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はじめに                             

・「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

、以下
い か

、

「法
ほう

」という）」「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

）」

が平成
へいせい

28（2016）年
ねん

に施行
せ こ う

され、「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」や「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

」

が禁止
き ん し

されました。法
ほう

に基
もと

づき、公共
こうきょう

サービスにおいて合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の実施
じ っ し

が義務
ぎ む

づけられたことから、現場
げ ん ば

における差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の実現
じつげん

が求
もと

められています。 

・これらの新
あら

たな動向
どうこう

を受
う

けて本町
ほんちょう

では、差別
さ べ つ

の経験
けいけん

や配慮
はいりょ

の好事例
こうじれい

の把握
は あ く

を目的
もくてき

として、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

やボランティア団体
だんたい

を対象
たいしょう

としたアンケートやヒアリング

を実施
じ っ し

しました。 

・また、行政
ぎょうせい

サービス現場
げ ん ば

において、障
しょう

害
がい

のある人
ひと

に対
たい

する配
はい

慮
りょ

で困
こま

ったこと、

配慮
はいりょ

の好事例
こうじれい

、配慮
はいりょ

の工夫
く ふ う

に対
たい

する提案
ていあん

などを把握
は あ く

するために、職員
しょくいん

や町内
ちょうない

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

教 職 員
きょうしょくいん

に対
たい

し、アンケートを行
おこな

いました。 

・これらの基礎
き そ

調査
ちょうさ

の結果
け っ か

を反映
はんえい

させて、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の実現
じつげん

をめざす職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を作成
さくせい

しました。 

・本町
ほんちょう

ではこの職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

をもとに、精華町
せいかちょう

職員
しょくいん

（非常勤
ひじょうきん

職員
しょくいん

、臨時
り ん じ

職員
しょくいん

、

嘱託
しょくたく

職員
しょくいん

を含
ふく

む。以下
い か

「職員
しょくいん

」という。）が障害
しょうがい

を理解
り か い

すると共
とも

に障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

との対話
た い わ

によって合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提案
ていあん

・実現
じつげん

することをめざします。 
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第
だい

１章
しょう

 障
しょう

害
がい

の理
り

解
かい

                        

・障害
しょうがい

のある人
ひと

とは、身体
しんたい

障害
しょうがい

や知的
ち て き

障害
しょうがい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

めた精
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

のあ

る人
ひと

、その他
た

の障害
しょうがい

のある人
ひと

で、障害
しょうがい

や社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

（社会
しゃかい

のかべ）によって、

暮
く

らしにくく、生
い

きにくい状態
じょうたい

が続
つづ

いている人
ひと

をいいます。その人
ひと

たちすべて

が、障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

を持
も

っているわけではありません。 

・公共
こうきょう

サービスを提供
ていきょう

するにあたって、その人
ひと

の暮
く

らしにくさや、生
い

きにくい状
じょう

態
たい

を理
り

解
かい

し、共
とも

に解
かい

決
けつ

策
さく

を見
み

つけ出
だ

そうとする姿勢
し せ い

が求
もと

められます。この職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、障害
しょうがい

の理解
り か い

を推進
すいしん

するものです。 

 

 

○障害
しょうがい

は誰
だれ

にでも生
しょう

じ得
え

るものです。 

 

○障害
しょうがい

は多
た

種
しゅ

多
た

様
よう

で、同
おな

じ障
しょう

害
がい

でも一律
いちりつ

ではありません。 

 

○外見
がいけん

ではわからない障害
しょうがい

のため、理
り

解
かい

されず苦
くる

しんでいる方
かた

もおられます。 

 

○周囲
しゅうい

の理解
り か い

や配慮
はいりょ

があれば、活躍
かつやく

できることがたくさんあります。 
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第
だい

２章
しょう

 対
たい

応
おう

要
よう

領
りょう

の趣
しゅ

旨
し

                       

１ 法
ほう

の規定
き て い

 

・法
ほう

において、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

には、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を行
おこな

うに当
あ

たり、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

（差別
さ べ つ

）することのないよう、次
つぎ

の義務
ぎ む

が課
か

せ

られます（法
ほう

第
だい

7条
じょう

、第
だい

8条
じょう

）。 

区
く

 分
ぶん

 不
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
と

り扱
あつか

いの禁
きん

止
し

 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

 

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

 義
ぎ

 務
む

 義
ぎ

 務
む

 

民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

  努力
どりょく

義務
ぎ む

 

・行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

は、政府
せ い ふ

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に即
そく

し、職員
しょくいん

がこれに適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な「対応
たいおう

要領
ようりょう

」を定
さだ

めるものとされています（法
ほう

第
だい

9条
じょう

、第
だい

10条
じょう

）。 

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

については、主務
し ゅ む

大臣
だいじん

が、政府
せ い ふ

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に即
そく

し、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な「対応
たいおう

指針
し し ん

」（ガイドライン）を事業
じぎょう

分野
ぶ ん や

ごとに定
さだ

めるものと

されています（法
ほう

第
だい

11条
じょう

）。地方
ち ほ う

公営
こうえい

企業
きぎょう

や公営
こうえい

企業型
きぎょうがた

の地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

ではなく事
じ

業者
ぎょうしゃ

に該当
がいとう

します。事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、事業
じぎょう

分野
ぶ ん や

ごとに定
さだ

めら

れている「対応
たいおう

指針
し し ん

」（ガイドライン）にも留意
りゅうい

してください。 
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２ 対象
たいしょう

となる職員
しょくいん

 

・この要領
ようりょう

の対象
たいしょう

は、精華町
せいかちょう

や他
た

の執行
しっこう

機関
き か ん

（教育
きょういく

委員会
いいんかい

、選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

、議会
ぎ か い

等
とう

）の職員
しょくいん

です。 

・上下
じょうげ

水道部
すいどうぶ

、精華町
せいかちょう

国保
こ く ほ

病院
びょういん

等
とう

の地方
ち ほ う

公営
こうえい

企業
きぎょう

についても、対象
たいしょう

となる職員
しょくいん

で

す。 

・公共
こうきょう

施設
し せ つ

の指定
し て い

管理
か ん り

等
とう

を受託
じゅたく

している事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の職
しょく

員
いん

や公
こう

共
きょう

施
し

設
せつ

内
ない

で事
じ

業
ぎょう

を

行
おこな

う事
じ

業
ぎょう

所
しょ

の職
しょく

員
いん

も対
たい

象
しょう

となります。 

 

３ 要領
ようりょう

の位置
い ち

づけ 

・職員
しょくいん

が事務
じ む

事業
じぎょう

を行
おこな

うに当
あ

たり、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

（差別
さ べ つ

）することがないよう、業務上
ぎょうむじょう

の指針
し し ん

となります。 

・個々
こ こ

の障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

を行
おこな

う環
かん

境
きょう

整
せい

備
び

など、ハード面
めん

（施設
し せ つ

や設備
せ つ び

の改善
かいぜん

・整備
せ い び

など）やソフト面
めん

（制度
せ い ど

や体制
たいせい

の改善
かいぜん

・整備
せ い び

、職員
しょくいん

研修
けんしゅう

な

ど）の両面
りょうめん

において、各部
か く ぶ

の取組
とりくみ

の指針
し し ん

となります。 
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第
だい

３章
しょう

 不
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつかい

や合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

の基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

       

１ 職員
しょくいん

が配慮
はいりょ

すべき事項
じ こ う

 

・基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

に入
はい

る前
まえ

に、職
しょく

員
いん

が踏
ふ

まえておくべき基
き

本
ほん

的
てき

な事
じ

項
こう

は以
い

下
か

のと

おりです。 

 

 

○相
あい

手
て

の「人
じん

格
かく

」を尊
そん

重
ちょう

し、相
あい

手
て

の立
たち

場
ば

に立
た

って対
たい

応
おう

します。 

 

○障害
しょうがい

の有無
う む

や種類
しゅるい

に関
かか

わらず、困
こま

っている方
かた

には進
すす

んで声
こえ

をかけます。 

 

○コミュニケーションを大切
たいせつ

にします。 

 

