち

）の
あいだ

間 に、
しょう

障
がい

害による
にち

日
じょう

常
せい

生
かつ

活を
おく

送る上
うえ

での生活
せいかつ

のしづらさはどの
てい

程
ど

度
しょう

生 じましたか。あ

てはまるもの１つに○をしてください。

※１
しょう

障
がい

害に
かん

関
けい

係のない生活
せいかつ

のしづらさ（
か

風
ぜ

邪やけが等
など

の
いち

一
じ

時
てき

的なもの）は
ふく

含めないでください。

※２
はっ

発
せい

生が
よ

予
そく

測しにくい
しょう

症
じょう

状 （
ほっ

発
さ

作等
など

）により
けい

継
ぞく

続
てき

的な
み

見
まも

守り等
など

が
ひつ

必
よう

要な
ば

場
あい

合は、
まい

毎
にち

日としてください。

１
まい

毎
にち

日

２ １週 間
しゅうかん

に３～６日
にち

程度
て い ど

３ １週 間
しゅうかん

に１～２日
にち

程度
て い ど

４ ２週 間
しゅうかん

に１～２日
にち

程度
て い ど

５ １
か げ つ

ヶ月に１～２日
にち

程度
て い ど

６ その他
た

７
とく

特に生活
せいかつ

のしづらさはなかった
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とい

問９ おおむねこの６
か げ つ

ヶ月（平成
へいせい

２３年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～平成
へいせい

２３年
ねん

１１月
がつ

３０日
にち

）の
あいだ

間 の
にち

日
じょう

常
せい

生
かつ

活を
おく

送る
うえ

上での生活
せいかつ

のしづらさはどのようなものでしたか。あてはま

る
じょう

状
たい

態に○を１つしてください。

しょく

食
じ

事をする

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

しょく

食
じ

事の
し

支
たく

度や
あと

後
かた

片
づ

付けをする

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

６
けい

経
けん

験がない・
き

機
かい

会がない

衣
い

服
ふく

を着たり
き

脱いだり
ぬ

する

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

はい

排せつをする（トイ

レを使
つか

えるなど）

１
ひ と り

一人でできる

２
じ か ん

時間をかければ
ひ と り

一人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

にゅう

入
よく

浴をする

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

いえ

家の
なか

中を
い

移
どう

動する

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）
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み

