
1

ご本人 52
ご本人・支援関係者　福祉 5
ご本人・支援関係者　教育 1
ご本人・支援関係者　その他 1
ご本人・家族 2
ご家族 34
ご家族・支援関係者　福祉 1
後見人など 1
支援関係者　福祉 78
支援関係者　教育 3
支援関係者　医療 4
支援関係者　その他 14
未回答 9

205

1 乳幼児 2
2 小学 5
3 中学 1
4 １５歳～１７歳 1
5 １８歳～１９歳 1
6 ２０歳～２９歳 36
7 ３０歳～３９歳 37
8 ４０歳～６４歳 61
9 ６５歳以上 11

10 未回答 50

205

☆ご本人とご家族の方へ

1 身体障害 6
2 知的障害 40
3 精神障害 16
4 発達障害 3
5 重複障害 1
6 重複障害（視覚） 1
7 身体障害・知的障害 6
8 身体障害・その他（直腸障害） 1
9 知的障害・精神障害 2

10 知的障害・発達障害 2
11 精神障害・発達障害 3
12 その他 3
13 その他（自閉症） 1
14 知的障害・その他 1

86

※支援関係者
の属性で記入
された方も含む

回答数　２０５

＜ご本人の年齢＞

＜ご記入者＞

※支援関係者
の属性で記入
された方も含む

＜障害種別＞

ご本人 
25% 

ご本人・支援

関係者 福祉 
2% 

ご本人・支援

関係者 教育 
1% 

ご本人・支援

関係者 その

他 
1% 

ご本人・家族 
1% 

ご家族 
17% 

ご家族・支援

関係者 福祉 
1% 

後見人など 
0% 

支援関係者 

福祉 
38% 

支援関係者 

教育 
1% 

支援関係者 

医療 
2% 

支援関係者 

その他 
7% 

未回答 
4% 

ご記入者 

乳幼児 
1% 

小学 
2% 

中学 
1% 

１５歳～１７歳 
1% 

１８歳～１９歳 
0% 

２０歳～２９歳 
18% 

３０歳～３９歳 
18% 

４０歳～６４歳 
30% 

６５歳以上 
5% 

未回答 
24% 

年齢 

身体障害 
7% 

知的障害 
47% 

精神障害 
19% 

発達障害 
4% 

重複

障害 
1% 

重複障

害（視

覚） 
1% 

身体障害・

知的障害 
7% 

身体障

害・その

他（直腸

障害） 
1% 

知的障害・

精神障害 
2% 

知的障害・

発達障害 
2% 

精神障害・発

達障害 
4% 

その他 
3% 

その他（自

閉症） 
1% 

知的障害・そ

の他 
1% 

障害種別 
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☆ご本人とご家族の方へ

＜手帳の有無＞

1 持っている 73
2 持っていない 11
3 未回答 12

96

4 持っている 17

☆ご本人とご家族の方へ

1 身体障害者手帳 9
2 療育手帳 42
3 精神保健福祉手帳 11
4 身体障害者・療育手帳 8
5 未回答 3

73

1 身体障害者手帳 1
2 療育手帳 14
3 精神保健福祉手帳 1
4 身体障害者・療育手帳 1

17

☆支援関係者の方へ
＜事業の種別＞

1 社会福祉 8 21 多機能型就労支援施設 1

2 教育 2 22 ＮＰＯ法人 4

3 医療 3 23 福祉作業所 3

4 就労移行支援 1 24 研究補助 1

5 就労継続支援Ａ型 1 25 民生委員・児童委員 1

6 就労継続支援Ｂ型 2 26 外出支援員 1

7 多機能型通所施設 1 27 世話人 1

8 生活介護 2 28 支援員 2

9 自立支援 2 29 給食 2

10 生活介護・就労移行支援 1 30 音訳ボランティア 1

11 訪問介護 2 31 聴覚障害者への情報支援 1

12 相談支援事業 1 32 会社員 1

13 施設入所支援 24 33 地域福祉団体 1

14 地域生活支援事業 1 34 農業 3

15 保育園 12

16 子育て支援センター 2 93

17 介護サービス 2

18
知的障害者の就労支援・グ
ループホーム

1

19 ＮＰＯ法人・居宅支援事業所 1

20 社協 1

※ご本人、ご家
族の属性で、記
入された方も含
む

○後見人・支援
関係者の属性
で、手帳を持っ
ていると回答さ
れ方の内訳

○その他、後見
人・支援関係者
の属性で、手帳
を持っていると
回答された方

＜手帳の種別＞

持ってい

る 
76% 

持ってい

ない 
11% 

未回答 
13% 

手帳の有無 

身体障害

者手帳 
12% 

療育手帳 
58% 

精神保健福

祉手帳 
15% 

身体障害

者・療育手

帳 
11% 

未回

答 
4% 

手帳の種別 
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☆支援関係者の方へ

＜事業の主な利用者＞

1 身体障害 3 11
身体障害・知的障害・発達
障害

2

2 知的障害 37 12
知的障害・精神障害・発達
障害

10

3 精神障害 1 13 身体障害・精神障害 3

4 身体障害・知的障害 8 14
高齢者福祉・児童福祉・身
体障害・知的障害・発達障

1

5 知的障害・精神障害 11 15 その他（高齢者） 1

6 知的障害・発達障害 5 16 身体障害・発達障害 1

7 知的障害　・その他（自閉症） 2 17 その他（視覚障害） 1

8
知的障害・発達障害・その
他（自閉症）

1 18 その他（乳幼児） 2

9
身体障害・知的障害・精神
障害・発達障害

5 19 その他（親子なら誰でも） 1

10
身体障害・知的障害・精神
障害

6 20 その他 2

21 未回答 16

119

1 市役所 49 21
その他（苦情相談窓口、第
３者委員会）

1

2 相談支援事業所 9 22 その他（援護の実施者） 1

3 児童相談所 6 23 その他（ケアセンター） 1

4 地域包括支援センター 8 24
その他（児童デイサービ
ス、君津地区自閉症協会）

1

5 なし 14 25
その他（学校、千葉県発達
障害者支援センター）

1

6 市役所・相談支援事業所 12 26 その他（ＮＰＯ法人ぽぴあ） 4

7 市役所　児童相談所 2 27 その他（ふる里学舎） 1

8
市役所・地域包括支援セン
ター

1 28 その他（作業所） 1

9 市役所・その他（福祉施設） 2 29
その他（入居中グループホー
ム・事務の方）

1

10
市役所・その他（東京都区
内福祉事務所）

1 30
その他（入居中グループホー
ム）

1

11 市役所・その他（病院） 1 31 未回答 67

12
市役所・地域包括支援セン
ター・その他（ケアセンターさつ
き）

1 32
相談支援事業所・その他
（リーブ）

1

13
市役所・相談支援事業所・地
域包括支援センター

2 33
その他（ながうらワークホー
ム）

4

14
市役所・相談支援事業所・児
童相談所・地域包括支援セン
ター

2 34
その他（ながうらワークホー
ム・袖ケ浦福祉センター）

1

15 その他 1 205

16 その他（学校） 1

17 その他（病院） 2

18 その他（区役所） 1

19 その他（施設内） 1

20 その他（福祉事務所） 3

※ご本人、ご
家族の種別で
書かれた方も
含む

①主な相談窓
口
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1 大いに満足している 14
2 ほぼ満足している 52
3 あまり満足していない 31
4 全く満足していない 3
5 どちらともいえない 31
6 未回答 74

205

1 とても充実している 6
2 おおむね充実している 57
3 あまり充実していない 36
4 全く充実していない 5
5 どちらともいえない 46
6 未回答 55