○柔軟
じゅうなん

な対応
たいおう

を心
こころ

がけます。 

 

○不
ふ

快
かい

になる言
こと

葉
ば

は使
つか

いません。 

 

○プライバシーには立
た

ち入
い

りません。 

 

（公共
こうきょう

サービス窓口
まどぐち

における配慮
はいりょ

マニュアル、内閣府
ないかくふ

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

、

平成
へいせい

17年
ねん

発行
はっこう

） 
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２ 対象
たいしょう

とする障害
しょうがい

のある人
ひと

 

・要領
ようりょう

の対象
たいしょう

とする障害
しょうがい

のある人
ひと

は、「身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障害
しょうがい

（以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。）が

ある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にあるもの」（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

2条
じょう

第
だい

1号
ごう

と同義
ど う ぎ

）

です（法
ほう

第
だい

2条
じょう

第
だい

1号
ごう

）。 

・「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

」とは、「障害
しょうがい

がある者
もの

にとって日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

む

上
うえ

で障壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のもの」

（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

2条
じょう

第
だい

2号
ごう

と同義
ど う ぎ

）をいいます（法
ほう

第
だい

2条
じょう

第
だい

2号
ごう

）。 
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３ 不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

（１）基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

・法
ほう

は、「行政
ぎょうせい

サービスの提供
ていきょう

に際
さい

して、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と

不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いをすることにより、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

してはならな

い。」と規定
き て い

しています（法
ほう

第
だい

7条
じょう

第
だい

１項
こう

、第
だい

8条
じょう

第
だい

1項
こう

）。 

・これは、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

としてサービス

の提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

する、提供
ていきょう

に当
あ

たって場所
ば し ょ

・時間帯
じかんたい

などを制限
せいげん

するなどにより、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することを禁止
き ん し

するものです。 

 

（２）正当
せいとう

な理由
り ゆ う

の判断
はんだん

の視点
し て ん

 

・障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

するサービス提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

し、又
また

は制限
せいげん

するなどの取扱
とりあつか

いが、

客
きゃく

観
かん

的
てき

に見
み

て正
せい

当
とう

な目
もく

的
てき

の下
もと

に行
おこな

われたものであり、その目的
もくてき

に照
て

らしてやむ

を得
え

ないと言
い

える場
ば

合
あい

は、「正当
せいとう

な理由
り ゆ う

」に相当
そうとう

するため、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い

にはなりません。 

・正当
せいとう

な理由
り ゆ う

に相当
そうとう

するかどうかは個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに、具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

や状 況
じょうきょう

に応
おう

じ

て総合的
そうごうてき

・客観的
きゃくかんてき

に判断
はんだん

することになります。判断
はんだん

に際
さい

して、障害
しょうがい

のある人
ひと

や

第三者
だいさんしゃ

の観点
かんてん

、行政
ぎょうせい

サービスの目的
もくてき

・内容
ないよう

の観点
かんてん

が考
かんが

えられます。 

・正当
せいとう

な理由
り ゆ う

があると判断
はんだん

した場合
ば あ い

には、障害
しょうがい

のある人
ひと

にその理由
り ゆ う

を説明
せつめい

するも

のとし、理解
り か い

を得
え

る必要
ひつよう

があります。 
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４ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

（１）基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

・事務
じ む

事業
じぎょう

を行
おこな

うにあたり、個々
こ こ

の場面
ば め ん

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

（行政
ぎょうせい

サービスの改善
かいぜん

）が求
もと

められます。 

・行政
ぎょうせい

サービスの改善
かいぜん

に 伴
ともな

う負
ふ

担
たん

が過重
かじゅう

でないときは、障害
しょうがい

の特性
とくせい

や具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

・状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するための合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしなければ

なりません（法
ほう

第
だい

7条
じょう

第
だい

2項
こう

、第
だい

8条
じょう

第
だい

2項
こう

）。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に関
かん

しては、次
つぎ

のこと

に留意
りゅうい

する必要
ひつよう

があります。 

 

①合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の範囲
は ん い

等
とう

 

・行政
ぎょうせい

サービスの目的
もくてき

・内容
ないよう

に照
て

らして必要
ひつよう

とされる範囲
は ん い

であり、本来
ほんらい

の業務
ぎょうむ

に

付随
ふ ず い

するものに限
かぎ

られる。サービスの目的
もくてき

・内容
ないよう

の本質的
ほんしつてき

な変更
へんこう

がされないこと。 

・障害
しょうがい

のない人
ひと

と同等
どうとう

の機会
き か い

を提供
ていきょう

するためのものであること。 

 

②状 況
じょうきょう

に応
おう

じた対
たい

応
おう

等
とう

 

・合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

や状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

するもので、障
しょう

害
がい

のある人
ひと

に応
おう

じた多
た

様
よう

かつ個別性
こべつせい

の高
たか

いものであること。 

・代替
だいたい

措置
そ ち

の選択
せんたく

も含
ふく

め、職員
しょくいん

と障害
しょうがい

のある人
ひと

双方
そうほう

のコミュニケーションによる

相互
そ う ご

理解
り か い

を通
つう

じて、柔
じゅう

軟
なん

に対
たい

応
おう

されること。 

・合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

は、技術
ぎじゅつ

の進展
しんてん

、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

等
とう

に応
おう

じて進歩
し ん ぽ

すること。 

 

③障害
しょうがい

に応
おう

じた意思表明
いしひょうめい

 

・障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

表明
ひょうめい

は、手
しゅ

話
わ

を含
ふく

む言
げん

語
ご

のほか、点字
て ん じ

、拡大
かくだい

文字
も じ

、筆談
ひつだん

、

実物
じつぶつ

の提示
て い じ

や身振
み ぶ

りサイン等
とう

による合図
あ い ず

、触覚
しょっかく

による意思
い し

伝達
でんたつ

など、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

が他人
た に ん

とコミュニケーションを図
はか

る際
さい

に必
ひつ

要
よう

な手
しゅ

段
だん

により伝
つた

えられること。 

・知的
ち て き

障害
しょうがい

や精神
せいしん

障害
しょうがい

、発達
はったつ

障害
しょうがい

等
など

により本人
ほんにん

の意思
い し

表明
ひょうめい

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

には、

障害
しょうがい

のある人
ひと

の家族
か ぞ く

、介助者
かいじょしゃ

等
とう

による代弁
だいべん

を受
う

けること。 
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・障害
しょうがい

のある人
ひと

から意思
い し

の表明
ひょうめい

がない場合
ば あ い

であっても、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

除去
じょきょ

の必要性
ひつようせい

が明白
めいはく

な場合
ば あ い

には、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提案
ていあん

を働
はたら

きかけること。 

 

④環境
かんきょう

の整備
せ い び

との関係
かんけい

 

・画一的
かくいつてき

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

でなく、各場面
かくばめん

における環境
かんきょう

整備
せ い び

の状 況
じょうきょう

に対応
たいおう

した合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

とすること。 

・多数
た す う

の障害
しょうがい

のある人
ひと

が困
こま

っている社
しゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
へき

や、長期
ちょうき

にわたる場合
ば あ い

等
とう

には、

個別的
こべつてき

な対応
たいおう

に止
とど

まらずに、全体
ぜんたい

の環境
かんきょう

整備
せ い び

を行
おこな

うこと。 

   

（２）過度
か ど

な負担
ふ た ん

の視点
し て ん

 

・過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

については、個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに、以下
い か

の要素
よ う そ

等
とう

を考慮
こうりょ

し、具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

や状 況
じょうきょう

に応
おう

じて総合的
そうごうてき

・客観的
きゃくかんてき

に判断
はんだん

する必要
ひつよう

があります。 

 

①事務
じ む

事業
じぎょう

への影響
えいきょう

の程度
て い ど

（目的
もくてき

・内容
ないよう

を損
そこ

なうか否
いな

か） 

②実現
じつげん

可能性
かのうせい

の程度
て い ど

（物理的
ぶつりてき

・技術的
ぎじゅつてき

制約
せいやく

、人的
じんてき

・体制上
たいせいじょう

の制約
せいやく

） 

③費用
ひ よ う

・負担
ふ た ん

の程度
て い ど

 