身の
まわ

回りの
そう

掃
じ

除、
せい

整
り

理
せい

整
とん

頓をする

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

６
けい

経
けん

験がない・
き

機
かい

会がない

せん

洗
たく

濯をする

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

６
けい

経
けん

験がない・
き

機
かい

会がない

か

買い
もの

物をする

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

６
けい

経
けん

験がない・
き

機
かい

会がない

お金
かね

の
かん

管
り

理をする

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

６
けい

経
けん

験がない・
き

機
かい

会がない

薬
くすり

の
かん

管
り

理をする

１
ひと

一
り

人でできる

２
じ

時
かん

間をかければ
ひと

一
り

人でできる

３
み

見
まも

守りや
こえ

声
か

掛けがあればできる

４ 手伝
て つ だ

ってもらえばできる（
いち

一
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

５ 自分
じ ぶ ん

ではできない（
ぜん

全
ぶ

部
かい

介
じょ

助が
ひつ

必
よう

要）

６
けい

経
けん

験がない・
き

機
かい

会がない
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じ

自
ぶん

分の
い

意
し

思を
つた

伝え

る

１
だれ

誰にでも
つた

伝えることができる

２ 家族
か ぞ く

や友人
ゆうじん

など
とく

特
てい

定の
ひと

人には
つた

伝えることができる

（特定
とくてい

の事柄
ことがら

についてのみ伝
つた

えることができる場合
ば あ い

も含
ふく

みます。）

３ 介助
かいじょ

（手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や機器
き き

の使用
し よ う

等
など

）があれば伝
つた

えること

ができる

４
つた

伝えることができない

あい

相
て

手の
い

意
し

思を
り

理
かい

解

する

１
だれ

誰の
い

意
し

思でも
り

理
かい

解することができる

２ 家族
か ぞ く

や友人
ゆうじん

など
とく

特
てい

定の
ひと

人の意思
い し

は理解
り か い

することができ

る（特定
とくてい

の事柄
ことがら

についてのみ理解
り か い

することができる場合
ば あ い

も含
ふく

みます。）

３ 介助
かいじょ

（手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や機器
き き

の使用
し よ う

等
など

）があれば相手
あ い て

の意思
い し

を

理解
り か い

することができる

４
り

理
かい

解することができない

い

医
りょう

療
てき

的ケア（
ざい

在
たく

宅

における
い

医
りょう

療
てき

的な
し

支
えん

援の
ひつ

必
よう

要
せい

性）

１ 医療的
いりょうてき

ケアを受
う

けていない

２
けい

経
かん

管
えい

栄
よう

養が
ひつ

必
よう

要

３ たんの
きゅう

吸
いん

引が
ひつ

必
よう

要

４
どう

導
にょう

尿 が
ひつ

必
よう

要

５ その
た

他（ ）

ほかに、あなたが日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

る上
うえ

での生活
せいかつ

のしづらさはどのようなものがあ

りますか。

（ご
じ

自
ゆう

由にお書
か

きください。）
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【障害
しょうがい

の状態
じょうたい

等
など

に関する
かん

質問
しつもん

です。】

問
とい

１０ おおむね６
か げ つ

ヶ月
い

以内
ない

（平成
へいせい

２３年
ねん

６月
がつ

１日
にち

～平成
へいせい

２３年
ねん

１１月
がつ

３０日
にち

）に、

身体的
しんたいてき

又
また

は精神的
せいしんてき

に具
ぐ

合
あい

が
わる

悪いところはありましたか。

あてはまる方
ほう

に○をしてください。

※
いち

一
じ

時
てき

的な
か

風
ぜ

邪やけが等
など

によるものは
ふく

含めないでください。

１ はい（問
とい

１０－（１）・問
とい

１０－（２）・問
とい

１０－（３）へお進
すす

みください）

２ いいえ（問
とい

１１へお進
すす

みください）
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とい

問１０－（１） あなたの症 状
しょうじょう

はどのようなものですか。
おも

主なもの３つまでを
した

下の
ひょう

表

から
えら

選んで○をしてください。（「36 その他
た

」に該当
がいとう

する場合
ば あ い

は、具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

を記入
きにゅう

してください。）

※問
とい

１０で「１ はい」に○をした場合
ば あ い

のみ回答
かいとう

してください。

※
いち

一
じ

時
てき

的な
か

風
ぜ

邪やけが等
など

によるものは
ふく

含めないでください。

01 熱
ねつ

が出
で

る 22 動悸
ど う き

02 発汗
はっかん

・冷汗
れいかん

23 息切
い き ぎ

れ

03 体温
たいおん

調 整
ちょうせい

ができない 24 胸 痛
きょうつう

04 体
からだ

に 力
ちから

が入
はい

らない

05 体
からだ

がだるい・疲
つか

れやすい 25 下痢
げ り

06 眠
ねむ

れない 26 便秘
べ ん ぴ

07 いらいらしやすい 27 腹痛
ふくつう

08 もの忘
わす

れする

09 集 中
しゅうちゅう

が続
つづ

かない 28 かみにくい・飲
の

み込
こ

みにくい

10 落
お

ち着
つ

かない・衝動的
しょうどうてき

になる

11 気分
き ぶ ん

が沈
しず

む・意欲
い よ く

がわかない 29 腰痛
ようつう

12 適切
てきせつ

な判断
はんだん

ができない 30 手足
て あ し

の関節
かんせつ

の動
うご

きが悪
わる

い・痛
いた

い

13 気
き

になると頭
あたま

を離
はな

れない・こ 31 手足
て あ し

の動
うご

きが悪
わる

い・痛
いた

い

だわりが強
つよ

い 32 手足
て あ し

のしびれ・まひ

14 頭痛
ず つ う

33 手足
て あ し

の切断
せつだん

15 めまい

16 けいれん・ひきつけ・意識
い し き

消 失
しょうしつ

34 尿
にょう

が出
で

にくい・排 尿
はいにょう

時
じ

痛
いた

い

35 尿
にょう

失禁
しっきん

17 ものが見
み

づらい・見
み

えない

18 聞
き

こえにくい・聞
き

こえない

36 その他
た

（ ）

19 声
こえ

がでない

20 音声
おんせい

・言語
げ ん ご

がはっきりしない

21 音声
おんせい

・言語
げ ん ご

が話
はな

せない
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とい

問１０－（２） どのような
びょう

病
き

気で
からだ

体 の
ぐ

具
あい

合が
わる

悪い
じょう

状
たい

態が
しょう

生 じていますか。
おも

主なもの３つまでを
した

下の
ひょう

表 から
えら

選んで○をしてください。（「40

その他
た

」に該当
がいとう

する場合
ば あ い

は、具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

を記入
きにゅう

してください。）

※問
とい

１０で「１ はい」に○をした場合
ば あ い

のみ回答
かいとう