205

1 利用した事がある 9
2 知っている 52

3
存在は知っているが利用し
た事はない

24

4
ある事は知っているがどう
いう内容かは知らない

27

5 全く知らない 59
6 未回答 34

205

1 自分（家族）で 50
2 保健所などの検診 11
3 学校の先生から 3
4 保育園などの職員から 1
5 その他 11
6 その他（何となく） 2
7 その他（病院） 7

8
その他（勤務していた会社
の検診）

1

9 その他（中途障害、事故で） 1
10 その他（出生の時） 1

11
自分（家族）で・保育園など
の職員から

1

12 未回答 116 205

②相談窓口
の満足度

⑤障害への
気付き

③市内の相
談体制の充
実度

④相談支援
事業所の認
知度

大いに満足し

ている 
7% 

ほぼ満足して

いる 
25% 

あまり満足し

ていない 
15% 

全く満足して

いない 
2% 

どちらともい

えない 
15% 

未回答 
36% 

②相談窓口の満足度 

とても充実

している 
3% 

おおむね充

実している 
28% 

あまり充実し

ていない 
18% 

全く充実して

いない 
2% 

どちらとも

いえない 
22% 

未回答 
27% 

③市内の相談体制の充実度 
 

利用し

た事が

ある 
4% 

知っている 
25% 

存在は

知ってい

るが利用

した事は

ない 
12% 

ある事は

知ってい

るがどう

いう内容

かは知ら

ない 
13% 

全く知らな

い 
29% 

未回答 
17% 

④相談支援事業所の認知度 
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1 行政 18 21 書籍・その他（友人） 2

2 医療機関 20 22 書籍・その他（研習等） 2

3 書籍 5 23
書籍・インターネット・その
他（研修会）

1

4 インターネット 9 24
書籍　インターネット・その
他

1

5 行政・医療機関 5 25 その他 8

6 行政・インターネット 6 26
その他（勤務先の上司や
行政からの連絡）

2

7 医療機関・書籍 3 27 その他（施設） 1

8 医療機関・インターネット 3 28 その他（所属事業所） 2

9 書籍・インターネット 15 29 その他（いろいろ） 1

10
行政・その他（同じような仲
間　家族会に入会）

1 30
その他（のびろ、ひかりの
学園）

1

11 行政・医療機関・書籍 2 31 その他（新聞、テレビ） 1

12 行政・書籍・インターネット 5 32 その他（テレビ） 1

13
行政・医療・書籍・インター
ネット

5 33 その他（職場） 4

14
医療機関・書籍・インター
ネット

2 34
その他（デイサービス、学
校）

1

15
行政・書籍・インターネット・
その他（運営法人・中核支
援センター）

1 35
その他（君津地区自閉症
協会・CAS)

1

16
行政　医療機関　書籍　そ
の他（訓練施設）

1 36 その他（一般から） 1

17
行政・インターネット・その
他（職場の上司など）

1 37 その他（友人） 1

18
行政・書籍・その他（仕事、
研修等）

1 38 その他（知人　周りの人） 1

19
書籍・インターネット・その
他（研修）

1 39 その他（施設の関係知人） 1

20
行政　医療機関　書籍　イ
ンターネット　その他（研修）

2 40 その他（自閉症協会・学校) 1

41 行政　書籍 2

42 未回答 63

205

1 とても入りやすい 12
2 まあまあ入りやすい 63
3 少し入りにくい 28
4 かなり入りにくい 11
5 全く入らない 8
6 どちらともいえない 22
7 未回答 61

205

⑦情報の入
手しやすさ

⑥知識や情
報源

とても入り

やすい 
6% 

まあまあ

入りやす

い 
31% 

少し入りに

くい 
13% 

かなり入り

にくい 
5% 

全く入らな

い 
4% 

どちらとも

いえない 
11% 

未回答 
30% 

⑦情報の入手しやすさ 
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●情報が入り難い方へ。どうすれば情報や知識が入りやすくなると思いますか。

1 テレビやラジオ、インターネット、雑誌、書籍などに情報を流す。

2 わかりません。小学３年だから。

3 市や行政だけでなく、企業も努力すべきである。
4 市のHPの充実
5 入居中の支援事業所より得たい
6 回りの方々に相談にしてもなかなか理解がないので情報が入りにくいのではないか。
7 障害者に関する情報が行政の１ヵ所から集中して発信されるように願いたい
8 同じ地域での情報が得られない

9

10 テレビでとりあげる。
11 広報など
12 何を調べ何をすればよいのか分からない

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 インターネットのホームページの内容の充実

29 自宅に来訪してくれる人がいないと探し歩く事が多く、知りたいところにたどりつけない。

30

31

32

33 情報、知識を広めるシンポジウム等。

34

35 ネットワーク化が進んでいないから。行政の努力不足。

36 国の施策がもっと分かりやすいものになれば理解されやすいと思う。

37

38 情報提供場所の統一化。ここに行けば情報が分かるという明確な施設など。

39 利用者の個別的ニーズに対する的確なアプローチが十分に実践されていないこと

　相談窓口で、こちらの質問だけに対しての解答だけでなく「○○に関してはどうですか？」等聞いてもらえ
るともう少し良いと思います。聞いてもらって気付く事もあります。

学校や病院でのソーシャルワーカーを充実させ適応と成るサービスを案内しスムーズに外サービスを受け
やすくする。

障害に関する全国的な情報のネットワークが必要だと思います。転勤や移転に伴う、情報の欠落を補うこ
とが必要だと思います。

　施設を利用していたり、働いているといろいろな各種情報は入りますが、在宅でサービスを利用されてい
ない方は行政からの情報も知らない方がおります。年に数回でも各家庭を訪問する等を続けるなど、毎回
同じ方が訪問する事で少しずつ関係づくりが出来る事を期待しています。

・後見人・支
援関係者など

手紙か何かで知らせて下さい。

自ら動かないと身近に情報がない

手話通訳がいないとあらゆる情報が手に入らない。

情報の入手が市の広報誌や社協だよりなどにかぎられており、障がい者（団体）からの発信が少ない。

地域の情報についてふくしだより等で障害に関する事を取り上げた内容のコーナーに載せたり、専門の広
報を発刊する等して情報を提供していただきたい。又、小さい子向けには子育て便りなどで身近に分かり
やすく情報をいただけると良いのでは。

症例の多いケースはまだ入りやすいかも知れないが、あまり例のないケースではインターネットでも件数
が少ないのでどこで知識がと聞かれても全く手探りの状態なので分かりません。

　障害を持って産まれてきた子を持つ親には、その時点でこの先どのような支援が受けられるか等病院で
教えて欲しいと思います。税金が少し安くなるとか、特別支援を受けられるなど…。何も知らなかったの
で、普通に税金を支払い、育ててきました。

行政の広報、自分が収集しなければ全く入らない。自分から積極的にならなければ受けられない。

・ご本人・ご家
族など

家族の会で多少はえられるが、こまった時に市の福祉課に行って、話すしかない。

周りに同じ障害の人はいないので

相談支援体制の充実（中立化）広報の充実

とくにありません

専門的すぎるのか，分野が少ないのか情報が少ない。相談する医師や機関も少ない。

行政が底辺まで細かくいきとどくように

分かりやすく話してほしい

情報紙的なものが年何回か送られるとか，市役所に置いてくれるととかしていただくと助かります

自分にとってちょっと戸惑っているかと思います。雰囲気がつかめないです
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1