④事務
じ む

事業
じぎょう

規模
き ぼ

 

⑤財政
ざいせい

・財務
ざ い む

状 況
じょうきょう

 

 

・過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

にあたると判断
はんだん

した場合
ば あ い

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

にその理由
り ゆ う

を説明
せつめい

するも

のとし、理
り

解
かい

を得
え

る必
ひつ

要
よう

があります。 
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５ 環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

・法
ほう

は、「個別
こ べ つ

の場面
ば め ん

において個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して行
おこな

われる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を的確
てきかく

に行
おこな

うために、必要
ひつよう

な環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めなければならない。」としています（法
ほう

第
だい

5条
じょう

）。 

・環境
かんきょう

の整備
せ い び

は、不特定
ふとくてい

多数
た す う

の障害
しょうがい

のある人
ひと

を主
おも

な対象
たいしょう

として行
おこな

われる事
じ

前
ぜん

的
てき

改
かい

善
ぜん

措
そ

置
ち

であり、例
たと

えば、次
つぎ

のようなものがあります。 

 

①公共
こうきょう

施設
し せ つ

や交通
こうつう

機関
き か ん

におけるバリアフリー化
か

 

②意思
い し

表示
ひょうじ

やコミュニケーションを支援
し え ん

するためのサービス・人的
じんてき

支援
し え ん

 

③円滑
えんかつ

な情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
り よ う

・発信
はっしん

のための情報
じょうほう

アクセシビリティ（情報
じょうほう

サ

ービスのアクセスのしやすさ・使
つか

いやすさ）の向上
こうじょう

 

④環境
かんきょう

の整備
せ い び

には、ハード面
めん

だけでなく、職
しょく

員
いん

に対
たい

する研
けん

修
しゅう

等
とう

のソフト面
めん

の

対
たい

応
おう

も含
ふく

まれます。 
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６ 求
もと

められる合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

の例
れい

 

（１）案
あん

 内
ない

 

 

 

・入口
いりぐち

付近
ふ き ん

で困
こま

っていそうな方
かた

を見
み

かけたら「何
なに

かお手
て

伝
つだ

いすることはあります

か？」と積極的
せっきょくてき

に声
こえ

をかけます。 

・声
こえ

かけは、介
かい

添
ぞ

えの方
かた

ではなく、直
ちょく

接
せつ

本
ほん

人
にん

に対
たい

して行
おこな

います。 

・こちらの説
せつ

明
めい

に対
たい

する理
り

解
かい

が困
こん

難
なん

な方
かた

には、せかしたりせず「明確
めいかく

に」「ゆっ

くり」「ていねいに」「くり返
かえ

し」説明
せつめい

します。 

・ドアの開閉
かいへい

が困難
こんなん

な方
かた

には開閉
かいへい

を手伝
て つ だ

います。 

・案
あん

内
ない

板
ばん

には、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて、漢
かん

字
じ

にふりがなをふります。 

 

 

・視
し

覚
かく

障
しょう

害
がい

のある人
ひと

には、職
しょく

員
いん

であることや名
な

前
まえ

を名
な

乗
の

った上
うえ

で、周
まわ

りの状
じょう

況
きょう

を具
ぐ

体
たい

的
てき

に分
わ

かりやすく伝
つた

えます。待
ま

つ必
ひつ

要
よう

がある場
ば

合
あい

は、おおよその待
ま

ち時
じ

間
かん

を伝
つた

えて、いす等
とう

に案
あん

内
ない

し、順
じゅん

番
ばん

が来
き

たら名
な

前
まえ

で声
こえ

をかけて知
し

らせます。 

・聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

害
がい

のある人
ひと

には、お互
たが

いが可
か

能
のう

なコミュニケーションの方法
ほうほう

を確認
かくにん

し、

用件
ようけん

をうかがいます。呼
よ

び出
だ

しの音
おん

声
せい

が聞
き

こえない方
かた

には、どのような方
ほう

法
ほう

で

知
し

らせるか 予
あらかじ

め説
せつ

明
めい

して、不安
ふ あ ん

のないようにします。窓
まど

口
ぐち

には、常
つね

に筆
ひつ

談
だん

の

できるメモ用紙
よ う し

や、簡易
か ん い

筆談器
ひつだんき

などを用意
よ う い

しておきます。 

・車
くるま

いす使用
し よ う

の方
かた

には、少
すこ

しかがんで目
め

線
せん

が合
あ

う高
たか

さで、お話
はな

しします。窓
まど

口
ぐち

に

は、低
ひく

くて車
くるま

いすの入
はい

るスペースのあるカウンターを設置
せ っ ち

します。 

・立
た

っているのが辛
つら

そうな方
かた

は、いすのあるところに案内
あんない

し、そちらに担
たん

当
とう

職
しょく

員
いん

が出
で

向
む

いて用
よう

件
けん

をうかがいます。 

・知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

には、絵
え

・図
ず

・写真
しゃしん

などを使
し

用
よう

して分
わ

かりやすく説
せつ

明
めい

しま

す。 

 

共通
きょうつう

の配慮
はいりょ

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の配慮
はいりょ
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（２）誘
ゆう

 導
どう

 

 

 

・車
くるま

いすでも移動
い ど う

できるよう、段差
だ ん さ

のない十分
じゅうぶん

な移動
い ど う

スペースを確保
か く ほ

します。 

・誘導
ゆうどう

が必要
ひつよう

かどうか、直接
ちょくせつ

本人
ほんにん

にたずねます。 

・分
わ

かりやすいサイン表
ひょう

示
じ

（はっきりしたコントラスト、漢字
か ん じ

にふりがな、図
ず

や

サインの併記
へ い き

等
とう

）により、目的
もくてき

の場所
ば し ょ

を見
み

つけやすくします。 

・誘導用
ゆうどうよう

ブロックの上
うえ

はもとより、廊下
ろ う か

等
とう

の歩行
ほ こ う

空間
くうかん

には、通行
つうこう

に支障
ししょう

をきたす

物
もの

を置
お

かないようにします。 

 

 

・視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

の移動
い ど う

を介助
かいじょ

する場合
ば あ い

は、その方
かた

との背
せ

の高
たか

さの関
かん

係
けい

で肘
ひじ

（ひじ）肩
かた

または手
て

首
くび

を軽
かる

く握
にぎ

ってもらい、誘
ゆう

導
どう

する側
がわ

が半
はん

歩
ぽ

先
さき

に立
た

って歩
ある

き

ます。階段
かいだん

や段差
だ ん さ

の手前
て ま え

では「上
あ

がりです」「下
くだ

りです」と声
こえ

をかけます。 

・車
くるま

いす使用
し よ う

の方
かた

にとって、車
くるま

いすは身体
しんたい

の一部
い ち ぶ

のように感
かん

じているので、勝手
か っ て

に車
くるま

いすを押
お

したりせず、誘導
ゆうどう

の介助
かいじょ

を希望
き ぼ う

されるかどうか、必
かなら

ず、本人
ほんにん

の

意向
い こ う

を確認
かくにん

してから誘導
ゆうどう

介助
かいじょ

を行
おこな

います。 

 

共通
きょうつう

の配慮
はいりょ

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の配慮
はいりょ
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（３）窓口
まどぐち

対応
たいおう

 

 

 

・相
あい

手
て

の話
はなし

を良
よ

く聞
き

き、訪問
ほうもん

目的
もくてき

を的確
てきかく

に把握
は あ く

し、「たらい回
まわ

し」にしないよう

にします。 

・話
はなし

が的確
てきかく

に伝
つた

わるように、「明確
めいかく

に」「ゆっくり」「ていねいに」話
はな

します。 

・障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

に関
かか

わりなく、相手
あ い て

の話
はなし

をよく聴
き

き、安心
あんしん

して話
はなし

ができる信頼
しんらい

関係
かんけい

をつくります。 

・必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて絵
え

・図
ず

・写
しゃ

真
しん

を使
つか

って説
せつ

明
めい

します。 

・相談
そうだん

内容
ないよう

が的確
てきかく

に把握
は あ く

できない場合
ば あ い

には、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて複
ふく

数
すう

の 職
しょく

員
いん

で対
たい

応
おう

し

ます。 

・障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた方法
ほうほう

で説明
せつめい

ができるよう、 予
あらかじ

め説
せつ

明
めい

資
し

料
りょう

等
とう

の準
じゅん

備
び

をし

ておきます。 

・ポイントを明確
めいかく

に、文章
ぶんしょう

は短
みじか

く、専門的
せんもんてき

な用語
よ う ご

でなく一般的
いっぱんてき

な分
わ

かりやすい

言葉
こ と ば

で説明
せつめい

します。 

 