してください。

※知的
ち て き

障害
しょうがい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

については、問
とい

13～15 で

お聞
き

きするため、この問
とい

で回答
かいとう

する必要
ひつよう

はありません。

01 糖 尿 病
とうにょうびょう

22 肺
はい

・気管支
き か ん し

等
とう

呼吸器
こきゅうき

系
けい

の病気
びょうき

02 甲 状
こうじょう

腺
せん

の病気
びょうき

23 胃
い

・十二指腸
じゅうにしちょう

の病気
びょうき

03 その他
た

内分泌
ないぶんぴつ

・代謝
たいしゃ

の病気
びょうき

24 肝臓
かんぞう

・胆
たん

のうの病気
びょうき

25 大 腸
だいちょう

・ 直 腸
ちょくちょう

の病気
びょうき

04 気分
き ぶ ん

障 害
しょうがい

（うつ そう） 26 小 腸
しょうちょう

の病気
びょうき

05 神経症性
しんけいしょうせい

障 害
しょうがい

（不安
ふ あ ん

障 害
しょうがい

・ 27 その他
た

消化器
しょうかき

系
けい

の病気
びょうき

適応
てきおう

障 害
しょうがい

等
など

）

06 統合
とうごう

失 調 症
しっちょうしょう

28 歯
は

の病気
びょうき

07 摂 食
せっしょく

障 害
しょうがい

08 睡眠
すいみん

障 害
しょうがい

29 皮膚
ひ ふ

の病気
びょうき

09 アルコール・薬物
やくぶつ

依存
い ぞ ん

10 認知症
にんちしょう

30 リウマチ性
せい

疾患
しっかん

11 その他
た

の精神
せいしん

疾患
しっかん

31 関節症
かんせつしょう

12 パーキンソン病
びょう

32 腰痛症
ようつうしょう

（椎間板
ついかんばん

ヘルニア・脊 柱
せきちゅう

13 てんかん(けいれん、ひきつけ、 管
かん

狭 窄 症
きょうさくしょう

等
など

）

意識
い し き

消 失
しょうしつ

など） 33 骨粗鬆症
こつそしょうしょう

14 その他
た

の神経
しんけい

の病気
びょうき

34 その他
た

の筋骨
きんこっ

格
かく

系
けい

の病気
びょうき

15 眼
め

の病気
びょうき

35 腎臓
じんぞう

の病気
びょうき

16 耳
みみ

の病気
びょうき

36 ぼうこうの病気
びょうき

37 その他
た

の泌
ひ

尿器
にょうき

系
けい

の病気
びょうき

17 高血圧症
こうけつあつしょう

18 脳
のう

卒 中
そっちゅう

（脳出血
のうしゅっけつ

､脳
のう

梗塞
こうそく

等
など

） 38 免疫
めんえき

の病気
びょうき

19 脳
のう

挫傷
ざしょう

39 血液
けつえき

の病気
びょうき

20 狭 心 症
きょうしんしょう

・心筋
しんきん

梗塞
こうそく

21 その他
た

の循環器
じゅんかんき

系
けい

の病気
びょうき

40 その他
た

（ ）

41 不明
ふ め い
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とい

問１０－（３） どのくらい
い

医
りょう

療
き

機
かん

関にかかっていますか。もっとも
ちか

近いもの１つに

○をしてください。

※問
とい

１０で「１ はい」に○をした場合
ば あ い

のみ回答
かいとう

してください。

※風邪
か ぜ

やけが等
など

の一時的
いちじてき

なものを除
のぞ

き、身体的
しんたいてき

または精神的
せいしんてき

に具合
ぐ あ い

が

悪
わる

いために医療
いりょう

機関
き か ん

にかかっている回数
かいすう

についてお答
こた

えください。

※往診
おうしん

、訪問
ほうもん

診療
しんりょう

の回数
かいすう

を含みます。

１ １
しゅう

週
かん

間に４
かい

回
い

以
じょう

上 ５ ３
か げ つ

ヶ月に１
かい

回
てい

程
ど

度

２ １
しゅう

週
かん

間に１～３
かい

回 ６ ６
か げ つ

ヶ月に１
かい

回
てい

程
ど

度

３ ２
しゅう

週
かん

間に１
かい

回
てい

程
ど

度 ７
にゅう

入
いん

院
ちゅう

中

４ １
か げ つ

ヶ月に１
かい

回
てい

程
ど

度 ８
い

医
りょう

療
き

機
かん

関にかかっていない

とい

問１１
こう

公
ひ

費
ふ

負
たん

担
い

医
りょう

療
せい

制
ど

度を
り

利
よう

用していますか。あてはまるものすべてに○をしてく

ださい。

１
じ

自
りつ

立
し

支
えん

援
い

医
りょう

療 （
いく

育
せい

成
い

医
りょう

療 、
こう

更
せい

生
い

医
りょう

療 ）

２
じ

自
りつ

立
し

支
えん

援
い

医
りょう

療 （
せい

精
しん

神
つう

通
いん

院
い

医
りょう

療 ）

３
とく

特
てい

定
しっ

疾
かん

患
ち

治
りょう

療
けん

研
きゅう

究
じ

事
ぎょう

業 による
い

医
りょう

療
ひ

費
じょ

助
せい

成
せい

制
ど

度

４
しょう

小
に

児
まん

慢
せい

性
しっ

疾
かん

患
ち

治
りょう

療
けん

研
きゅう

究
じ

事
ぎょう

業 による
い

医
りょう

療
ひ

費
じょ

助
せい

成
せい

制
ど

度

５
せい

生
かつ

活
ほ

保
ご

護による
い

医
りょう

療
ふ

扶
じょ

助

６
ち

地
ほう

方
じ

自
ち

治
たい

体による
しょう

障
がい

害
しゃ

者
い

医
りょう

療
ひ

費
じょ

助
せい

成
せい

制
ど

度（
じゅう

重
ど

度
しょう

障
がい

害
しゃ

者
い

医
りょう

療
ひ

費
じょ

助
せい

成
せい

制
ど

度

等
など

）

７ その
た

他の医療費
いりょうひ

助成
じょせい

制度
せ い ど

８ 利用
り よ う

したいが、利用
り よ う

できない

９
り

利
よう

用していない（８に○をつけた場合
ば あ い

を除
のぞ

く。）

とい

問１２
しょう

障
がい

害の原因
げんいん

についてお答
こた

えください。（あてはまるものすべてに○を

してください。）

１
びょう

病
き

気 ５
か

加
れい

齢

２
じ

事
こ

故・けが ６ その
た

他

３
さい

災
がい

害 ７ わからない

４
しゅっ

出
しょう

生
じ

時の
そん

損
しょう

傷
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とい

問１３ これまで
ち

知
てき

的
しょう

障
がい

害として
はん

判
てい

定・
しん

診
だん

断されたことはありますか。あてはまる方
ほう

に○をしてください。

※療育
りょういく

手帳
てちょう

をお持
も

ちの人
ひと

は、問
とい

１６-（１）でお聞
き

きしますので、この問
とい

で回答
かいとう

する必要
ひつよう

はありません。

１ はい

２ いいえ

とい

問１４ これまで
はっ

発
たつ

達
しょう

障
がい

害として
しん

診
だん

断されたことはありますか。あてはまる方
ほう

に○を

してください。

※
はったつ

発達
しょうがい

障害とは、自閉症
じへいしょう

、アスペルガー
しょうこうぐん

症候群その他
た

の
こうはんせい

広汎性
はったつ

発達
しょうがい

障害、
がくしゅう

学習
しょうがい

障害、
ちゅうい

注意
けっかん

欠陥
た ど う せ い

多動性
しょうがい

障害などをいいます。

１ はい

２ いいえ

問
とい

１５ これまで
こう

高
じ

次
のう

脳
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害として
しん

診
だん

断されたことはありますか。あてはまる方
ほう

に○をしてください。

※高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

とは、一般
いっぱん

に、外傷性
がいしょうせい

脳
のう

損傷
そんしょう

、脳
のう

血管
けっかん

障害
しょうがい

等
など

により脳
のう

に

損傷
そんしょう

を受
う