2 就労、偏見

3

4 わからないことがあるかどうか聞きに来てください。

5 今はないと思う。

6 死にたい。太ってる。

7 障害が治らないこと。

8 精神疾患への偏見

9 収入が少ない。結婚や将来の生活が見えない。

10 障害を隠さなくてはいけないこと

11 社会復帰

12 就労場所の確保

13

14 お薬の知識をもっと知りたい

15

16 子供の就学に向けての不安。入学先の現実の情報が入らない。

17

18 どこに何を相談し何を支援してもらえるのか全くわからない。

19

20

21 賃金をもう少し上げてほしい

22 親（保護者）が死亡した後

23

24

25

26

27

28 今施設に入っているが、ずっと入っていられない様なことを時々、いわれるので不安です。

29 特になし

30

31

32

33

34

通院時に自分で行ける為外出が困難なのにヘルパーが付かない。その為に買い物（服）が行けない。

障害を持つ子どもが段々と体が動かなくなってきて親も高齢になりめんどうを見るのが大変になってきた
事。

千葉県内のJR内房線に、駅に、いろんな食品文具のスーパーがない。長浦に飲食店少ない。路線バス本
数が少ない。スーパー銭湯がない、電気がない、頭かたいブ愛想怒られトラブルおこすもんく言うと人間関
係うまくいかない。

・ご本人・ご家
族など

役所の職員は相談事に行った時に、わからない、困っているから相談に行くのですからゆっくり、ていねい
に、わかりやすく相談にのってほしい。

障害特性などについてはだいぶ分かってきました。学校卒業後、どう安定した生活を送っていけるのか、
親亡き後のことも含め、法改正に伴い不安です。

女性で４０才、子宮の検査が受けられない。乳がんの検査はマンモグラフィを受けましたが、子宮癌の検
査は本人が嫌がるので医療機関でも取り合ってくれない。

土、日、休日に遊べる場所、施設は無い。普通の人々の利用している場所では、障害者との間でトラブル
が発生しやすい。天候などにより外出できずの場合もある。現在、日中支援に行ってますが、休日は休日
の対応となり易いですが、障害者本人は平日も休日の区別がありません。

自分も含め、当事者になってみないと障害の正しい知識がなく、障害を持つ人への対応の仕方が分からな
い。小さいうちから様々な人との関わり、自然に対応できるような社会になって欲しい。

特にありませんが、まだまだアウトワークしていない独居の方や家族の方がいると思いますので医療機関
だけでなく民生委員様等コミニティサービスを確立した方がよいと思います。

いじめ、わる口

家族全員が留守で、本人が自宅に残る時に一時的にお願いできるグループホームがあったら良い

⑧今、困っている事は何ですか

　成長の過程で、障害の表われ方が変わってきますので、医療面、心理面からの適確な、サポートが欲し
いと思います。

結婚できないこと

身近な所に受け入れる施設が少ないこと。家族が移動するときに，行かなくてはならず。専門的施設なの
に頼めば人件費がかかる。公的支援が少なすぎる。

言葉をしゃべる時と話す時，早口で聞き取りにくくなるので，ゆっくりとしゃべる時と話す時聞き取りやすくし
たいです。

難しく話されると困る。

周りに利用できる場所が少ない。もっと分かりやすくしてほしい。
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35 別にありません

36

37

38 手話通訳を無料で派遣するにも派遣の内容に制限がある。

39

40

41 利用者の高齢化・重介護化・強度行動障害者への対応

42

43

44

45 性格の不一致等による衝突が絶えない事。

46 支援機関や団体が多すぎで何をやっているかあまり分からない。

⑨必要な支援が受けられているか

1 充分に受けられている 22
2 まあまあ受けられている 56
3 あまり受けられていない 12
4 全く受けられていない 1
5 どちらともいえない 7
6 未回答 107

205

●支援が受けられていない方の理由

1 病気に対する偏見や差別、知識の少なさ。障害者が働ける環境が整っていない為。

2 考えられない

3

4

5 医療行為が必要な肢体不自由児な為、市内に宿泊の可能な施設がない。

6

7

・後見人・支
援関係者など

施設入所されている利用者が高齢で身体機能の低下が著しく歩行や食事、排泄等に介護度が高まり、現
施設での支援が段々困難になってきています。施設移行を検討する際の実施機関や医療機関とのやりと
り、進め方などわからない事が多い。

他市町村の出身者（当事者）で袖ケ浦市で（就職して）地域生活して20年以上のケースでは援護市がどこ
になるかが調整が必要になる。最終的には、袖ケ浦市にお願いせざるえないケースも多く、心苦しく思う。

・ご本人・ご家
族など

グループホームに入り地域移行（生活）がしたいが、保護者の同意がなかなか得られない。高齢化により
介護が必要になってきている。

知的障害者の方をスムーズに診ていただける病院が欲しい。特に入院する場合が厳しい現実です。

歩道が狭かったり、でこぼこの所が多い。駅にエレベーター、エスカレーターがない。駅の周りにもない。児
童館がない。

受け入れ可能な事業所が少ない為

病気に対する理解が地域近隣近所にないので特に警察官には理解してもらえなかったです。

利用法をしらない。どこに何を相談するのかわからない。

情報が入らないので、市役所に行って聞いたりしないと何も知らないまま過ぎてしまう。

病気や障害が重くなって、今までの生活が苦しくなってきた時に園状態を受け入れられる病院や施設が見
つかるかどうかが心配です。

障害者支援施設をはじめ、福祉関係従事者の待遇があまり良くないこと、仕事の内容も難しい、根気がい
るということで、スッタフとして入職される方が少ない

充分に受けら

れている 
11% 

まあまあ受け

られている 
27% 

あまり受けら

れていない 
6% 全く受けられ

ていない 
1% 

どちらとも

いえない 
3% 

未回答 
52% 

⑨必要な支援の受給度 
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8

9

10 必要な内容が個別に細かく分かれていない為、部分的にしか利用できない事が多い。

⑩どのような支援があると良いですか

1

2 就労支援
3
4

5 わからない。

6 意味もなくパトカーを呼ぶのをやめてほしいです。

7

8 支援センターの数をもっと増やして欲しい

9 市営に駐車場が無料になればよいと思います。
10

11

12

13 学校の事務所の支援が受けたい

14

15

16 肢体不自由児者への宿泊施設、日中に活動できる施設がもっと欲しい。入所施設もない。

17

18 ボランティアの方に外出時の支援をしてもらいたい。

19 長く続けてほしい

20 児童に対応するサービスが少ないようにい思う。

21

22 専門家の巡回指導や相談

23 よく分からないが、保護者が病気になった時、助けてくれる機関があればよいと思う。

24 親が元気なうちは、今は特になし。

25

26

27

28 家族全員が留守で、本人が自宅に残る時に一時的にお願いできるグループホームがあったら良い

　歩行に障害が発生した時の通院に自家用車がない方に利用できるようなシステムがあればよいなと良
いなと思います。

支援員、スタッフがある程度４０人、５０人あると、本人にあったキメ細かいサービスがある事

　一度断ったヘルパーを再びお願いしたい。ヘルパーの数を増やして欲しい。袖ケ浦市はヘルパーを付け
る事にきびしすぎる！！

・ご本人・ご家
族など

支援関係者など

もっと障害者が暮らしやすい場があれば良いと思う(相談するところ)。
タクシーの無料化。

障碍の有る人の専門就労事業所

　親も老化して、障害者の通所に対応できなくなるので、作業所の近くにケアハウス（老人用）があれば、
子供も長期間にわたり世話ができる。

　現在では障害者側からの質問にしか答えていないように思います。質問には答えるが必要以上の事は
相談にのってくれない。

移動をお願いできると助かります。又自立や社会訓練を積む為に外出支援してくれる事業所が増えると助
かります。

教育現場の整備が足りないと思う。

急に困った時で施設に預けに行けないような時、家に来てもらえるようなサービスがあったら良いと思う時
があります。

　作業所に行く時、バス停迄付き添いが無ければいけない為、家族がどうしても付き添いが出来ない場合
にガイドヘルパー等の利用ができるといいのですが。

　親が死んだ後、生活する場を保障して欲しいです。兄弟などがいてもずっとみてもらえるか、また負担に
なってしまうと思うと不安です。

無料の支援はない。支援を受けるには金がかかりすぎる。

支援やサービスに付いて、要望や改善、本人がなにも出来ないので、ちょこちょこ、訪問すると、あまり歓
迎されない様な気がする。

支援員、スタッフがある程度４０人、５０人あると、本人にあったキメ細かいサービスがある事。
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29