 

・視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

には、自
じ

分
ぶん

の肩
かた

書
がき

と名
な

前
まえ

を名
な

乗
の

った上
うえ

で、伝
つた

えたい内
ない

容
よう

を

具体的
ぐたいてき

な言葉
こ と ば

で分
わ

かりやすく説明
せつめい

します。一
いち

時
じ

席
せき

を離
はな

れる際
さい

や新
あら

たに対
たい

応
おう

する

職
しょく

員
いん

が加
くわ

わるような場
ば

合
あい

には、その旨
むね

を伝
つた

えます。 

・拡大
かくだい

文字
も じ

の文書
ぶんしょ

を希望
き ぼ う

される方
かた

には、説明
せつめい

資料
しりょう

等
とう

を拡大
かくだい

コピーしたものを渡
わた

し

て説明
せつめい

します。 

・聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある人
ひと

には、お互
たが

いに可
か

能
のう

なコミュニケーション方法
ほうほう

を確認
かくにん

して

話
はな

します。筆
ひつ

談
だん

を求
もと

められた場
ば

合
あい

には、面
めん

倒
どう

がらずに対
たい

応
おう

します。また、問
と

い合
あ

わせは電
でん

話
わ

、ファックス、Ｅ
イー

メールなどでもできるようにします。 

・口
こう

頭
とう

での説
せつ

明
めい

の理
り

解
かい

が難
むずか

しい方
かた

には、説明
せつめい

のポイントをメモ書
が

きして渡
わた

しま

す。その際
さい

、必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて、漢
かん

字
じ

にはふりがなをふります。 

・同
おな

じ話
はなし

を何
なん

度
ど

も繰
く

り返
かえ

したり、つじつまの合
あ

わない話
はなし

をされる方
かた

には、話
はなし

を

途中
とちゅう

で遮
さえぎ

らずに、タイミングを見
み

計
はか

らって用
よう

件
けん

を確
かく

認
にん

し、訪
ほう

問
もん

目
もく

的
てき

に沿
そ

って対
たい

応
おう

するようにします。 

共通
きょうつう

の配慮
はいりょ

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の配慮
はいりょ
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（４）文書
ぶんしょ

等
とう

の作成
さくせい

・送付
そ う ふ

 

 

 

・文字
も じ

について、識
しき

別
べつ

しやすい大
おお

きさや色
いろ

使
づか

いとします。 

・絵
え

・図
ず

・写真
しゃしん

を使
つか

う、ポイントを明
めい

確
かく

に、短
みじか

く、分
わ

かりやすい文章
ぶんしょう

とします。 

 

 

・視覚
し か く

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に送付
そ う ふ

するものについては、音声
おんせい

データの提供
ていきょう

、音声
おんせい

コ

ードの印刷
いんさつ

又
また

は点字化
て ん じ か

する等
とう

の配慮
はいりょ

を 行
おこな

います。封筒
ふうとう

に所属名
しょぞくめい

等
とう

を点字化
て ん じ か

し

たシールを貼付
ちょうふ

する等
とう

の配慮
はいりょ

を行
おこな

います。文書
ぶんしょ

等
とう

の作成
さくせい

に際
さい

して、拡大文字
か く だ い も じ

や

見
み

分
わ

けやすい配
はい

色
しょく

について配
はい

慮
りょ

します。 

・聴覚
ちょうかく

に障害
しょうがい

のある人
ひと

が問
とい

合
あわ

せできるよう、電話番号
でんわばんごう

に加
くわ

えてファクス番号
ばんごう

や

Ｅ
イー

メールアドレスを記載
き さ い

します。 

・知的
ち て き

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に文書
ぶんしょ

を送付
そ う ふ

する場合
ば あ い

、分
わ

かりやすいように漢字
か ん じ

にふり

がなをふるとともに、抽
ちゅう

象
しょう

的
てき

な言
こと

葉
ば

は避
さ

け、絵
え

や図
ず

を使
つか

って具体的
ぐたいてき

に分
わ

かり

やすく工夫
く ふ う

します。 

 

共通
きょうつう

の配慮
はいりょ

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の配慮
はいりょ
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（５）会
かい

 議
ぎ

 

 

 

・会議
か い ぎ

の進行
しんこう

に当
あ

たり、資料
しりょう

を見
み

ながら説明
せつめい

を聞
き

くことが困難
こんなん

な視覚
し か く

又
また

は聴覚
ちょうかく

に

障害
しょうがい

のある人
ひと

や知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

し、ゆっくり、丁寧
ていねい

な進行
しんこう

を心
こころ

がけ

るなどの配慮
はいりょ

を行
おこな

います。 

・会議
か い ぎ

の進行
しんこう

に当
あ

たり、職員
しょくいん

等
とう

が障害
しょうがい

のある人
ひと

の障害
しょうがい

の特性
とくせい

に合
あ

ったサポー

トを行
おこな

う等
とう

、可能
か の う

な範囲
は ん い

での配慮
はいりょ

を行
おこな

います。 

・非
ひ

公
こう

表
ひょう

又
また

は未
み

公
こう

表
ひょう

情
じょう

報
ほう

を扱
あつか

う会
かい

議
ぎ

等
とう

において、情報
じょうほう

管理
か ん り

に係
かか

る担保
た ん ぽ

が得
え

ら

れることを前提
ぜんてい

に、障害
しょうがい

のある人
ひと

の理解
り か い

を援助
えんじょ

する者
もの

の同席
どうせき

を認
みと

めます。 

・障害
しょうがい

のある人
ひと

の来庁
らいちょう

が多数
た す う

見込
み こ

まれる場合
ば あ い

、通常
つうじょう

、障害者
しょうがいしゃ

専用
せんよう

とされてい

ない区画
く か く

を障害者
しょうがいしゃ

専用
せんよう

の区画
く か く

に変更
へんこう

する、車
しゃ

両
りょう

乗
じょう

降
こう

場
ば

所
しょ

を施
し

設
せつ

出
で

入
いり

口
ぐち

に近
ちか

い場
ば

所
しょ

へ変
へん

更
こう

します。 

 

 

・聴覚
ちょうかく

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に、スクリーン、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、板書
ばんしょ

等
とう

がよく見
み

えるよう

に、スクリーン等
とう

に近
ちか

い席
せき

を確
かく

保
ほ

します。 

・視覚
し か く

に障害
しょうがい

のある人
ひと

に会議
か い ぎ

資料
しりょう

等
とう

を事前
じ ぜ ん

送付
そ う ふ

する際
さい

は、読
よ

み上
あ

げソフトに対
たい

応
おう

できるよう電
でん

子
し

データ（テキスト形式
けいしき

）で提供
ていきょう

します。 

 

共通
きょうつう

の配慮
はいりょ

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の配慮
はいりょ
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（６）講演会
こうえんかい

等
とう

のイベント開催
かいさい

 

 

 

