
令和元年度「障害のある人の生活と福祉に関する調査」について

１．調査の実施概要

（１）調査目的

この調査は、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性
を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、滋賀県における身体障害者・知的障害者・
精神障害者（障害児を含む。以下同じ）の生活実態を把握し、令和２年度に策定する「【後
継】滋賀県障害者プラン」や今後の障害者施策を進める上での基礎データとすることを目的と
する。滋賀県における障害児・者（身体障害者・知的障害者・精神障害者）生活実態について、
調査結果を集計・分析し、「障害のある人の生活と福祉に関する調査結果報告書」を作成する。

（２）調査対象者

県内に居住し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
の中から無作為抽出した ４，０５０ 名

（３）調査方法

郵送配布・回収、無記名方式



（１）調査期間

令和元年度９月６日～９月２７日

（２）回収状況

① 配布件数 ４，０５０件

② 回収件数 １，５９５件

③ 回収率 ３９％ ※宛名不明２９４件

※無効票（白紙：２件）は除く

配布件数 回収件数 有効回収率

身体障害者 1,350件 625件 46.3％

知的障害者 1,350件 483件 35.8％

精神障害者 1,350件 487件 36.1％

合計 4,050 1,595 39.4%

２．回収状況



（１） 性別 （３） 年齢構成（％）

（２）障害種別（手帳の取得状況）※複数計上有り

３．回答者の状況

年度 男性 女性
答えたく
ない

無回答

R１ 811
（50.8％）

750
（47.0％）

８（0.5％）
26

（1.6％）

H26 1,350
（51.6％）

1,248
（47.7％）

ー
17

（0.7％）

（人）

年度 身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者
保健福祉手帳

R１ 867 529 533

H26 1,565 619 789
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（３）障害支援区分の認定の有無（％）