けその後遺症
こういしょう

等
など

として生
しょう

じた記憶
き お く

障害
しょうがい

、注意
ちゅうい

障害
しょうがい

、社
しゃ

会的
かいてき

行動
こうどう

障害
しょうがい

などの認知
に ん ち

障害
しょうがい

等
など

を指
さ

すものとされており、具体的
ぐたいてき

には、「会話
か い わ

がうま

くかみ合
あ

わない」、「段取
だ ん ど

りをつけて物事
ものごと

を 行
おこな

うことができない」等
など

の症 状
しょうじょう

があります。

１ はい

２ いいえ
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【
しょう

障
が い

害
し ゃ

者に
か ん

関する手帳
てちょう

に
か ん

関する
し つ

質
も ん

問です。】

とい

問１６
しょう

障
がい

害
しゃ

者に
かん

関する
て

手
ちょう

帳 をお
も

持ちですか。あてはまる方
ほう

に○をしてください。

１ もっている （問
とい

１６－（１）へお進
すす

みください）

２ もっていない （問
とい

１６－（５）へお進
すす

みください）

とい

問１６－（１） （
しょう

障
がい

害
しゃ

者に関
かん

する
て

手
ちょう

帳 をもっている
かた

方）お
も

持ちの
て

手
ちょう

帳 の
しゅ

種
るい

類はど

れですか。（もっているものすべてに○をしてください。）

１
しん

身
たい

体
しょう

障
がい

害
しゃ

者
て

手
ちょう

帳 （問
とい

１６－（２）へお進
すす

みください）

２
りょう

療
いく

育
て

手
ちょう

帳 （
あい

愛の
て

手
ちょう

帳 、
あい

愛
ご

護
て

手
ちょう

帳 、みどりの手帳
てちょう

等
など

）問
とい

１６－（３）へお進
すす

み

ください）

３
せい

精
しん

神
しょう

障
がい

害
しゃ

者
ほ

保
けん

健
ふく

福
し

祉
て

手
ちょう

帳 （問
とい

１６－（４）へお進
すす

みください）

とい

問１６－（２） （
しん

身
たい

体
しょう

障
がい

害
しゃ

者
て

手
ちょう

帳 をもっている
かた

方）
しん

身
たい

体
しょう

障
がい

害の
しゅ

種
るい

類と
とう

等
きゅう

級 はど

のように
にん

認
てい

定されていますか。
しょう

障
がい

害の
しゅ

種
るい

類ごとに
がい

該
とう

当する
とう

等
きゅう

級 に○

をつけてください。（あてはまるものすべて）

しょう

障
がい

害の
しゅ

種
るい

類
とう

等
きゅう

級

し

視
かく

覚
しょう

障
がい

害 １ ２ ３ ４ ５ ６ ・

ちょう

聴
かく

覚
しょう

障
がい

害 ・ ２ ３ ４ ・ ６ ・

へい

平
こう

衡
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害 ・ ・ ３ ・ ５ ・ ・

おん

音
せい

声・
げん

言
ご

語・そしゃく
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害 ・ ・ ３ ４ ・ ・ ・

し

肢
たい

体
ふ

不
じ

自
ゆう

由（
じょう

上
し

肢） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

し

肢
たい

体
ふ

不
じ

自
ゆう

由（
か

下
し

肢） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

し

肢
たい

体
ふ

不
じ

自
ゆう

由（体
たい

幹
かん

） １ ２ ３ ・ ５ ・ ・

し

肢
たい

体
ふ

不
じ

自
ゆう

由（
のう

脳
げん

原
せい

性
うん

運
どう

動
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害・
じょう

上
し

肢
き

機
のう

能） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

し

肢
たい

体
ふ

不
じ

自
ゆう

由（
のう

脳
げん

原
せい

性
うん

運
どう

動
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害・
い

移
どう

動
き

機
のう

能） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

しん

心
ぞう

臓
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害 １ ・ ３ ４ ・ ・ ・
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問
とい

１６－（３） （
りょう

療
いく

育
て

手
ちょう

帳 をもっている
かた

方）
ち

知
てき

的
しょう

障
がい

害の程度
て い ど

はどのように
はん

判
てい

定

されていますか。
りょう

療
いく

育
て

手
ちょう

帳 に
き

記
さい

載されている障害
しょうがい

の程度
て い ど

（Ａ、Ｂ等
など

）

をお
こた

答えください。

とい

問１６－（４） （
せい

精
しん

神
しょう

障
がい

害
しゃ

者
ほ

保
けん

健
ふく

福
し

祉
て

手
ちょう

帳 をもっている
かた

方）
せい

精
しん

神
しょう

障
がい

害の
とう

等
きゅう

級 は

どのように
はん

判
てい

定されていますか。
せい

精
しん

神
しょう

障
がい

害
しゃ

者
ほ

保
けん

健
ふく

福
し

祉
て

手
ちょう

帳 に
き

記
さい

載さ

れている
とう

等
きゅう

級 をお
こた

答えください。（あてはまるもの１つ）

１ １
きゅう

級

２ ２
きゅう

級

３ ３
きゅう

級

とい

問１６－（５） （
しょう

障
がい

害
しゃ

者に関
かん

する
て

手
ちょう

帳 をもっていない
かた

方）
しょう

障
がい

害
しゃ

者に関
かん

する
て

手
ちょう

帳 を

もっていない
り

理
ゆう

由は
なに

何ですか。あてはまるもの１つに○をしてくださ

い。

１
しょう

障
がい

害の
しゅ

種
るい

類や
てい

程
ど

度が
て

手
ちょう

帳 の
き

基
じゅん

準 にあてはまらない。

２
て

手
ちょう

帳 の
せい

制
ど

度や
しゅ

取
とく

得の
て

手
つづ

続きがわからない。

３
とく

特に
て

手
ちょう

帳 がなくても
こま

困らない。

４
て

手
ちょう

帳 を
も

持ちたくない。

５ その
た

他（ ）

こ

呼
きゅう

吸
き

器
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害 １ ・ ３ ４ ・ ・ ・

じん
ぞう

臓
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害 １ ・ ３ ４ ・ ・ ・

ぼうこう・
ちょく

直
ちょう

腸
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害 １ ・ ３ ４ ・ ・ ・

しょう

小
ちょう

腸
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害 １ ・ ３ ４ ・ ・ ・

ヒト免疫
めんえき

不全
ふ ぜ ん

ウイルスによる免疫
めんえき

機能
き の う

障害
しょうがい １ ２ ３ ４ ・ ・ ・

かん

肝
ぞう

臓
き

機
のう

能
しょう

障
がい

害 １ ２ ３ ４ ・ ・ ・

総合
そうごう

判定
はんてい

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

に記載
き さ い

された等 級
とうきゅう

） １ ２ ３ ４ ５ ６ ・
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【福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