・参加
さ ん か

申込書
もうしこみしょ

等
とう

には、車
くるま

いす使用者用
しようしゃよう

駐車
ちゅうしゃ

区画
く か く

の確保
か く ほ

や手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

の必
ひつ

要
よう

な配
はい

慮
りょ

を申
もう

し出
で

てもらう記載欄
きさいらん

を設
もう

けます。 

・スロープ、エレベーターや障害者用
しょうがいしゃよう

トイレがある会場
かいじょう

で開催
かいさい

します。 

・車
くるま

いす使
し

用
よう

者
しゃ

用
よう

駐
ちゅう

車
しゃ

区
く

画
かく

が入
いり

口
ぐち

近
ちか

くにある会
かい

場
じょう

で開
かい

催
さい

します。 

・町民
ちょうみん

を対象
たいしょう

とする 町
ちょう

主催
しゅさい

行事
ぎょうじ

に、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の配置
は い ち

を求
もと

めら

れた場合
ば あ い

、可能
か の う

な限
かぎ

り配
はい

置
ち

します。 

・資
し

料
りょう

を配
くば

る場
ば

合
あい

は、要
よう

望
ぼう

に応
おう

じてテキストデータを送
おく

ったり、点字
て ん じ

の資料
しりょう

を

用意
よ う い

します。 

共通
きょうつう

の配慮
はいりょ
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（７）緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

 

 

 

・緊急
きんきゅう

時
じ

には、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に合
あ

わせたコミュニケーション方法
ほうほう

により、情報
じょうほう

を

的確
てきかく

に伝達
でんたつ

し、迅速
じんそく

に避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

します。 

・日常的
にちじょうてき

な避難
ひ な ん

訓練
くんれん

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

を交
まじ

えたり、車
くるま

いすやアイマス

クを用
もち

いた疑
ぎ

似
じ

体
たい

験
けん

を実
じっ

施
し

し、安全
あんぜん

な避難
ひ な ん

方法
ほうほう

を確認
かくにん

するとともに、自力
じ り き

で

移動
い ど う

が困難
こんなん

な方
かた

の補助
ほ じ ょ

体制
たいせい

を確保
か く ほ

します。 

・避難
ひ な ん

路
ろ

の段差
だ ん さ

をなくすとともに、荷物
に も つ

等
とう

で通路
つ う ろ

をふさがないようにします。 

・急 病
きゅうびょう

時
じ

に本人
ほんにん

がかかりつけ医療
いりょう

機関
き か ん

への連絡
れんらく

を希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

は、協 力
きょうりょく

しま

す。 

 

 

・てんかんの発
ほっ

作
さ

が起
お

きた場
ば

合
あい

は、体
からだ

をゆすったり、口
くち

にハシなどを押
お

し込
こ

ん

だりしないようにします。 

 

（６ 求
もと

められる合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

の例
れい

については、「公共
こうきょう

サービス窓口
まどぐち

における配慮
はいりょ

マニュアル、内閣府
ないかくふ

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

、平成
へいせい

17年
ねん

発行
はっこう

」を参考
さんこう

にしています。） 

 

共通
きょうつう

の配慮
はいりょ

 

障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の配慮
はいりょ
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第
だい

４章
しょう

 障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

に対
たい

する相
そう

談
だん

体
たい

制
せい

の整
せい

備
び

         

１ 相談
そうだん

等
とう

の体制
たいせい

 

・法
ほう

では、「国
くに

及
およ

び地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

は、障
しょう

害
がい

者
しゃ

及
およ

びその家
か

族
ぞく

その他
た

の関
かん

係
けい

者
しゃ

からの

障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

に関
かん

する相
そう

談
だん

に的
てき

確
かく

に応
おう

じるとともに、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とす

る差
さ

別
べつ

に関
かん

する紛
ふん

争
そう

の防
ぼう

止
し

又
また

は解
かい

決
けつ

を図
はか

ることができるよう必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るものとする。」とされています（法
ほう

第
だい

14条
じょう

）。 

・本町
ほんちょう

では、上記
じょうき

の相談
そうだん

のうち、原則
げんそく

として本町
ほんちょう

の行政
ぎょうせい

サービスに関
かん

する相
そう

談
だん

を

対
たい

象
しょう

とします。本
ほん

町
ちょう

の事
じ

務
む

事
じ

業
ぎょう

に関
かか

わる相
そう

談
だん

についても、広
ひろ

く対
たい

応
おう

します。 

 

２ 町
ちょう

職
しょく

員
いん

の対
たい

応
おう

に関
かん

する相
そう

談
だん

について 

・「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

」に関
かん

する相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

は、健康
けんこう

福祉
ふ く し

環境部
かんきょうぶ

 福祉課
ふ く し か

としま

す。 

担
たん

 当
とう

 役
やく

 割
わり

 

福祉課
ふ く し か

 

①所
しょ

管
かん

課
か

等
とう

に関
かん

する相
そう

談
だん

があった場
ば

合
あい

、所管課
しょかんか

等
とう

の管理
か ん り

職
しょく

に通知
つ う ち

し、

所管課
しょかんか

等
とう

での対応
たいおう

を依頼
い ら い

する。 

②町
ちょう

職
しょく

員
いん

全
ぜん

体
たい

に関
かん

する相
そう

談
だん

があった場合
ば あ い

、対応
たいおう

を福祉課
ふ く し か

に依頼
い ら い

する。 

③所管課
しょかんか

等
とう

のみでは対応
たいおう

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

は、所管課
しょかんか

等
とう

や福祉課
ふ く し か

とともに

是
ぜ

正
せい

措
そ

置
ち

や再
さい

発
はつ

防
ぼう

止
し

策
さく

を採
と

る。 

④福祉課
ふ く し か

は、所管課
しょかんか

から報
ほう

告
こく

書
しょ

の写
うつ

しを受
う

け、事例集
じれいしゅう

として集積
しゅうせき

し、

必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて職
しょく

員
いん

対
たい

応
おう

要
よう

領
りょう

に反
はん

映
えい

させる。 

所管課
しょかんか

 

①所管課
しょかんか

の管理
か ん り

職
しょく

は状 況
じょうきょう

を確認
かくにん

し、差
さ

別
べつ

にあたる対
たい

応
おう

があったと認
みと

められる場
ば

合
あい

は関
かん

係
けい

職
しょく

員
いん

に指
し

導
どう

を行
おこな

う。また、相談者
そうだんしゃ

への対応
たいおう

を

行
おこな

う。 

②福祉課
ふ く し か

と共
とも

に、是正
ぜ せ い

措置
そ ち

や再発
さいはつ

防止
ぼ う し

策
さく

をとる。 

各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

①各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

に、町
ちょう

職員
しょくいん

による障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相
そう

談
だん

が寄
よ

せられた場
ば

合
あい

、各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

を所管
しょかん

する課
か

等
とう

の管理
か ん り

職
しょく

が、

福祉課
ふ く し か

に報告
ほうこく

する。 

②福祉課
ふ く し か

において、個々
こ こ

のケースに沿
そ

った対
たい

応
おう

を行
おこな

う。 
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・各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

（精華町
せいかちょう

行政
ぎょうせい

110番
ばん

、法律
ほうりつ

相談
そうだん

等
とう

の各種
かくしゅ

相談
そうだん

）に、町
ちょう

職員
しょくいん

による

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

が寄
よ

せられた場合
ば あ い

、各種
かくしゅ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

を所管
しょかん

す

る課
か

等
とう

の管理
か ん り

職
しょく

が、福祉課
ふ く し か

に報告
ほうこく

します。報
ほう

告
こく

を受
う

けた福
ふく

祉
し

課
か

において、個々
こ こ

の

ケースに沿
そ

った対
たい

応
おう

を行
おこな

います。 

・問題
もんだい

の解決
かいけつ

については、行政
ぎょうせい

サービスを所管
しょかん

する課
か

等
とう

（以下
い か

「所管課
しょかんか

等
とう

」とい

う。）が対応
たいおう

することを基本
き ほ ん

とし、所管課
しょかんか

等
とう

だけでは解決
かいけつ

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

、福祉課
ふ く し か

と

ともに、問
もん

題
だい

解
かい

決
けつ

・再
さい

発
はつ

防
ぼう

止
し

等
とう

に取
と

り組
く

みます。 
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第
だい

５章
しょう

 推
すい

進
しん

体
たい

制
せい

                          

１ 推進
すいしん

体制
たいせい

 

・障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

に向
む

けた本
ほん

町
ちょう

の取
とり

組
くみ

について、健康
けんこう

福祉
ふ く し

環境部
かんきょうぶ

 