30

31

32 親がいるうちは良いが，いなくなってからの支援が受けられるか，将来に不安がある。

33 スポーツボランティア

34 スポーツがしたい

35 気軽にいろいろな人と接して支援とかわくにとらわれずに自由にできたらと思う。

36 楽しく有意義に過ごしています。毎日楽しく過ごしています。

37 今のままでいいです

38 今はない。年をとったら、それに対応する支援。

39

40 特になし

41 移動手段（区分が軽くて自由に出かけられない。公共交通手段が少ない。

42

43 障害者の方が利用できる日中活動の施設

44

1 とてもある 43

2 少しある 21

3 あまりない 21

4 かなりある 7

5 どちらともいえない 8

6 未回答 105

205

1 健康の事 9 11
健康の事　経済的な事　仕
事の事

1

2 経済的な事 3 12
健康の事・経済的な事・住
む場がなくなる事

2

3 仕事の事 7 13
健康の事・経済的な事・家
族の支援がなくなる事

5

4 家族の支援がなくなる事 9 14
経済的な事・仕事の事・家
族の支援がなくなる事

3

5 健康の事　経済的な事 6 15
健康の事・経済的な事・仕
事の事・家族の支援がなく
なる事

1

6
健康の事・住む場がなくな
る事

2 16
健康の事・経済的な事・仕
事の事・住む場がなくなる
事・家族の支援がなくなる

7

・後見人・支
援関係者など

　知的障害、精神障害はなかなか社会とは関われないと思いますが少人数でうけられる（大きな施設でな
く）グループホーム的なものに分散し包括だけでかかえこまない方がよいと思います

　相談を受けるという場はあるが、同行支援が必要なケースの対応は少ないと思われる。お子様の育ちに
ついての相談も大変多いので、適切な療育・訓練等を受けられる支援が多くあると良いと思います。

現施設には医療設備や医療スタッフ（特にリハビリ医療に関するソーシャルワーカーやＰＴ）が十分ではあ
りません。リハビリを施したら回復されると思われる利用者の方に満足なサービスを提供できない。

外出ボランティア・移動支援ボランティア・ガイドヘルパー・入浴サービス・訪問看護

⑪将来への不安

ホームや施設が少なく選ぶ状態でない病院等ならあう所に行けるけど待っ、自分に合わなくてもそこにい
るしかない。

現在、１８歳未満なので（土）（日）も預かってもらえるがその後心配

●不安のある方へ。どのような不安があるか。

とても

ある 
21% 

少しある 
10% 

あまりない 
10% かなりある 

4% 

どちらともい

えない 
4% 

未回答 
51% 

⑪将来への不安 
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7
健康の事・家族の支援がな
くなる事

4 17
経済的な事・仕事の事・住
む場がなくなる事・その他
（無意識心配する）

1

8 経済的な事・仕事の事 4 18

健康の事・経済的な事・仕
事の事・住む場がなくなる
事・家族の支援がなくなる
事・その他（近所付き合い）

1

9
経済的な事・家族の支援が
なくなる事

2 19
経済的な事・住む場がなく
なる事・家族の支援がなく
なる事

1

10
仕事の事　住む場がなくな
る事

1

69

1
2
3
4
5
6
7 経済的な支え。

8
経済的なもの、住居への入
居。

9
10
11
12 安定した収入源
13

14 年金を滞納した人でも障害者年金を受けられれば少しは違うと思う。

15 福祉関係の充実
16 障害者も入れるケアハウスの充実
17 家族に変わってホームステイの様な支援を行うしくみ
18 家族同様に理解して、接してくれる環境の充実
19 親なき後も入所先や行政が障害者の世話をしてくれるなら安心できます。

20

21 家族の支援がなくなった時に基本的な生活の保障がある事。
22 気軽に相談できる場所や人との関わりを将来も継続的に持ち続けられる事。

23 経済的に安定した職場の受け入れ。

24 重度の人でもできる事、居場所がもっとたくさんあるべき

25 家族以外に信頼できる支援者がいる事。働き、休日に楽しく過ごせる場がある事。

26

27 賃金がきちんとしている
28 親が亡くなった後の支援がイメージできる事
29 寮、施設などへの入居
30 よくわからないが…
31 親の死後の生活支援（一人では暮らせない為）

32 介護できなくなった時、慣れた施設にいつでも空きがあれば…。

33 他人の支えがなければ生活ができない。

・ご本人・ご家
族など

　障害特性を理解されて関わって下さるところが少ないと思います。本人の能力を出せるサポート、お仕事
を安定して続けられる環境ができたら安心できます。今は、親が頑張って高等部の実習も行う、卒業後の
行き場も探すと聞いています。学校、行政、福祉、地域の連携をここで断たれるのか？と不安です。

生活リズムが改善され、仕事的、経済的、結婚生活など出来れば不安解消につながると思う。

障がい者というだけで採用される雇用枠が国としてある事。
働く事ができる職場があれば。医師やカウンセラー、ケースワーカーの支え。
家族の理解。
病気に対する話。

経済的にある程度金銭面に余裕があったら。
全部

家族の方がいる方は不安はありませんが、一人になった時の気持ちの不安の解消

障がい者というだけで採用される雇用枠が国としてある事。

●どのような支えがあれば不安は解消されると思うか

千葉リハのような施設が欲しい。（リハをもっと利用したいが、人数が多く、家から遠く、なかなか利用でき
ない。）

仕事の斡旋、病院への交通費の補助
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34 将来的にお願いできる事が約束できれば良い

35

36 家族が一番大事だと思う。
37 福祉国家でなければ障害者に対する支援は金がかかる。不安は解消できない。

38

39 分かりやすく話してほしい
40 長く仕事ができるか？だんだん年をとっていくので長く相談に話してくれれば

41 周りの人に支えてもらえればいいなと思います。

42 家族に代わる様な施設の存在（家族死亡後）

43

44 介護が必要になった時、スムーズに介護保険施設へ入れる事。
45 病院や介護施設を増やす。施設入所中の方でも受けられるサービスを増やす。
46 家族の支援があるうちに、ない時のリハーサルが出来ると良い。
47 将来安心して生活できるように支援して欲しい
48 医療施設・設備の充実
49 成年後見人等、法的に認められた制度の利用も一つの方法かと思う