に関
かん

する質
しつ

問
もん

です。】

とい

問１７
しょう

障
がい

害
しゃ

者
じ

自
りつ

立
し

支
えん

援
ほう

法による
ふく

福
し

祉サービスを
り

利
よう

用していますか。あてはまるもの

１つに○をしてください。

１
り

利
よう

用している （問
とい

１７－（１）へお進
すす

みください）

２ 利用
り よ う

したいが、利用
り よ う

できない

３
り

利
よう

用していない（２に○をつけた場合
ば あ い

を除
のぞ

く。）

とい

問１７－（１）（サービスを利用
り よ う

している
かた

方はお答
こた

えください）
しょう

障
がい

害
てい

程
ど

度
く

区
ぶん

分の
にん

認
てい

定

を
う

受けていますか。また、
にん

認
てい

定を
う

受けている
かた

方は、
しょう

障
がい

害
てい

程
ど

度
く

区
ぶん

分はい

くつですか。あてはまるもの１つに○をしてください。

１
にん

認
てい

定を
う

受けている

→
げん

現
ざい

在の
しょう

障
がい

害
てい

程
ど

度
く

区
ぶん

分はいくつですか。
がい

該
とう

当する
く

区
ぶん

分に○をつけて

ください。 （１・２・３・４・５・６）

２ 申請
しんせい

したが、
ひ

非
がい

該
とう

当だった

３ 申請
しんせい

をしていない

４ 申請中
しんせいちゅう

とい

問１８
かい

介
ご

護
ほ

保
けん

険
ほう

法によるサービスを
り

利
よう

用していますか。あてはまるもの１つに○を

してください。

１
り

利
よう

用している （問
とい

１８－（１）へお進
すす

みください）

２ 利用
り よ う

したいが、利用
り よ う

できない

３
り

利
よう

用していない（２に○をつけた場合
ば あ い

を除
のぞ

く。）

とい

問１８－（１） （サービスを
り

利
よう

用している
かた

方はお答
こた

えください）
よう

要
かい

介
ご

護
ど

度はいくつ

ですか。
がい

該
とう

当する
よう

要
かい

介
ご

護
ど

度に○をしてください。

よう

要
し

支
えん

援１・
よう

要
し

支
えん

援２

よう

要
かい

介
ご

護１・
よう

要
かい

介
ご

護２・
よう

要
かい

介
ご

護３・
よう

要
かい

介
ご

護４・
よう

要
かい

介
ご

護５
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【
に ち

日常
じょう

生
せい

活
かつ

上
じょう

の支援
し え ん

の
じょう

状
きょう

況 と
き

希
ぼ う

望に
か ん

関する
し つ

質
も ん

問です。】

とい

問１９
じ

自
たく

宅において、
にち

日
じょう

常
せい

生
かつ

活
じょう

上 の
し

支
えん

援（食事
しょくじ

や入浴
にゅうよく

等
など

の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の
し

支
えん

援）

を
だれ

誰からどの
てい

程
ど

度
う

受けていますか。
し

支
えん

援の
しゅ

種
るい

類ごとに
う

受けている
かい

回
すう

数にもっと

も
ちか

近いものに１つ○をしてください。

※グループホーム等
など

で暮
く

らしている
ひと

人は
かい

回
とう

答する
ひつ

必
よう

要はありません。

ふく

福
し

祉サービスを
り

利
よう

用して

いる（ホームヘルパー等
など

）

家
か

族
ぞく

等
など

（（親戚
しんせき

、近所
きんじょ

の人
ひと

、

友人
ゆうじん

等
など

を含
ふく

む。）から
し

支
えん

援

を
う

受けている

その
た

他（有償
ゆうしょう

ボランティ

ア、私費
し ひ

ヘルパー、家政婦
か せ い ふ

家政婦
か せ い ふ

等
など

を含
ふく

む。）

１
まい

毎
にち

日

２ １
しゅう

週
かん

間に 3～6
にち

日
てい

程
ど

度

３ １
しゅう

週
かん

間に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

４ その
た

他

５ 利
り

用
よう

していない

１
まい

毎
にち

日

２ １
しゅう

週
かん

間に 3～6
にち

日
てい

程
ど

度

３ １
しゅう

週
かん

間に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

４ その
た

他

５
し

支
えん

援を
う

受けていない

１
まい

毎
にち

日

２ １
しゅう

週
かん

間に 3～6
にち

日
てい

程
ど

度

３ １
しゅう

週
かん

間に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

４ その
た

他

５
し

支
えん

援を
う

受けていない

「福祉
ふ く し

サービスを利用
り よ う

している（ホームヘルパー等
など

）」の１・２・３・４に○をされた方
かた

は

問
とい

１９－（１）にお進
すす

みください。

とい

問１９－（１） （
ふく

福
し

祉サービスを
り

利
よう

用している
かた

方はお答
こた

えください）１
しゅう

週
かん

間
あ

当たり
へい

平
きん

均して
なん

何
じ

時
かん

間
てい

程
ど

度
り

利
よう

用しましたか。あてはまるもの１つに○をして

ください。

１ ５
じ

時
かん

間
い

以
ない

内

２ ６～１０
じ

時
かん

間

３ １１～１５
じ

時
かん

間

４ １６～２０
じ

時
かん

間

５ ２１
じ

時
かん

間
い

以
じょう

上
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とい

問２０
じ

自
たく

宅において、
にち

日
じょう

常
せい

生
かつ

活
じょう

上 の
し

支
えん

援（食事
しょくじ

や入浴
にゅうよく

等
など

の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の
し

支
えん

援）

を
う

受けるため、
ふく

福
し

祉サービス（ホームヘルパー等
など

