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する豊中市
とよなかし
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対応
たいおう
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ようりょう

 

 

第
だい

１章
しょう

 趣旨
し ゅ し

 

 

１ 根拠
こんきょ

法令
ほうれい

 

 

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

（平成
へいせい

２５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６５号
ごう

。以下
い か

「法
ほう

」

という。）第
だい

１０条
じょう

第
だい

１項
こう

 

 

２ 対応
たいおう

要領
ようりょう

の目的
もくてき

 

 

法
ほう

は、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

の事務
じ む

・事業
じぎょう

の公共性
こうきょうせい

から、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に率先
そっせん

して取
と

り組
く

む主体
しゅたい

として、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

の禁止
き ん し

及
およ

び合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

の法的
ほうてき

義務
ぎ む

とし、そ

の職員
しょくいん

による取組
とりくみ

を確実
かくじつ

なものとするため、対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

めることを求
もと

めています。 

この障害
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

する豊中市
とよなかし

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

（以下
い か

「対応
たいおう

要領
ようりょう

」

という。）」は、法
ほう

に基
もと

づいて、何
なに

が差別
さ べ つ

に当
あ

たるのか、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

としてどのような措置
そ ち

が望
のぞ

ましいのかなどについて基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

や具体的
ぐたいてき

な事例
じ れ い

等
とう

をわかりやすく記載
き さ い

することで、

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

について、職員
しょくいん

の関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるために作成
さくせい

したものです。また、

併
あわ

せて、職員
しょくいん

の適切
てきせつ

な対応
たいおう

に必要
ひつよう

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

や、職員
しょくいん

の適切
てきせつ

な対応
たいおう

を身
み

につけるための職員
しょくいん

研修
けんしゅう

等
とう

についても記載
き さ い

しています。 

 

３ 法
ほう

制定
せいてい

の背景
はいけい

と考
かんが

え方
かた

 

 