50

⑫袖ケ浦市は、障害者が暮らしやすい地域だと思いますか

1 大いに思う 24
2 少し思う 67
3 あまり思わない 24
4 全く思わない 7
5 どちらともいえない 32
6 未回答 51

205

●袖ケ浦市の暮らしやすさについて。その理由

1 車社会で高齢者障がい者が利用できるコミュニティバスがない。

2 他の市町等の内状がわからない

3 さつき台病院やさつきの家、ケアセンターさつき、ぽぴあなどがある点。職場の少ない点。

4 いろいろなしせつなどが多いから

5 さつき台病院に来て。

6 障害者が集まる場が少しはあるから。(相談するところ)
7 住んでないので。
8 自然が多い。
9 袖ヶ浦市は金持ちだと聞いたから。

10

11 私自身の障害が軽いのでよく分からない。

・後見人・支
援関係者など

　基本的には本人が自立して生活できるよう外サービスラインを作ってあげる事が大事だと思いますがくく
りやサービス　例えば介護保険や自立支援法のサービス内容をわかりやすく情報としてオープンにする、
地域社会での受け入れ体制を整備する

　やさしさを持ち話を聞いてあげ、自分でできることはやれるように援助し社会の中で生活をしていることを
実感していければ、又、どんなことでも解決をし（一緒に）喜びを味わえれば良いのではと思います。

北欧の様に個人をもっと大切に、障害のある内にかかわらず国全体がそうであってくれれば！

・ご本人・ご家
族など

家族とリーブの職員とお仕事と勉強と卓球の練習と音楽鑑賞・読書・テレビ鑑賞

普通の人々にはわかってもらえないから。わかってくれるのは医療、福祉の人々だけだから。

大いに

思う 
12% 

少し思う 
33% 

あまり思

わない 
12% 

全く思わない 
3% 

どちらともい

えない 
15% 

未回答 
25% 

⑫袖ケ浦市の暮らしやすさ 
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12

13 実際、目にしたわけではないから、何ともいえない。
14 市役所や公共施設に情報が置いてあったりするので。

15 安心といった感じを受けた事がないから、

16 車社会で高齢者障がい者が利用できるコミュニティバスがない。
17 障害者の為の通所施設が多少あり、その中でのびのびとすごせているから。
18 あまり支援を受けていないから。
19 交通・道

20 ほかとの比較はしたことがないのでわかりません。

21 窓口の対応が良い

22

23

24 医療費の公助があるから
25 病院で行政の医療費など補助はとても充実していると聞いた。
26 行政や民間の支援がわりあい近くにあり、市としても力を入れていると思います。
27 別に何も支援されていないから
28 街に出ると見かける事が多い。
29 グループホームがあったり、長浦ワークホームのような作業所もある。

30

31 他の市よりも福祉が充実しているように思います

32 他の地域の事は分からない為。（耳に入り情報は他の良いところが強調して伝わるので）

33

34 他の地域の事はわからないので

35 住んでいる家のまわりでは交通事故が多い為、散歩などの外出も安心して出かけづらい。

36 他市のお友達の話を聞くと、他市より恵まれているのかなと思います。

37 障害者を目にすることが多く。偏見が少ない様に思う

38

39 他の市町村に比べ支援が手厚いように思う。
40 駅まで遠い
41 行政支援は金だと思っているところがあるが，その割には少額である。
42 いろんな買い物にいけること
43 過ごしやすい町だと思います。いろんなスーパーがあるからです。
44 生活に不便を感じないから
45 いずらい

46

47 他に比べて、福祉施設が多いので

48 障害者の施設などが他の市より少し多いと思う。

49 グループホームや日中活動場所などの数が非常に多い。
50 市役所の窓口が親切
51 駅がバリアフリーではない。緊急時に受け入れができる病院が少ない。
52 福祉施設が他に比べてある。
53 まだ未熟ではあるが、頑張ってつくっていこうとする方々がいるから。

54

55 今働いているホームの人達をみて思いました。

都内であれば都営バス、都営地下鉄、都営駐車場が無料になる等のサポート体制（対制）が充実している
ため

人口が少ないせいかゆっくりと過ごせる。反面、交通機関が少なく、買い物や市役所、病院へ行くのに車
の運転が出来ない人にとっては大変です。

現在生活しているグループホームは利用者をとても尊重して、出来る限り利用者の考え方を優先するので
ほとんど不満が出ない状況にあります。

子供がまだ小さいので、現時点では、あまり、実感がない。将来的に経験することでわかると思う。

・後見人・支援
関係者など

障害を持っている事が分かっても、この地域でどうこの子を育てていけばよいのか？筋道が見えない、不
安な現状。

市役所でのサービスが良い　まだまだ少ないが他市に比べれば労働支援、支援学校が充実している

他の市や県の人の話を聞くと、介護サービス等はよいと思う。障害者の施設を袖ケ浦も作って欲しい。

袖ケ浦福祉センターや県立槇の実特別支援学校、のびろ学園などがあり、障害者に近燐の人々が接する
機会もある為。
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56 親身になって考えてくれます。

57 就職など親身になって考えてくれる。

58 障害者に対するアレルギーが少ない（福祉施設が多いからだと思う）

59

60 GHや作業所、施設等、他の地域と比べて福祉サービスを行う事業所が多い。

61

62 障害者の理解がもう少しあればもっと働ける場所も増えるかと思います。
63 なんとなく、周辺自治体との比較から

64

65 地域のつながりがかなり弱くなっている。

66

67

68 障害者と関わる機会自体が少ない為

69 市行政・県事業団・都事業団・民間団体等がまちまちに活動しているから。

70

71 公共機関のバリアフリー化が進んでいない。（駅など）

72

73 相談事業所、施設など多く、情報が多くあるので

74 地域で、障害のあると思われる姿を、よくお見かけするので。
75 施設やグループホームの数が他の地域より多い。
76 社会資源が多いこと、理解者も多いと思う。

77

78
79
80
81

82

83 医療福祉サービスがある程度充実している。

84 不便だから（エレベーター、エスカレーターなど）

85

86 現在の状況から見たら支援されている。

87 小児の医療　療育機関がない

88 障害者の為の施設がいくつかあるから、

89 障がい者のための施設がいくつかあるから

90

91

企業の町というイメージ。大きな会社（工場）があるのですが、障害者に対してのバックアップ等があまりに
も無さすぎる。

街中や公共施設、スーパーなどで障がい者を見かける事が多くなり、障がい者が外に出歩けるケースが
多くなっている。

　「障害者自立支援法」等、法律にしばられている事項が多々あり、市として良くやってくれていると思う
が、難しい部分もある。

歩道が狭かったり、でこぼこの所が多い。駅にエレベーター、エスカレーターがない。駅の周りにもない。児
童館がない。

精神の相談窓口が市役所内にあるとう点ではとてもよいと思いますが、身体の方の面から言えば長浦駅
などはエレベーター、エスカレーターもなく、バリアフリーになっていないのが残念（袖ケ浦駅は知りません
が…）

いろいろな支援団体（ぽぴあさん、リーブさんなど）袖ケ浦にはありますが、やはり自分から発信しないこと
には今の時代（自分でサービスを選ぶ時代）ですので、難しいと思いますが…。今も家で一日中過ごして
いる方はけっこう沢山いると思います。

道路の段差・歩道のない所もある・小さな施設では車椅子などが使い難い。　雨などが降るとまったく外に
出る事ができない。

障害への理解がまだまだ浸透されていない排除の空気がある。医師にすら行動障害を伴う利用者には敬
遠し対応が優しくありません。

ＧＨの中はまずまずとして地域社会の中でその人らしくという点ではまだまだ受け入れられていないと思う

福祉施設が何園かあるので

障害児が小学校に入学し、特別学級を利用したとしても、専門の教師がいないと聞いた為。

施設が多いため

都心部に比べてバリアフリー等が全くだめ

相談体制の充実・ＧＨや通所施設等の充実
社会復帰施設が多い。
豊かな市なので
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1