福祉課
ふ く し か

が庁内
ちょうない

全体
ぜんたい

の統括的
とうかつてき

な役割
やくわり

を担
にな

います。 

・各部課
か く ぶ か

においては、総括的
そうかつてき

な役割
やくわり

を担
にな

う福祉課
ふ く し か

や人権
じんけん

啓発課
けいはつか

の主導
しゅどう

の下
もと

で主体的
しゅたいてき

に取組
とりくみ

を進
すす

めます。 

・本町
ほんちょう

の取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

等
とう

については、精華町
せいかちょう

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に必要
ひつよう

な

報告
ほうこく

を行
おこな

います。各
かく

部
ぶ

等
とう

における相
そう

談
だん

事
じ

例
れい

やこれを踏
ふ

まえた取
とり

組
くみ

事
じ

例
れい

は、継続的
けいぞくてき

に集約
しゅうやく

し、集積
しゅうせき

した情報
じょうほう

をフィードバックすることで、本町
ほんちょう

全体
ぜんたい

の取組
とりくみ

の

推進
すいしん

に活
い

かしていきます。 

 

２ 職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

 

・職員
しょくいん

一人
ひ と り

ひとりが障
しょう

害
がい

のある人
ひと

に対
たい

して適
てき

切
せつ

に対
たい

応
おう

し、また、障害
しょうがい

のある人
ひと

や

家族
か ぞ く

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

からの相談
そうだん

に的確
てきかく

に対応
たいおう

するためには、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の必要性
ひつようせい

、障害
しょうがい

やその状態
じょうたい

に応
おう

じた配慮
はいりょ

等
とう

に関
かん

する理
り

解
かい

を深
ふか

める必
ひつ

要
よう

が

あります。 

・そのため、福祉課
ふ く し か

等
とう

において職員
しょくいん

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

すると共
とも

に、障害
しょうがい

のある人
ひと

たち

が参加
さ ん か

する精華町
せいかちょう

地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

と連携
れんけい

して、障
しょう

害
がい

の理
り

解
かい

に資
し

する

講
こう

演
えん

会
かい

や障
しょう

害
がい

のある人
ひと

と接
せっ

することができるイベント等
とう

を開催
かいさい

します。 

 

３ 評価
ひょうか

、要領
ようりょう

の見直
み な お

し 

・定期的
ていきてき

に職員
しょくいん

や障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

へのアンケート調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

し、現場
げ ん ば

における

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の実践
じっせん

や差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の実現
じつげん

について進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

します。 

・取組
とりくみ

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

や法
ほう

制度
せ い ど

の変更
へんこう

等
とう

に対応
たいおう

して、要領
ようりょう

の見直
み な お

しを行
おこな

います。 
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参考資料                              

１ 職員アンケート 

 

 

○合理的配慮に係る認知度では、一般職員について「共生社会（85.6％）」「障害につい

て（61.8％）」は過半数の職員が知っているのに対して、「障害者権利条約（39.8％）」

は約 4割にとどまっています。教職員の認知度は比較的高くなっています。 

○障害者差別の経験では、一般職員の 42.2％、教職員の 64.3％が「サービスの現場で

差別になるのではと思った経験がある」と答えています。一般職員の 26.0％、教職

員の 35.7％が、「合理的配慮をした方がよいと思った経験がある」と答えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（「合理的配慮の実現をめざす職員対応要領」を作成するための職員アンケート調査、平

成 29年 12月実施） 

合理的配慮に係る精華町職員の認知度 

85.6%

61.8%

39.8%

42.2%

7.0%

26.0%

14.4%

38.2%

60.2%

57.8%

93.0%

74.0%

0% 25% 50% 75% 100%

共生社会の認知度

障害種別や障害特性の認知度

障害者権利条約の認知度

障害者差別の認知度

不当な差別的取扱いの有無

合理的配慮をした方がよいと思った経験の有無

合理的配慮に係る認知度 一般職員 回答者=324名

知っている（経験がある） 知らない（経験はない）

96.2%

74.6%

61.6%

64.3%

1.6%

35.7%

3.8%

25.4%

38.4%

35.7%

98.4%

64.3%

0% 25% 50% 75% 100%

共生社会の認知度

障害種別や障害特性の認知度

障害者権利条約の認知度

障害者差別の認知度

不当な差別的取扱いの有無

合理的配慮をした方がよいと思った経験の有無

合理的配慮に係る認知度 教職員 回答者=185名

知っている（経験がある） 知らない（経験はない）
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○合理的配慮に係る設備について、一般職員は「筆談用磁気ボード（92.0％）」「耳マー

クの設置（63.3％）」「手話通訳者の配置（71.6％）」「点字による案内（86.9％）」は

過半数の職員が知っています。 

○教職員の認知度は比較的低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（「合理的配慮の実現をめざす職員対応要領」を作成するための職員アンケート調査、平

成 29年 12月実施） 

合理的配慮に係る設備について精華町職員の認知度 

18.9%

25.4%

27.6%

59.5%

20.5%

4.3%

48.1%

58.9%

81.1%

74.6%

72.4%

40.5%

79.5%

95.7%

51.9%

41.1%

0% 25% 50% 75% 100%

筆談用磁気ボード

耳マークの設置

手話通訳者の設置

点字による案内

広報誌等の音訳

音声コード読取ソフト

講演会等での要約筆記や手話通訳の実施

京都おもいやり駐車場の配置

合理的配慮に係わる設備 教職員 回答者=185名

知っている 知らない

92.0%

63.3%

71.6%

86.9%

44.3%

21.4%

85.0%

79.8%

8.0%

36.7%

28.4%

13.1%

55.7%

78.6%

15.0%

20.2%

0% 25% 50% 75% 100%

筆談用磁気ボード

耳マークの設置

手話通訳者の設置

点字による案内

広報誌等の音訳

音声コード読取ソフト

講演会等での要約筆記や手話通訳の実施

京都おもいやり駐車場の配置

合理的配慮に係わる設備 一般職員 回答者=324名

知っている（経験がある） 知らない（経験はない）
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２ 障害者団体、ボランティアアンケート 

 

 
○保育所や幼稚園、学校における障害児の受け入れの際に、知的障害において以下のよ

うな発言を受けた経験が上げられています。 

・障害児の受け入れをお願いした際に、差別的な発言を受けた。 

「この子一人をあずかると他の子を何人も断らなければならない。」 

「本当はここに来るべきでない子どもだ。お母さんは働いてないでしょう。」 

「みんなの迷惑やから、支援学校に行ってください。」 

「勉強するところだから、勉強できないんやったら支援学校へ行ってください。」 

○入園、入所、入学してから、知的障害において差別の経験が上げられています。 

・午前中だけの保育の受け入れしかなかった。 

・保育所や学校の行事などに参加できなかったり、親の同行を求められるなどあっ

た。 

・おゆうぎ会、遠足、卒業式に参加できなかった。 

・小学校の夏休みプールで、子ども一人で更衣ができず、母が付き添ったが男児の

着替えの場所に困った。 

・支援するための写真やカードを渡しても使ってもらえず、本人は混乱していた。

何度もお願いしたが無理解だった。 

○公共施設でサービスを受ける際に、障害に配慮した対応がされない経験が上げられて

います。 

・役場の交差点から、玄関に入るまでの点字ブロックがない。 

・役場の総合受付に、職員がいないことが多い。 

・就職相談している窓口で、障害者だから態度が違うのかと感じたことがある。 

・「耳マーク」が置かれているのに、筆談をしてもらえないことがある。 

・聴覚障害者が「聞こえない」こと自体が、まだまだ理解されていない。 

・聞こえないので「ＦＡＸで」と伝えても、電話がかかってくることがある。 

・契約や解約の手続きは「本人でないと」「電話で」と言われるが、聞こえないので

手続きが難しい。 

○歯科診療などの医療場面において、受付や診察の際に、知的障害や自閉症障害におい

て差別の経験が上げられています。 

・歯科医院で障害児だが診ていただけるか尋ねたところすぐさま断られた。 

・三歳児検診の時、歯科検診の先生に（泣いて口を開けなかったので）ひどく怒ら

れた。 

 

 