）をどの
てい

程
ど

度
り

利
よう

用したいです

か。あてはまるもの１つに○をしてください。

１
まい

毎
にち

日

２ １
しゅう

週
かん

間に 3～6
にち

日
てい

程
ど

度

３ １
しゅう

週
かん

間に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

４ わからない

５
り

利
よう

用したくない

「自宅
じ た く

において、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

（食事
しょくじ

や入浴
にゅうよく

等
など

の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

）を受
う

けるため、福祉
ふ く し

サ

ービスをどの程度
て い ど

利用
り よ う

したいですか。」の１・２・３・４に○をされた方
かた

は問
とい

２０－（１）にお進
すす

み

ください。

とい

問２０－（１）
じ

自
たく

宅において、
にち

日
じょう

常
せい

生
かつ

活
じょう

上 の
し

支
えん

援（食事
しょくじ

や入浴
にゅうよく

等
など

の日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の
し

支
えん

援）を
う

受けるため、
ふく

福
し

祉サービス（ホームヘルパー等
など

）を１
しゅう

週
かん

間
あ

当た

り
へい

平
きん

均して
なん

何
じ

時
かん

間
てい

程
ど

度
り

利
よう

用したいですか。あてはまるもの１つに○をして

ください。

１ ５
じ

時
かん

間
い

以
ない

内

２ ６～１０
じ

時
かん

間

３ １１～１５
じ

時
かん

間

４ １６～２０
じ

時
かん

間

５ ２１
じ

時
かん

間
い

以
じょう

上
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【
に っ

日
ちゅう

中
か つ

活
ど う

動の
じょう

状
きょう

況 と
き

希
ぼ う

望に
か ん

関する
し つ

質
も ん

問です。】

とい

問２１
にっ

日
ちゅう

中 はどのように
す

過ごしていますか。あてはまるものすべてに○をしてくだ

さい。

１
せい

正
しょく

職
いん

員として
はたら

働 いている

２ 正職員
せいしょくいん

以外
い が い

（アルバイト、パート、契約
けいやく

職員
しょくいん

、派遣
は け ん

職員
しょくいん

、日雇
ひ や と

い等
など

）と

して働
はたら

いている

３
じ

自
えい

営
ぎょう

業 をしている（
いえ

家の
し

仕
ごと

事を
て

手
つだ

伝っている）

４
しょう

障
がい

害
しゃ

者のための
つう

通
しょ

所サービスを
り

利
よう

用している

（
ち

地
いき

域
かつ

活
どう

動
し

支
えん

援センターや
さ

作
ぎょう

業
しょ

所等
など

を
ふく

含む）

５
かい

介
ご

護
ほ

保
けん

険の
つう

通
しょ

所サービスを
り

利
よう

用している

６
びょう

病
いん

院等
など

のデイケアを
り

利
よう

用している

７ リハビリテーションを受
う

けている

８
がっ

学
こう

校に
かよ

通っている

９
ほ

保
いく

育
えん

園・
よう

幼
ち

稚
えん

園に
かよ

通っている

１０
しょう

障
がい

害
じ

児の
つう

通
えん

園
し

施
せつ

設に
かよ

通っている

１１ 社会
しゃかい

活動
かつどう

（ボランティアなど）を行
おこな

っている

１２ 家庭
か て い

で家事
か じ

、育児
い く じ

、介護
か い ご

などを行
おこな

っている

１３
か

家
てい

庭
ない

内で
す

過ごしている

１４ その
た

他

とい

問２２
にっ

日
ちゅう

中 はどのように
す

過ごしたいと
かんが

考 えていますか。あてはまる方
ほう

に○をして

ください。

１ 今
いま

までと
おな

同じように
す

過ごしたい

２ 今
いま

までとは
ちが

違う
にっ

日
ちゅう

中 の
す

過ごし
かた

方をしたい （問
とい

２２－（１）へお進
すす

みくださ

い）
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とい

問２２－（１）（今
いま

までとは
ちが

違う日 中
にっちゅう

の
す

過ごし
かた

方をしたい
かた

方）どのように
す

過ごしたい

ですか。あてはまるものすべてに○をしてください。

１
せい

正
しょく

職
いん

員として
はたら

働 きたい

２ 正職員
せいしょくいん

以外
い が い

（アルバイト、パート、契約
けいやく

職員
しょくいん

、派遣
は け ん

職員
しょくいん

、日雇
ひ や と

い等
など

）として働
はたら

きたい

３
じ

自
えい

営
ぎょう

業 をしたい（
いえ

家の
し

仕
ごと

事を
て

手
つだ

伝いたい）

４
しょう

障
がい

害
しゃ

者のための
つう

通
しょ

所サービスを
り

利
よう

用したい

（
ち

地
いき

域
かつ

活
どう

動
し

支
えん

援センターや
さ

作
ぎょう

業
しょ

所等
など

を
ふく

含む）

５
かい

介
ご

護
ほ

保
けん

険の
つう

通
しょ

所サービスを
り

利
よう

用したい

６
びょう

病
いん

院等
など

のデイケアを
り

利
よう

用したい

７ リハビリテーションを受
う

けたい

８
がっ

学
こう

校に
かよ

通いたい

９
ほ

保
いく

育
えん

園・
よう

幼
ち

稚
えん

園に
かよ

通いたい

１０
しょう

障
がい

害
じ

児の
つう

通
えん

園
し

施
せつ

設に
かよ

通いたい

１１ 社会
しゃかい

活動
かつどう

（ボランティアなど）を行
おこな

いたい

１２ 家庭
か て い

で家事
か じ

、育児
い く じ

、介護
か い ご

などを行
おこな

いたい

１３ 家
か

庭
てい

内
ない

で過
す

ごしたい

１４ その他
た
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【
が い

外
しゅつ

出 の