2

3 生活と密着した行政を行っていただく。

4

5

6

7 県内の交通の便をくして貰いたい。百貨店を作って貰いたい

8 衣食住のバックアップが必要。自立するために基礎的サポートが必要

9 グループホーム・老人ホーム・家

10 バスなどの交通機関がもっと増えるか、スーパーが送迎などしてくれると助かる。

11 交通安全

12 内陸部のバス交通が不便

13 交通が不便に思う。

14

15

16

17

18

19 市内に発達支援センターが必要

1 ある 37

2 多少はある 41

3 あまりない 21
4 全くない 5
5 どちらともいえない 10
6 未回答 91

205

●ある方へ。それはどこですか（誰）

1 自助グループやブログ主宰する当事者
2 病院（医師）、作業所（指導員）、家庭（母）
3 ママパパ先生など

心がきれいになれば暮らせると思います。

もっと自由が欲しい。

支援サポータがいたらいい。

　歩道が狭かったり、でこぼこの所が多い。駅にエレベーター、エスカレーターがない。駅の周りにもない。
児童館がない。を充実させて下さい。

・後見人・支
援関係者など

小さい頃から親子度も度も育ててもらえる環境、場が無い。幼児の親子教室（専門家のよる）等、又障害者
やその家族同士の関わる場が、あまり無いので孤立してしまう。また地域の活動にも入りにくい。

ハード面の整備を充実し、そこに暮らす人、一人ひとりが他人を思いやる気持ちを持ち、こまっていたら手
を貸してあげる、そんな当たり前の行動が市全体で行える社会を育てていく事。

　就業前の乳幼児期に障害がある事が分かっても、近くに療育施設がなく（君津愛児園、あゆみ園は遠
い）子ども達の発達が保障されているとはいえない。早急に療育施設をつくってほしい。

　今、行政が出来る事から少しづつでも、経済的な支援対制を進めていただけると、よりよく暮らせると感
じます。

　障害をもった人たちに暮らしやすい環境＝誰もが暮らしやすい環境という共通認識の元に施策が実施さ
れる事。

・ご本人・ご家
族など

⑬日頃の生活の中で、語り合える場や人の存在。

●暮らし難い方へ。どうしたら暮らし易くなると思うか

・ご本人・ご家
族など

当事者の方達との座談会

ある 
18% 

多少はある 
20% 

あまりない 
10% 全くない 

3% 

どちらとも

いえない 
5% 

未回答 
44% 

⑬語り合える人や場の存在 
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4 ケアセンターさつき

5

6 ボウリング仲間。父、母。
7 妹

8 義兄、義姉

9 病院、支援センター
10 地域生活支援センター、ケアセンターさつき
11 ケアセンター、病院

12

13 家族、友人、病院のデイケアのスタッフ
14 子育て支援センターや行政などの市役所
15 自助グループやブログ主宰する当事者
16 作業所の支援員やＧＨの世話人さん
17 世話人さん　事務関係の方
18 手をつなぐ育成会
19 家族
20 家族、障害者の保護者
21 学校、デイの方
22 家族・支援事業所
23 デイサービス職員、同じ立場の母親
24 君津地区自閉症協会

25 障害の会の会員、学校の親仲間

26 障害を持っている子ども達のお母さんの仲間がいる。
27 利用している施設
28 支援学校等関係者の知人
29 今通っている作業所で。
30 作業所に行っているから
31 知人

32 障害の子をもった友人

33 お友達、施設の方、ドクター

34 親同しの集りの場　障害者のサークルの場

35 市役所や介ゴ保健サービスなどの窓口へ行ける。

36 通所施設、ひまわりクラブ（同好会）、ふる里学舎

37

38

39 サークルのなかま
40 世話人
41 同じグループホームの人
42 仲間や職員
43 ＮＰＯ法人ぽぴあの相談係
44 リーブ
45 世話人さん・事務所の人
46 会社の人・支援員
47 ながうらワークホーム
48 同じ学校の保護者等
49 仲間達
50 支援学校に行っているので話しを先生、などに聞く。

51

52 支援会ギが定期的にある。
53 世話人から支援員そして事務局と対応
54 支援員さん

55 同じ利用者の方、その他に日中活動の職員の方

健常者は障害にならなければ理解できないせいか公的な場，私的の場がすくない。人的にも理解が少な
い。

・後見人・支援
関係者など 職場の同僚、地域のグループホームなど運営法人、連絡会、中核支援センター、職場の各関係部署

　施設希望の家で生活しています。プライベートの問題、食事の関係で1DKアパートに住みたいのですが、
保証人がいない。

同じ状態の家族や友人、本当にこまったときは市の福祉課をたよっています。大変、つらい状態の時等、
だれに話して良いかわからなかった。

通所してる作業所の職員、利用者または、地域包括支援センターの職員、利用者。
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56 同じ利用者の方、その他に日中活動の職員の方

57 友人、家族、育成会、行政等
58 障害に関心がある仲間
59 施設職員、その関係者等と
60 職場
61 施設を利用されている方は施設の職員や支援団体に相談できる。
62 周囲の方
63 職場

64

65 組織内
66 市役所　特別支援学校

67 同僚・上司・友人

68 友人・職場の同僚
69 所属事務所上司・同僚
70 職場の人達　家族
71 職場です
72 支援の人と世話人

●ない方へ。どのような人や場が欲しいか

1 障害者にも同じレベルの人が集まる必要があると思います

2 調べればあるかも知れませんが
3 身近では同じ立場の人と話す機会が無い。

話しやすい人が欲しい
4 相談員、支援のケアマネ。

5

・後見人・支援
関係者など 6

7 障害福祉に熟知した人が身近にいて欲しい。

8 公民館のサークル活動等にも、気軽に参加できるようになったら理想的だと思います。

⑭支援者間の連携は進んでいると思いますか

□福祉と行政 1 大いにすすんでいる 14
2 少しすすんでいる 62
3 あまりすすんでいない 42
4 全くすすんでいない 2
5 分からない 43
6 未回答 42

205

□福祉と教育 1 大いにすすんでいる 10
2 少しすすんでいる 57
3 あまりすすんでいない 32
4 全くすすんでいない 10
5 分からない 52
6 未回答 44

205

手話通訳とは専門的な資格であり、通訳が出来る事と手話が出来る事の意味は全く違う。手話サークル
などではかかえきれないものもあるので、行政、専門の通訳、手話サークルボランティアが連携を進めて
いく必要がある。

ボランティアをするようになり、障がい者と直接接触する機会があり、障がい者に話掛ける事ができるよう
になった。

どのような…というより、baby～高齢者の流れの中、障害のついても普通に語れる社会になれば誰でも話
せるようになると思う。

・ご本人・ご家
族など

大いにすす

んでいる 
7% 

少しすすんで

いる 
30% 

あまりすすん

でいない 
21% 

全くすすんで

いない 
1% 

分からない 
21% 

未回答 
20% 

福祉と行政 

大いにすすん

でいる 
5% 

少しすすんで

いる 
28% 

あまりすすん

でいない 
16% 

全くすすんで

いない 
5% 

分からない 
25% 

未回答 
21% 

福祉と教育 
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□福祉と医療 1 大いにすすんでいる 16