障害を理由とする差別の経験 
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○鉄道やバスなどの交通機関等において、差別の経験が上げられています。 

・車イスでの乗車は無理ですと言われた。 

・事前に連絡を入れていたのに、駅員さんに「いっぱいやから次の電車にして下さ

い」と言われた。駅員さんが「もう少し奥に行って下さい。車イスが入ります。」

と声をかけてほしかった。 

・電車内で立っていたところ、車掌さんから（介助者として）よく見ているように

と言われた。 

・点字ブロックをふさいでいる人がある。途中で切れていることもある。 

・町内の駅で、呼び出しボタンを押しても駅員に対応してもらえないことがある。

点字ブロックがない。駅にエレベーターを設置して欲しい。 

・バスでは、電柱がある、歩道に上がりにくいことから停車場所に配慮して欲しい。 

・身体障害者用の駐車スペースに健常者が駐める。 

○買い物や食事の場面において、入店の際に車いす利用を理由として入店を断られるな

ど、差別の経験が上げられています。 

・車イスのため、入店を断られた事。 

・食事の入店を、車イスのため、断られた。おこりながら断られ、相当いやな思い

をした。 

 
（「合理的配慮の実現をめざす職員対応要領」を作成するためのアンケート調査、ヒア

リング調査、平成 29年 12月実施） 
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○保育所や支援学校、障害児サービスなどの場面において、職員加配や障害に応じて

支援を工夫するなど、知的障害や自閉症障害を対象とした配慮の好事例が上げられ

ています。 

・保育所運動会で他の子ども達と一緒にできるよう配慮してもらえました。 

・地域の学校の支援級に在籍していた時、同級生や先生が、子どもがどうすれば行

事に参加しやすくなるのか話し合って考えてくれました。本当に困っている時だ

け手伝ってあげましょうと声をかけてくれて良い距離で寄り添うようにしていた

だけました。子どもは、自分が他の子と同じ様にできないこと感じていたと思い

ますが、劣等感を持たず、自分なりに努力して楽しく学校生活を送りました。障

害のある人にふれ理解してくれる人が、一人でも多く増えてくれば地域で生活し

やすくなるのではと思います。 

・障害児が通っている小学校では、月に一回面談日があり、面談する相手を選ぶこ

とができる。 

・学童クラブに入所する時、加配をつけていただき、また個別スペースも用意して

もらえた。本人はとてもみとおしがつき、安定して通うことができた。母も安心

して就労することができた。 

・支援学校で障害特性にあわせて指導してもらっている。 

・外出支援や児童デイサービスについて事業所に支援してもらっている。障害特性

にあわせて、配慮、支援していただいている。写真、絵カードを使ってわかりや

すく伝えてもらっている。 

・かしのき苑の夏の木曜日は、浮き輪やアームリングなどの特別な利用を認めてく

れている。 

○地域や職場、公共施設等において、ていねいにコミュニケーションを取るなど、配

慮の好事例が上げられています。 

・バイト先の人が分かりやすく仕事の説明をしてくれるから仕事がしやすい。 

・一般住民、自治会の方は「助けましょうか」と声をかけてくれる。昔は白い目で

見られたが、昔よりよくなった。 

・歯科医にいったときに誘導してくれる。 

・精華町ではイベントの際に、町内の視覚障害者に連絡をしてくれる。 

・かかりつけ医の医師は、嫌がったらやめるなど、障害児に対する対応がていねい

である。 

・精華町内にあるＣＡＦＥは障害のある子どもを連れて、気軽に行くことができる。 

・役場では転居の際、ていねいな対応がされているので、継続して欲しい。 

 

 

 

配慮の好事例 
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○鉄道やバスなどの交通機関等の場面において、利用の準備や利用の際に障害に応じ

たサービス提供がされているなど、配慮の好事例が上げられています。 

・鉄道や長距離バスチケットの予約に際し、障害者であることを伝えると、介助の

必要の有無を確認されるなど、配慮（サービス）の向上がみられ、一人で旅行

する障壁が低くなってきたことを嬉しく思います。 

・肢体不自由なので、駅員さんが、スムーズに案内してくれました。 

・バス内で本人がこだわって座りたい席に座っていた方が席をゆずってくれた。バ

スから降りる際に「ゆっくりでいいですよ」と運転手さんに言っていただいた。

停車場所（安全性等）に配慮されており、運転手による声かけも行われている。 

・商業施設の点字ブロックが切れていたため整備を要望したら、3ヶ月で設置して

くれた。 

・昔に比べて配慮が理解されており、点字ブロックに対する認識が高くなっている。 

 
（「合理的配慮の実現をめざす職員対応要領」を作成するためのアンケート調査、ヒア

リング調査、平成 29年 12月実施） 

 

 

 

 

 

○障害者団体やボランティアから出された配慮や工夫の提案として、先ずは、障害のあ

る人について知ること、役場やお店などが障害のある人と一緒に考えてくれること、

一緒に合理的配慮について工夫すること、が上げられています。 

○また、意思疎通を可能にするツール導入やサービスの工夫や、予約制、手続きの簡略

化、接客における配慮など、利用しやすさへの配慮が上げられています。 

○その他に、段差解消などの施設のバリアフリー化や、障害児サービスにおける視覚支

援、就労に対する配慮が上げられています。 

 

（「合理的配慮の実現をめざす職員対応要領」を作成するためのアンケート調査、平成

29年 12月実施） 

 

 

 

配慮や工夫の提案 
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３ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）  

目次  

第一章 総則（第一条― 第五条）  

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（第六条）  

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置（第七条― 第

十三条）  

第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置（第十四条― 第二十条）  

第五章 雑則（第二十一条― 第二十四条）  

第六章 罰則（第二十五条・第二十六条）  

附則  

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、

全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜ

られ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差

別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を

解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全て

の国民が、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

共生する社会の実現に資することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。  

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生

活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会

における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。  

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地方公営企業法（昭和二十七年

法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。

第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。）及び地方独立行政法人をいう。  

四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。  

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に置かれ

る機関  

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項及び

第二項に規定する機関（これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関に

あっては、当該政令で定める機関を除く。）  

ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関（ホの政令

で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。）  

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十号）第

十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（宮内庁法第十八条

第一項において準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの  
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ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定め

るもの  

ヘ 会計検査院  

五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。  

イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する

独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。）  

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された

法人（独立行政法人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関

し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの  

六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定す

る地方独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。）をいう。  

七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法

人を除く。）をいう。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進

に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。  

（国民の責務）  

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要である

ことに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。  

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備）  

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的

確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の

必要な環境の整備に努めなければならない。  

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針  

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施する

ため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定

めなければならない。  

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向  

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項  

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項  

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項  

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係

者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなけ

ればならない。  

５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表

しなければならない。  

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置  

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）  

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不
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当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。  

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と

している旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害

者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、

社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。  

（事業者における障害を理由とする差別の禁止）  

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取

扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。  

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の

意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益

を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁

の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。  

（国等職員対応要領）  

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関

し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領（以下この

条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。）を定めるものとする。  

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらか

じめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。  

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。  

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。  

（地方公共団体等職員対応要領）  

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項

に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要

領（以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。）を定めるよ

う努めるものとする。  

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとする

ときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。  

３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、

遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。  

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に

協力しなければならない。  

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。  

（事業者のための対応指針）  

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応す

るために必要な指針（以下「対応指針」という。）を定めるものとする。  

２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。  

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）  

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に

定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすること

ができる。  

（事業主による措置に関する特例）  

第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差
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別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第