じょう

状
きょう

況 と
き

希
ぼ う

望に
か ん

関する
し つ

質
も ん

問です。】

とい

問２３ おおむねこの１年
ねん

（平成
へいせい

２２年
ねん

１１月
がつ

３０日
にち

～平成
へいせい

２３年
ねん

１１月
がつ

３０日
にち

）の
あいだ

間 に、どの
てい

程
ど

度
がい

外
しゅつ

出 しましたか。あてはまるもの１つに○をしてください。

１
まい

毎
にち

日

２ １
しゅう

週
かん

間に 3～6
にち

日
てい

程
ど

度

３ １
しゅう

週
かん

間に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

４ ２
しゅう

週
かん

間に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

５ １
か げ つ

ヶ月に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

６ その
た

他

７
がい

外
しゅつ

出 していない

とい

問２４
がい

外
しゅつ

出 をするときに
し

支
えん

援が
ひつ

必
よう

要ですか。あてはまるもの１つに○をしてくださ

い。

１ いつも
し

支
えん

援が
ひつ

必
よう

要

２
な

慣れた
ば

場
しょ

所には
ひと

一
り

人で
い

行けるが、それ
い

以
がい

外は
し

支
えん

援が
ひつ

必
よう

要

３ 普段
ふ だ ん

は
ひと

一
り

人で
い

行けるが、
ちょう

調
し

子が
わる

悪い
ば

場
あい

合は
し

支
えん

援が
ひつ

必
よう

要

４ その
た

他

５ いつも
ひと

一
り

人で
がい

外
しゅつ

出 できる

「外出
がいしゅつ

をするときに支援
し え ん

が必要
ひつよう

ですか」の１・２・３・４に○をされた方
かた

は問
とい

２４－（１）にお進
すす

みください。

とい

問２４－（１）
ひと

一
り

人で
がい

外
しゅつ

出 できない
ば

場
あい

合、どのように
がい

外
しゅつ

出 していますか。あてはま

るものすべてに○をしてください。

１
ふく

福
し

祉サービスを
り

利
よう

用している

２
ふく

福
し

祉タクシー等
など

の
い

移
そう

送サービスを
り

利
よう

用している

３
か

家
ぞく

族に
つ

付き
そ

添ってもらっている

４
ゆう

友
じん

人や
ち

知
じん

人、ボランティア等
など

に
つ

付き
そ

添ってもらっている

５ その
た

他

※福祉
ふくし

サービスは、移動
いどう

支援
しえん

、行動
こうどう

援護
えんご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

等
など

をいいます。
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とい

問２５
がい

外
しゅつ

出 する
さい

際の
し

支
えん

援として、
ふく

福
し

祉サービスをどの
てい

程
ど

度
り

利
よう

用したいですか。あて

はまるもの１つに○をしてください。

※福祉
ふ く し

サービスは、移動
い ど う

支援
し え ん

、行動
こうどう

援護
え ん ご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

等
など

をいいます。

１
まい

毎
にち

日

２ １
しゅう

週
かん

間に 3～6
にち

日
てい

程
ど

度

３ １
しゅう

週
かん

間に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

４ ２
しゅう

週
かん

間に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

５ １
か げ つ

ヶ月に 1～2
にち

日
てい

程
ど

度

６ その
た

他

７
り

利
よう

用を
き

希
ぼう

望していない

８ わからない
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【あなたの
しゅう

収
にゅう

入 及
およ

び税金
ぜいきん

等
など

の
じょう

状
きょう

況 に
か ん

関する
し つ

質
も ん

問です。】

とい

問２６ あなたの
ひと

一
つき

月
あ

当たりの
へい

平
きん

均
てき

的な
しゅう

収
にゅう

入 はいくらですか。

※１８
さい

歳
い

以
じょう

上 の
かた

方のみご
かい

回
とう

答ください。

（
しゅう

収
にゅう

入 がある
ば

場
あい

合は問
とい

２６－（１）へお進
すす

みください）

とい

問２６－（１）（
しゅう

収
にゅう

入 がある
かた

方） あなたの
しゅう

収
にゅう

入 の
うち

内
わけ

訳はどのようになっていま

すか。

とい

問２７ あなたの税金
ぜいきん

についてお聞
き

きします。また、
せい

生
かつ

活
ほ

保
ご

護についてお聞
き

きしま

す。あてはまる方
ほう

に○をしてください。

じゅう

住
みん

民
ぜい

税
か

課
ぜい

税されていない ・
か

課
ぜい

税されている
しょ

所
とく

得
ぜい

税
か

課
ぜい

税されていない ・
か

課
ぜい

税されている
せい

生
かつ

活
ほ

保
ご

護
じゅ

受
きゅう

給 していない ・
じゅ

受
きゅう

給 している

ひと

一
つき

月
あ

当たりの
しゅう

収
にゅう

入
やく

約
まん

万
えん

円

きゅう

給
りょう

料 ・
こう

工
ちん

賃等
など やく

約
まん

万
えん

円

障害
しょうがい

年金
ねんきん

などの公
こう

的
てき

年
ねん

金
きん

等
など やく

約
まん

万
えん

円

公的
こうてき

な手
て

当
あて やく

約
まん

万
えん

円

家族
か ぞ く

や親戚
しんせき

からの仕送
し お く

り
やく

約
まん

万
えん

円

その
た

他
やく

約
まん

万
えん

円
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【あなたの
し

支
しゅつ

出 （使
つか

っているお金
かね

）に
か ん

関する
し つ

質
も ん