2 少しすすんでいる 51

3 あまりすすんでいない 48

4 全くすすんでいない 6
5 分からない 41
6 未回答 43

205

□福祉と企業 1 大いにすすんでいる 6

2 少しすすんでいる 23

3 あまりすすんでいない 68

4 全くすすんでいない 13

5 分からない 52

6 未回答 43

205

□福祉と司法 1 大いにすすんでいる 7

2 少しすすんでいる 15

3 あまりすすんでいない 43

4 全くすすんでいない 22
5 分からない 73
6 未回答 45

205

●連携をすすめる為にはどうしたら良いと思うか。

1 行政、医療、企業、司法を繋ぐネットワークがない。

2

3 連携する事によって企業に利益がもたらされるようにする。

4 わかりません

5

6

7 訪問。

8 障害者の生きる権利や人権を重んじてほしい。

9

10 報酬を上げる

11 支援者間での連携を進める為に、要支援者を含めた、委員会を設置する。

・ご本人・ご家
族など 路線バス長浦駅から支援センターガウランドへ日東小湊バス長浦駅支援センターガウランド平川行政セン

ターのバス１時間に、３本バス開通した増やすコンビニ根形中根形公民館に増やす

子どもや学生をしっかり教育できる体制、民主化障害者の平和に文化的に交流できる場の提供。また、障
害者一人一人民主化平和意識を持って活動すること。

警察は点数稼ぎによる、交通違反による取締りを控えるべきである。(年がら年中いろんなところでやりす
ぎ)

支援者のことをもっと知ってもらう。

大いにすすん

でいる 
8% 

少しすすんで

いる 
25% 

あまりすすん

でいない 
23% 

全くすすんで

いない 
3% 

分からない 
20% 

未回答 
21% 

福祉と医療 

大いにすす

んでいる 
3% 

少しすすんで

いる 
11% 

あま

りす

すん

でい

ない 
33% 

全くすすんで

いない 
6% 

分から

ない 
26% 

未回答 
21% 

福祉と企業 

大いにすすん

でいる 
少しすすんで

いる 

あまりすすん

でいない 

全くすすんで

いない 

分からない 

未回答 

福祉と司法 



19

12 もっと話し合いをする

13

14

15 現実、困っている人達の為の支援を頑張ってほしいです。

16 実際に障害者と接する機会を増やし、理解を深めて欲しいと思います。

17

18

19 連携する方の理解。

20

21 上の方々の考え方が変わらないとだめだと思います。

22 特に司法には、障害（者）を理解して欲しい

23

24 このままで良い

25 障害者に対する理解を深める活動が必要。ＰＲが不足している面もある。

26 いっぱい人や友だちをつくった方がいいと思います。

27 地域の人と話して，連携をしていければいいかなと思います。

28 ミーティング・年間行事の参加

29 ネットワークの確立と公開

30

31

32 連携をすすめる為の話し合う場。交流の場。

33

34 ケース会議を市町村がイニシアチブをとって行い、個人に合ったサービスを開拓し提供していく。

35

36 情報交換を密に実行してはいかがでしょうか。

37 あまりよくわからない

38 連携機関に障害について良く知ってもらう

39

40 別々に様々な連携会があるが、上記の統一した連携会が一つあればいいと思う。

41

42

43

小さい時から関係を築けるような環境をつくる。幼稚園、学校などに相談できる場所職員を置く。

同じ場で顔を合わせ、話し合う場を数多く設ける。当事者又親も含むことが大切だと思います。

行政の型だけの会議ではなく、開かれた場で方向性を周知し、個別ケースで連携がとれるように顔見知り
になる。

移行支援時の施設間の連携で施設の持ち出しがなくなる事でもっと連携につながるのではと思う。

今でも連携はとれています。が、やはりワーカーさんの役割は多く、医療、学校、施設、就労全てを相談し
ていける主となる相談員の役割は多いと思いますし受け入れる施設もあまり規制せず、色々なミックスも
ありだと思います。

実際家族や身内にいないとなかなか理解しにくいと思うがなにごとにもその立場の人方、に立って考えて
下されば、解決の道は開らけると思う。

障害者だけではなく子どもやお年寄りも含め、地域で安心して安全に暮らせるような仕組みとネットワーク
作りをすすめてほしい。

障害者、支援施設、医療機関、教育現場、行政を参集させた拡大委員会の設置。答針（答申？）を各部門
へ反映させる

病院に併設した相談窓口があると良いなと思います。病院のケースワーカーの方もよくスダンには答えて
頂きますが、行政に関する事と連動して相談窓口が一つなら良いなと思う事があります。

・後見人・支援
関係者など 日常的にコミュニケーションを図る。情報交換の場などをつくる。お互いに施設等の見学を行う。

子どもが小さい頃から、療育できるそして相談できる場所をもっと多く作っていただくとよいと思います。

共通の目標を考え、具体化していく

関係者を巻き込んで積極的に支援会議を行っていく。

関係団体との協議、実態の把握
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44

45

46 オープンにしたらいいと思います
47 関係機関との情報交換。連携を密にする。

48

49 情報の共有化

50 障害を持つ人の立場に立って、それぞれの専門支援者が意見をつき合わせる。

51 相談や情報交換など常に何らかの関わりを持っていく。お互いの実情もよく知る。

52

53 行政がきちんと福祉にお金を使う。企業も利益以外に還元していく気持ちを。

54

55

56 縦割りではなく横の繋がりに。

57

58 お互いに顔が分かって何でも話せるような、関係づくりが大切かと思います。

59 知り合う場必要だと思います。

60

61

62

63

64

65

66 ディスカッションの場を多く持つような機会を。

67 行政とそれぞれの会合をもつ

68 もっと統一すべき

⑮その他、感じている地域の課題

1

2

3 交通の便が悪いところ。

4 わるい人が多いこと！

5 障害者に対して支援できることをもっと教えて。

お互いの理解を深められるように、まずは自分達の方から各機関へ、積極的な働きかけをしていく。

・ご本人・ご家
族など

⑫で書いたので重複する。地域の人が壁を作ってそれぞれ好きにやっていて、人のつながりがあんまりな
いイメージのする地域。

店を増やすより、もっと便利にした方がいい、平成通りも長浦駅平成通り根形中平川行政センターバス開
通した方がいい、

聴こえない方に対する情報の保障をきちんと考えてほしい。いつどんな時にも聞く権利、発言する権利を
保障してほしい。

上記支援機関で定期的な情報交換を行う場が必要。具体的な実例をもととした検討会を行っていくことが
有意義では。そこに福祉分野の専門家をコメンテーターと参加してもらうのもよいのでは。

その組織のトップが積極的に横方向のつながりを深めるべく協力関係がいつでも柔軟に図れるよう行動を
興す事。

何か問題が発生してから連携する、のではなく日頃より、お互い連絡をとりあうような関係でないと急に連
携することは難しいのではないでしょうか。

本人に関わる全ての方（家族、学校、医療、地域等）が協力し、安心し安全に過ごせる為の情報交換の場
をつくる。

横の連携をしていくための定期的な情報交換会、個人情報保護を理由に連携が難しいとする行政関係の
意識の飽和

関係機関同士の交流（話し合い）の場が定期的にもてるとよいのでは?。２者、３者…と複数の関係者が有
機的に連携することが大事だと思います。

事業者（通所施設等）が単体の事業者にとどまらずに、他業種の方々と積極的に関わっていくこと及びそ
れを実践すること。

特に感じている事は、色々な意味で情報が少ない。そこで、各種の懇談会を設けて意見交換を行うと良
い。

移行支援時の施設間の連携で施設の持ち出しがなくなる事でもっと連携につながるのではと思う。

現場をわかるようにどんどん見に言（行？）って利用者、事業所等との話し合いをしてほしい。

お互いに理解を深める期（機？）会を作り、参加していく。（障害に対する理解度）
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6