（４）障害支援区分の認定状況（％）※上記で受けていると回答した386名に対する％

24.2

21.3

15.6

23.3

15.6

受けている

受けていない

受けているかどうかわからない

制度を知らない

無回答

0 5 10 15 20 25 30

4.4 

10.4 

14.2 

12.4 

8.0 

16.8 

1.8 

18.7 

13.2 

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

非該当

わからない

無回答

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0



４．主な調査結果

【暮らしの状況】

（１）主な介助者（％）

（２）暮らしの場所（％）

45.5
3.8

21.8
13.7
13.4

1.5
1.5

36.5
5.7

20.7

父母

祖父母

配偶者

きょうだい

子・子の配偶者

孫・孫の配偶者

親せき

ヘルパー等

その他の人

無回答
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72.4 
11.1 

0.6
2.3

0.7
0.2

3.6
4.5

2.0 
0.5

2.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

持ち家

民間の賃貸住宅、借家

社宅、寮

公営住宅（一般向け）

公営住宅（障害者向け）

間借り・下宿、住み込み

GH等
社会福祉施設

入院中

その他

無回答



（３）将来の暮らし（％）

（４）地域で暮らすために必要なこと（％）※入所・入院中の人による回答

12.3
43.2

6.6
5.3

22.8
2.7

7.0 

一人暮らし

家族と一緒

入所施設

GH
わからない

その他

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

10.7 
4.9 

1.9 
4.9 

14.6 
14.6 

16.5 
8.7 

26.2 
16.5 

18.4 
4.9 

15.5 
2.9 

10.7 
11.7 

6.8 
27.2 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

障害者向け公営住宅、GHの充実
自宅の改修

保証人の確保

地域生活の体験

家族の理解

地域住民の理解

相談できる機関

生活訓練

介護・介助

HH・SSなどのサービス
休日夜間等の医療機関

就労による収入

年金・手当の充実

建物のバリアフリー

災害時の対応

わからない

その他

無回答



（５）相談したいと思ったこと（％）

21.2 

32.5 

28.7 

8.1 

10.5 

9.3 

4.0 

2.3 

1.6 

3.9 

5.1 

5.6 

4.1 

23.1 

4.5 

12.2 

経済的なこと

将来の生活のこと

健康

生きがい

就職

身の回りの世話のこと

親の介護

子育て

修学

友人関係

住居

職場・近隣との人間関係

恋愛や結婚

特にない

その他

無回答

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0



（６）相談する相手（％）

70.7 

9.3 

18.7 

2.3 

6.8 

3.8 

3.4 

8.5 

7.5 

1.0 

2.1 

1.9 

1.8 

0.9 

16.7 

0.8 

0.2 

0.3 

6.4 

4.1 

8.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

家族

親せき

知人・友人

近隣の人

職場の人

学校等の先生

民生委員等

相談支援専門員

市町の福祉・保健担当者

県の福祉・保健担当者

精神保健福祉センター、リハビリテーションセンター等

障害者福祉センター、聴覚・視覚障害者センター

社会福祉協議会

障害者団体

障害福祉サービス事業所

後見人等

ピアカウンセラー・ピアサポーター

障害者110番

その他

相談する人がいない

無回答



【就業・就学の状況】

（１）就労状況（％）

（２）仕事をしていない理由（％）※上記で家事、仕事をしていないを回答した740名に対する％

1.6
0.7

6.7
11.3

20.3
1.9

8.6
49.0 

自営業

内職、在宅勤務

会社員・職員（正規職員）

パート、アルバイト等（非正規職員）

福祉的就労

その他

家事（手伝い含む）

仕事をしていない

0 10 20 30 40 50 60

15.9 
21.8 

30.8 
0.4 

2.8 
2.2 

0.3 
0.5 

0.1 
3.5 

5.1 
2.3 

5.5 
3.5 

5.1 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

重度の障害のため

病気のため

高齢のため

近くに働く場所がない

自分に適した仕事がない

仕事が見つからない

近くに福祉的就労できる場がない

自分に適した福祉的就労の場がない

福祉的就労の場が見つからないため

日中活動施設に通っているため

働く必要がないため

家事や育児の専念のため

働く自信がないため

その他

無回答



（３）働きやすくするために必要な条件（％）

22.5 

27.0 

31.0 

19.2 

31.6 

17.2 

17.6 

8.4 

3.7 

18.5 

35.5 

12.6 

3.6 

13.5 

41.0 

2.5 

12.9 

17.2 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

技術習得のための訓練

就労相談

障害に応じた仕事情報

福祉施設による職場探し

障害にあった仕事内容・量

勤務時間や日数の短縮

職場までの送迎等

通院の保証

職場の設備

職場での相談相手

職場の障害理解

職場での介助者や支援者

手話通訳等のコミュニケーション支援

就労支援事業所への支援充実

障害者を雇用する企業の増加

その他

わからない

無回答



（４）通園・通学で困ったり不安なこと（％）

（５）卒園・卒業後の考え（％）

22.0 
16.4 

6.2 
9.6 

25.4 
7.3 

10.7 
16.9 

11.3 
20.3 

0.0 
21.5 

3.4 
11.3 

通園・通学先が遠い

通園・通学の方法が不便

園内や校内の介助・支援が不足

職員・教員の理解不足

職員や教員の数が不足

トイレ等の設備不十分

親の介助が必要

他の生徒等との関係不和

友達がいない

他の生徒等への迷惑が不安

希望する学級に入れない

特に困ったこと等なし

その他

無回答

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

11.3 

12.4 

6.2 

16.9 

4.5 

1.7 

18.1 

27.7 

2.8 

10.7 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

普通学校へ進学したい

特別支援学校に進学したい

大学・専門学校等に進学したい

一般の会社へ就職したい

一般の会社でパート・アルバイトしたい

自分で会社を起こしたい、自宅で仕事をしたい

福祉サービス事業所に通いたい

わからない、まだ決めていない

その他

無回答



【活動・社会参加】

（１）日常的な外出の頻度（％）

（２）日常的な外出の主な手段（％）

17.8

16.2

30.5

14.9

2.4

8.0 

10.2

ほぼ毎日

週に３～４回

週に１～２回

月に１～３回

年に数回

ほとんど出かけない

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35

20.8 

12.9 

49.8 

7.0 

8.2 

3.5 

6.2 

3.4 

15.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

徒歩

自転車

自家用車

バス

電車

タクシー

送迎者

その他

無回答



（３）日常的な外出の同行者（％）

（４）休みの日の過ごし方（人）

32.3
50.7

6.5
5.9

0.1
2.6

16.5

なし（一人で）

家族

友人、知人

ヘルパー

ボランティア

その他

無回答

0 10 20 30 40 50 60

859 
1226 

300 
228 

605 
224 

653 
661 

704 
134 

93 
20 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

友達と過ごす

買い物・外食等

スポーツ等をする

スポーツ等の鑑賞

コンサート等鑑賞

音楽等サークル活動

旅行

読書・インターネット

祭り・行事

ボランティア活動

他の障害者支援

その他



（５）休みに何もしない理由（％）

3.0 

14.9 

0.0 

41.8 

10.4 

14.9 

4.5 

16.4 

4.5 

25.4 

3.0 

13.4 

4.5 

17.9 

22.7 

時間的ゆとりがない

経済的ゆとりがない

活動場所の設備が不十分

外出・移動が困難

介助者がいない

一緒に参加する仲間がいない

適切な指導者がいない

周囲の目が気になる

活動を知らない

健康状態がよくない

参加してみたいものがない

コミュニケーションがとれない

余暇の過ごし方がわからない

その他

無回答

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0



【共生のまちづくり（普及・啓発）】

（１）権利の侵害や差別などについて（％）

17.7

16.7

8.2

4.5

3.6

1.4

5.4

8.8

1.3

1.8

2.3

1.7

2.9

17.6

5.3

39.5

16.2

じろじろ見られたり、指をさされるなど

陰口、からかい

学校・職場での仲間外れ

お金や物を取られたり、隠された

いやな仕事をさせられた

いらない物を無理やり買わされた

叩かれたり、蹴られたりした

相談しても聞いてもらえない

勝手に財産を処分された

入店や乗車を断られた

合理的配慮に応じてもらえない

性的な嫌がらせ

家族に放っておかれた

障害があることを分かってもらえなかった

その他

特にない

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45



（２）災害時に困ると思われること（％）

（３）災害時の避難のための個別計画の有無（％）

32.6 

23.8 

39.6 

33.4 

28.1 

10.1 

4.1 

42.8 

30.0 

4.8 

10.7 

9.4 

災害の状況がすぐにわからない

救助を求められない

すぐの避難が難しい

周囲の人とのコミュニケーション

必要な薬や特別な食事が手に入らない

補装具等が使いにくくなる

医療機器の電源確保

避難所生活に心身が耐えられるか

避難所のトイレ等のバリアフリー

その他

特にない

無回答

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

7.4 

83.6 

9.0 

あり

なし

無回答

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0