百二十三号）の定めるところによる。  

第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置  

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備）  

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差

別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を

図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。  

（啓発活動）  

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深め

るとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な

啓発活動を行うものとする。  

（情報の収集、整理及び提供）  

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害

を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとす

る。  

（障害者差別解消支援地域協議会）  

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参

加に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において「関係機関」とい

う。）は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談

及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ

円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会（以下「協議会」と

いう。）を組織することができる。  

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、

協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。  

一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

その他の団体  

二 学識経験者  

三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者  

（協議会の事務等）  

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者か

らの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関

する協議を行うものとする。  

２ 関係機関及び前条第二項の構成員（次項において「構成機関等」という。）は、前項の協議の

結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行

うものとする。  

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構

成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を 

解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めると

きは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の

表明その他の必要な協力を求めることができる。  

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。  

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を

公表しなければならない。  
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（秘密保持義務）  

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協

議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（協議会の定める事項）  

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。  

第五章 雑則  

（主務大臣）  

第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又

は国家公安委員会とする。  

（地方公共団体が処理する事務）  

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地

方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。  

（権限の委任）  

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、

その所属の職員に委任することができる。  

（政令への委任）  

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。  

第六章 罰則  

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料

に処する。  

附 則  

（施行期日）  

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規

定は、公布の日から施行する。  

（基本方針に関する経過措置）  

第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めること

ができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例

により、これを公表することができる。  

２ 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定

められたものとみなす。  

（国等職員対応要領に関する経過措置）  

第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の規定の

例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。  

２ 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定

により定められたものとみなす。  

（地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置）  

第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十条の規

定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。  

２ 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日に 

おいて第十条の規定により定められたものとみなす。  
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（対応指針に関する経過措置）  

第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、

これを公表することができる。  

２ 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により

定められたものとみなす。  

（政令への委任）  

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  

（検討）  

第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的

障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況につ

いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。  

（障害者基本法の一部改正）  

第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。  

第三十二条第二項に次の一号を加える。  

四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）の規定により

その権限に属させられた事項を処理すること。  

（内閣府設置法の一部改正）  

第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。  

第四条第三項第四十四号の次に次の一号を加える。  

四十四の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）第六条第一項に規定するものをいう。）の作

成及び推進に関すること。 
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４ 障害者に関するマーク 

 

名 称 概 要 等 
所管先（マークに関す

る問い合わせ先） 

障害者のための 

国際シンボルマーク 

 

障害者が利用できる建物、施設であることを明確

に表すための世界共通のシンボルマークです。マ

ークの使用については国際リハビリテーション

協会の「使用指針」により定められています。 

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障

害者の利用への配慮について、御理解、御協力を

お願いします。 

※このマークは「すべての障害者を対象」とした

ものです。特に車椅子を利用する障害者を限定

し、使用されるものではありません。 

公益財団法人日本障

害者リハビリテーシ

ョン協会 

TEL：03-5273-0601 

FAX：03-5273-1523 

身体障害者標識 

（身体障害者マーク） 

 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付

されている方が運転する車に表示するマークで、

マークの表示については、努力義務となっていま

す。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマ

ークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運

転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 

警察庁交通局、都道府

県警察本部交通部、警

察署交通課 

 

警察庁 

TEL：03-3581-0141

（代） 

聴覚障害者標識 

（聴覚障害者マーク） 

 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付さ

れている方が運転する車に表示するマークで、マ

ークの表示については、義務となっています。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマ

ークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運

転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 

警察庁交通局、都道府

県警察本部交通部、警

察署交通課 

 

警察庁 

TEL：03-3581-0141

（代） 

盲人のための 

国際シンボルマーク 

 

世界盲人連合で1984年に制定された盲人のため

の世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバ

リアフリーに考慮された建物、設備、機器などに

付けられています。信号機や国際点字郵便物・書

籍などで身近に見かけるマークです。 

このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利

用への配慮について、御理解、御協力をお願いし

ます。 

社会福祉法人日本盲

人福祉委員会 

TEL：03-5291-7885 

耳マーク 

 

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえな

い人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでも

あります。 

聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解

されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で

不安が少なくありません。 

このマークを提示された場合は、相手が「聞こえ

ない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケ

ーションの方法等への配慮について御協力をお

願いします。 

一般社団法人全日本

難聴者・中途失聴者団

体連合会 

TEL：03-3225-5600 

FAX：03-3354-0046 
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名 称 概 要 等 
所管先（マークに関す

る問い合わせ先） 

ほじょ犬マーク 

 

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。 

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬

のことを言います。「身体障害者補助犬法」では

公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやス

ーパー、ホテル、レストランなどの民間施設では、

身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴す

るのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴

することのみをもってサービスの提供を拒むこ

とは障害者差別に当たります。 

補助犬はペットではありません。体の不自由な方

の、体の一部となって働いています。社会のマナ

ーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきち

んと管理されています。 

補助犬を同伴していても使用者への援助が必要

な場合があります。使用者が困っている様子を見

かけたら、積極的にお声かけをお願いします。 

厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部企

画課自立支援振興室 

TEL：03-5253-1111

（代） 

FAX：03-3503-1237 

オストメイトマーク 

 

人工肛門・人工膀胱を造設している人（オストメ

イト）のための設備があることを表しています。 

オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレ

ートに表示されています。 

このマークを見かけた場合には、そのトイレがオ

ストメイトに配慮されたトイレであることにつ

いて、御理解、御協力をお願いします。 

公益財団法人交通エ

コロジー・モビリティ

財団 

TEL：03-3221-6673 

FAX：03-3221-6674 

ハート・プラス マーク 

 

「身体内部に障害がある人」を表しています。身

体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、

小腸、肝臓、免疫機能）に障害がある方は外見か

らは分かりにくいため、様々な誤解を受けること

があります。 

内部障害の方の中には、電車などの優先席に座り

たい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障

害者用駐車スペースに停めたい、といったことを

希望していることがあります。 

このマークを着用されている方を見かけた場合

には、内部障害への配慮について御理解、御協力

をお願いします。 

特定非営利活動法人

ハート・プラスの会 

TEL：080-4824-9928 

障害者雇用支援マーク 

 

公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害者

の在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を

認めた企業、団体に対して付与する認証マークで

す。 

障害者の社会参加を理念に、障害者雇用を促進し

ている企業や障害者雇用を促進したいという思

いを持っている企業は少なくありません。そうい

った企業がどこにあるのか、障害者で就労を希望

する方々に少しでもわかりやすくなれば、障害者

の就労を取り巻く環境もより整備されるのでは

ないかと考えます。 

障害者雇用支援マークが企業側と障害者の橋渡

しになればと考えております。御協力のほど、よ

ろしくお願いします。 

公益財団法人ソーシ

ャルサービス協会 IT

センター 

TEL：052-218-2154 

FAX：052-218-2155 
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名 称 概 要 等 
所管先（マークに関す

る問い合わせ先） 

「白杖ＳＯＳシグナル」 

普及啓発シンボルマーク 
（社会福祉法人日本盲人会連合推

奨 

マーク） 

 

白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシ

グナルを示している視覚に障害のある人を見

かけたら、進んで声をかけて支援しようとい

う「白杖ＳＯＳシグナル」運動の普及啓発シ

ンボルマークです。 

白杖によるＳＯＳのシグナルを見かけたら、

進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、

サポートをしてください。 

※駅のホームや路上などで視覚に障害のある

人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖により

ＳＯＳのシグナルを示していなくても、声を

かけてサポートをしてください。 

岐阜市福祉部福祉事

務所障がい福祉課 

TEL：058-214-2138 

FAX：058-265-7613 

ヘルプマーク 

 

義足や人工関節を使用している方、内部障害

や難病の方、または妊娠初期の方など、外見

から分からなくても援助や配慮を必要として

いる方々が、周囲の方に配慮を必要としてい

ることを知らせることができるマークです

（JIS規格）。 

ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合

は、電車・バス内で席をゆずる、困っている

ようであれば声をかける等、思いやりのある

行動をお願いします。 

東京都福祉保健局障

害者施策推進部計画

課社会参加推進担当 

TEL：03-5320-4147 

京都思いやり駐車場 

マーク 

 

障害のある方、高齢者や難病の方、妊産婦

やけがをされた方など歩行が困難な方を対

象とした「おもいやり駐車場（車いすマー

クの駐車場等）」のマークです。 

おもいやり駐車場を利用できる人を明らか

にし、この駐車場を必要な方が利用しやす

くなることを目指しています。 

京都府健康福祉部 

福祉・援護課 

TEL：075-414-4551 

FAX：075-414-4615 

出典：内閣府ホームページ、京都府ホームページ 
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