7

8 近所の人々の心が汚く見える。

9 交通マナーをもっと守ってもらいたい。

10 田舎くさいのでもっと都会的にして欲しい。

11

12 ケアハウスの充実を
13

14

15

16

17

18

19

20

21 自立支援事業制度になってからも、障がい者全体があまり向上しているとは思えない。

22 障害者への仕事が欲しい

23

24

25

26

27

28

29

30 個別具体的なケースで積極的に連携を図る・訪問回数を増やす・協議会を作る
・後見人・支援
関係者など

31

32 大きな総合病院が少ない。精神科の病院が少ない。介護保険施設（特養など）が少ない。

33

34 市街地の発展、福祉を含め地域でどんな人でも豊かに暮らせるまちづくり。

35 とても住みやすい地域、都心にもアクアラインで往復できますし自然が豊富で野菜もおいしいです。

　市と市民が一体になって生の声を届かせたい。障害の事を身近に感じていただける環境になるとありが
たいです。

発達障害、発達のかたよりの子供が相談、もしくはコミニケーションを持てる場を作ってほしいです。

　このような市の相談支援事業がある事をもっと知ってもらう事が必要だと思う。あまり知っている人がい
ないのでは？。初めて相談したいと思った人が、すぐに「ここに連絡すれば」という事が分かるようアピール
してほしい。

　今は両親が生活面等見てやれる状況にありますが、将来子どもが一人になった時が心配。現在は作業
所通所しているが、本人が高齢になった時過ごす場所が欲しい。

充実していると思いますが、やはりまだまだ自立を目指す為には受け入れ施設や就業場など数を増やし
た方がよいと思います

　市→公人　方達もデスクで考えるのではなく、現場に出向き、又は家族等に直接話かけ現場を見て、家
族、本人と面接することを要望します。

他の市から孫の守りに来ていますが、年金生活で2コの家庭を見ています。子供達孫毎日皆と同じに生活
出来たら良いと私も68才に成り、足、腰も悪くガウランドを利用していますが他の市の人は若い人と同じ1
回600円家族を守るため利用していますが65才以上は少しでもお金の額を下げていただけると良いと思い
ます。前に位べてお客さんも下ったと時々耳にします。利用さしていただける感謝しています。孫も１人障
害者もいます。他の市よりも袖ケ浦市は住み良いと思います。

　重度心身障害者医療費の助成について、その都度の申請ではなく受給券にして欲しい。あるいは行政
センターでも受け付け可能にして欲しい。

　知的な障害の方のサービスは増えてきているが、肢体不自由な人へのサービスはあまり進んでいない
ように思われる。

病院のドクターの補充をし、夜間や救急体制の整備を早急にしていただきたい。老人施設やサービスの拡
充し、老後に不安がない街づくりをお願したい。

　多くの地域と比べて障害者の施設、特別支援学校などもある為、住民の理解も得やすいので、更に福祉
の向上を目指していただけると嬉しいです。

講義、研修の場が少ない。学校、生徒への講義があればいい。子への心の教育に力を入れて欲しい。

平成19年、20年、宅地造成高速道の仕事が出来ましたので、市民の皆様の人望が良く、住みやすい市だ
と思っています。

企業は障害者に対する努力をもっとすべきである。さつき台病院の受付は患者の言うことを聞くべきであ
る。障害者が集う場がもう少しあればいいなと思った。

路線バスの本数が少なすぎる事。１時間に２～３本は動いて欲しいです。そして、朝、夜の時間もなさすぎ
ます。本数を増やしていただけたらそれを宣伝して障害をもっていて車の運転ができなかったり、お年より
の方や、利用したい方はいらっしゃるように思うのですが･･･

袖ケ浦は良い町だと思いました。

袖ケ浦市は健常者には住みよいと言われているが，弱者のための配慮が少ない。例えば移動手段が少
ない。バスは１日に何本しかないとか，金がなければ住んでいけない町である。

町の中に電気を増やしてほしい。車の事故が多いので減らしてほしい。

地域のひととコムニケーションをとれば良いのでは，お互いの意見をぶつけあうこと。

私鉄・百貨店を作ってほしい。大きな祭りや婚活イベントや花火大会等の祭りを盛り上げる団体をつくって
ほしい。
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36

37 どっちの方向に向かうのか明確にする事

34 福祉全般的には力を入れていると思う。

35

36

37

38 治安が悪い

39

40

41 当該行政がもっと具体的に音頭をとって、連携を進めてほしい。

42

43 住民一人ひとりの意識を変える→地域は自分達で変えるという意識に。

44

45

46

47 バスの本数の少なさ。通勤、通所、余暇等において相当な制限が掛かっている為。

48

49

50

51

52

53

生活をおくれる環境の不足。金銭的な問題。支援員の不足→給料が安い。負担（時間・精神的）がおおき
い。

　12/1に委嘱を受けたばかりで、障害者と関わる機会が皆無で、アンケートにお答えする事が出来ず申し
訳ありません。今後の活動の中で貴協議会にご指導をお願いする事があるかと思いますが、その節は宜
しくお願い致します。

　市民まつりなどに障がい者のブースが設けられているが、催事や市主催の行事などに障がい者が積極
敵に参加参列できるようにして、市民と接触出来る機会を増やすべきだと思う。

全体としては、袖ケ浦市の行政は良くやってくれていると感じる。ひとりひとりに対してのサービスはそれぞ
れ違う事が多いと思われ、細かな対応を今後もお願いしたい。

障害者施設が多いこともあり、袖ケ浦市以外の出身者も、多く生活されています。その方の支援について
の、調整などが必要になってくると思います。

未就学、学童の支援の場がまだまだ少ないと思います。（大人になってからの支援の場は他市よりもある
とは思いますが十分かどうかは、疑問ですが）

公共施設のバリアリーフ（バリアフリー？）化等体の不自由な人には、使用しずらい。駅など高齢者なのに
バスを利用しないと買い物に行けないといけない不便さ。中学生もっとボランティアをやってほしい。

小さな作業所が増え、ネットワークを作っていければ。横のつながり、福祉施設同士のいがみ合いがない
ように。

　医療費の還付について応えていただいている事に大変感謝しています。・もっとスムーズに老健施設な
どに移行できるようなシステムつくりが必要だと思う。・おかのうえ図書館などの作品展示等ご協力に感謝
しています。

今回のアンケートですが、設問ごとに対象者（答える対象者）がはっきりした方が記入しやすいように思い
ます。誰の事を代弁して記入するのか考えてしまいました。

地元の人だけでなく、他から来た人にもやさしく住みやすい町にしてください。買い物も食べる所も住む場
所も限られ過ぎていると思います。

障害のある方はどうしても年令が進むにつれて運動不足になるので、特に何かのイベントということではな
く、普段普通に体を動かすことが出来る場所があると良い。障害のない人と一緒に出来ることも必要だと
思います。（個人差はあるが）

広報、福祉便り等を通して障害の理解を深めてもらう。民生委員等にも知的障害等のことを理解してもら
う。交通機関の充実。

手話通訳者の設置について市役所の開いている時間全てにおいて他の市民と同じように窓口で相談支援
をいただけるような配慮をしてほしいと思います。

記入する本人、家族の方が健康なので、この用紙の質問事項はいまいち気にしていません。この用紙を
記入する対象者が間違っているのではないでしょうか。一番住みやすく、色々利用できる場所を聞くのは
障がい者の声を聞いたほうがいいのではないでしょうか。

都内と比べるとどうしても障害者に対しての理解が弱く働くうえでも障害者雇用が充実ではない。
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