問です。】

とい

問２８ あなたはご自身
じ し ん

の収 入
しゅうにゅう

のうち
ひと

一
つき

月
あ

当たりどのくらいお金
かね

を使
つか

いますか。

※１８
さい

歳
い

以
じょう

上 の
かた

方のみご
かい

回
とう

答ください

※あなたが実際
じっさい

に使
つか

っているお金
かね

の額
がく

をお答
こた

えください（一緒
いっしょ

に暮
くら

らしている人
ひと

のた

めに使
つか

っているお金
かね

の額
がく

も含
ふく

みます。）

１

（
し

支
しゅつ

出 がある
ば

場
あい

合は問
とい

２８－（１）へお進
すす

みください）

２ わからない

とい

問２８－（１）（
し

支
しゅつ

出 がある
かた

方） あなたの
し

支
しゅつ

出 の
うち

内
わけ

訳はどのようになっていますか。

ふく

福
し

祉サービスの
り

利
よう

用
しゃ

者
ふ

負
たん

担（食費
しょくひ

の

負担
ふ た ん

額
がく

を除
のぞ

く）

やく

約
まん

万
えん

円

しょく

食
ひ

費
やく

約
まん

万
えん

円
じゅうきょひ

住居費（
や ち ん

家賃）
やく

約
まん

万
えん

円
こうねつすいひ

光熱水費
やく

約
まん

万
えん

円
い り ょう ひ

医療費
やく

約
まん

万
えん

円

その
た

他
やく

約
まん

万
えん

円

（福祉
ふ く し

サービスを利用
り よ う

している方
かた

は問
とい

２８－（２）へお進
すす

みください）

とい

問２８－（２） （
ふく

福
し

祉サービスを
り

利
よう

用している
かた

方）
つう

通
しょ

所サービス等
など

を
り

利
よう

用する
さい

際に
しょく

食
じ

事の
てい

提
きょう

供 を
う

受けていますか。また、
う

受けている
ば

場
あい

合の
ひと

一
つき

月
あ

当たりの
しょく

食
ひ

費の
ふ

負
たん

担
がく

額はいくらですか。

１
う

受けている

→
ひと

一
つき

月
あ

当たりの
しょく

食
ひ

費
ふ

負
たん

担
がく

額
やく

約
まん

万 千
せん

円
えん

２
う

受けていない

ひと

一
つき

月
あ

当たりの
し

支
しゅつ

出
やく

約
まん

万
えん

円
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【その
た

他の
し つ

質
も ん

問です。】

とい

問２９ あなたは、
こま

困ったことがあったとき、どこ(
だれ

誰)に
そう

相
だん

談しますか。あてはまる

ものすべてに○をしてください。

１
ぎょう

行
せい

政
き

機
かん

関（福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

/市区
し く

町村
ちょうそん

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

窓口
まどぐち

、障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談
そうだん

所
しょ

、保健所
ほけんじょ

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター等
など

）

２
ふく

福
し

祉サービスを
てい

提
きょう

供 している
じ

事業
ぎょう

所
しょ

や
ふく

福
し

祉
し

施
せつ

設

３
い

医
りょう

療
き

機
かん

関

４
きょう

教
いく

育
き

機
かん

関（
がっ

学
こう

校等
など

）

５
そう

相
だん

談
し

支
えん

援
き

機
かん

関（
ち

地
いき

域
ほう

包
かつ

括
し

支
えん

援センター・
しょう

障
がい

害
しゃ

者
そう

相
だん

談
し

支
えん

援センター等
など

）

６
しゃ

社
かい

会
ふく

福
し

祉
きょう

協
ぎ

議
かい

会

７
しょう

障
がい

害
しゃ

者
だん

団
たい

体・患者会
かんじゃかい

８
みん

民
せい

生
い

委
いん

員や
しょう

障
がい

害
しゃ

者
そう

相
だん

談
いん

員

９
か

家
ぞく

族

１０
ゆう

友
じん

人・
ち

知
じん

人

１１ その
た

他

１２ 相談
そうだん

したいが、どこ（誰
だれ

）にも相談
そうだん

できない
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とい

問３０ あなたは、
せい

生
かつ

活をしている
なか

中で、どのような
し

支
えん

援が
ひつ

必
よう

要ですか。

（ご
じ

自
ゆう

由にお書
か

きください。）

【
い

医
りょう

療 やリハビリテーションの支援
し え ん

について】

【乳幼児期
にゅうようじき

の治療
ちりょう

・養育
よういく

や学校
がっこう

教
きょう

育
いく

の支援
し え ん

について】

【
にち

日
じょう

常
せい

生活
かつ

の支援
し え ん

について】

【
ふく

福
し

祉サービスの支援
し え ん

について】

【
しゃ

社
かい

会
さん

参
か

加・
しゅう

就
ろう

労の支援
し え ん

について】

【障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

や外出
がいしゅつ

時
じ

の支援
し え ん

について】

【権
けん

利
り

や人権
じんけん

を守
まも

るための支援
し え ん

について】

【情報
じょうほう

・コミュニケーション支援
し え ん

について】

【地域
ち い き

生活
せいかつ

における支援
し え ん

について】

【その
た

他】
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とい

問３１ あなたは、
せい

生
かつ

活をしている
なか

中で、どのようなことで
こま

困ることがありますか。

将 来
しょうらい

への不安
ふ あ ん

も含
ふく

めて、ご自由
じ ゆ う

にお書
か

きください。

（ご
じ

自
ゆう

由にお書
か

きください。）
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