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

（2014年度
ね ん ど

）に『第
だい

4期
き

豊中市
とよなかし

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

』策定
さくてい

のために障害
しょうがい

のある市民
し み ん

に

対
たい

して行
おこな

った意識
い し き

調査
ちょうさ

においても、回答者
かいとうしゃ

の 40％が差
さ

別
べつ

を受
う

けたり嫌
いや

な思
おも

いをした経
けい

験
けん

があ

ると回
かい

答
とう

しています。 

差別
さ べ つ

の事例
じ れ い

を見
み

ると、社会
しゃかい

における障害
しょうがい

や障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

不足
ぶ そ く

が原因
げんいん

と思
おも

われること

が少
すく

なくありません。この理解
り か い

不足
ぶ そ く

によりつくられた社
しゃ

会
かい

の仕
し

組
く

みや意
い

識
しき

が、障害者
しょうがいしゃ

の生
い

き

にくさにつながっています。 

法
ほう

は、障害者
しょうがいしゃ

と障害
しょうがい

のない人
ひと

が理
り

解
かい

し合
あ

うこと（相互
そ う ご

理解
り か い

）により、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を

めざしています。 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

にした差別
さ べ つ

かどうか判断
はんだん

に迷
まよ

うことがあった場合
ば あ い

には、どのように対応
たいおう

すれば

よいのかを考
かんが

え、対話
た い わ

し、理解
り か い

し合
あ

うツールの一
ひと

つとしてこの対応
たいおう

要領
ようりょう

を活用
かつよう

していきます。 

さらに、この対応
たいおう

要領
ようりょう

を公表
こうひょう

することで、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの、障
しょう

害
がい

に関
かん

する正
ただ

しい知
ち

識
しき

の取得
しゅとく

や理解
り か い

が深
ふか

まり、障害者
しょうがいしゃ

との建設的
けんせつてき

対話
た い わ

による相互
そ う ご

理解
り か い

が促進
そくしん

され、取組
とりくみ

の裾野
す そ の

が一層
いっそう

広
ひろ

がることを期待
き た い

するものです。 

 現在
げんざい

において障害
しょうがい

のない人
ひと

も、病気
びょうき

や事故
じ こ

、高齢化
こうれいか

により、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

で不便
ふ べ ん

を
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感
かん

じ、様々
さまざま

な配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とするようになることも考
かんが

えられます。障
しょう

害
がい

者
しゃ

に対
たい

する配
はい

慮
りょ

は、す

べての人
ひと

への配慮
はいりょ

につながります。障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくす取
とり

組
くみ

を進
すす

めることは、誰
だれ

もが暮
く

らしやすい共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

をつくっていくことになります。誰
だれ

もが暮
く

らしやすい共生
きょうせい

社会
しゃかい

を

つくっていくために、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず共
とも

に助
たす

け合
あ

い・学
まな

び会
あ

う精
せい

神
しん

の涵
かん

養
よう

が必要
ひつよう

で

す。 

 

４ 対応
たいおう

要領
ようりょう

の対象
たいしょう

範囲
は ん い

 

 

（１）障害者
しょうがいしゃ

（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

） 

 

対象
たいしょう

となる障害者
しょうがいしゃ

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

及
およ

び高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の心
しん

身
しん

の機
き

能
のう

の障
しょう

害
がい

（難
なん

病
びょう

に起
き

因
いん

する障
しょう

害
がい

を含む。以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。）がある人
ひと

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

1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
そう

当
とう

な制
せい

限
げん

を受
う

ける状
じょう

態
たい

にある人
ひと

です。 

※法
ほう

が対象
たいしょう

とする障害者
しょうがいしゃ

は、いわゆる障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の所持者
しょじしゃ

に限
かぎ

られません。 

※特
とく

に、障害
しょうがい

に加
くわ

えて性別
せいべつ

、国籍
こくせき

、年齢
ねんれい

により、更
さら

に複合的
ふくごうてき

に困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

に置
お

かれている

場合
ば あ い

があること、障害児
しょうがいじ

には、成人
せいじん

の障害者
しょうがいしゃ

とは異
こと

なる支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

があることに留意
りゅうい

します。 

※障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の特性
とくせい

については資料
しりょう

に掲載
けいさい

しています。 

 

（２）職員
しょくいん

 

 

全
すべ

ての市
し

職員
しょくいん

（再任用
さいにんよう

職員
しょくいん

、非常勤
ひじょうきん

職員
しょくいん

、短時間
たんじかん

職員
しょくいん

等
とう

全
すべ

ての雇用
こ よ う

形態
けいたい

を含
ふく

みます。）

及
およ

び本市
ほ ん し

業務
ぎょうむ

の受託事
じゅたくじ

業者
ぎょうしゃ

や指定
し て い

管理者
かんりしゃ

（再委託
さいいたく

または第三者
だいさんしゃ

委託
い た く

を受
う

ける者
もの

を含
ふく

む。以下
い か

「受託事
じゅたくじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

」という。）のうち市
し

民
みん

と接
せっ

する機
き

会
かい

のある業
ぎょう

務
む

を行
おこな

うもの 

※教 職 員
きょうしょくいん

を含
ふく

みます。 

 

（３）対象
たいしょう

分野
ぶ ん や

 

 

本市
ほ ん し

が事務
じ む

・事業
じぎょう

を行
おこな

う分野
ぶ ん や

が、広
ひろ

く対象
たいしょう

となります。 

ただし、本市
ほ ん し

が事業
じぎょう

主
ぬし

としての立場
た ち ば

で労働者
ろうどうしゃ

に対
たい

して行
おこな

う障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための措置
そ ち

については、法
ほう

第
だい

13条
じょう

により、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

（昭和
しょうわ

35

年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）の定
さだ

めるところによることとされています。 

                                                   

※1 障害者
しょうがいしゃ

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

となるようなもの（以下
い か

は例
れい

） 

① 社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

（通行
つうこう

・利用
り よ う

しにくい施設
し せ つ

・設備
せ つ び

など） 

② 制度
せ い ど

（利用
り よ う

しにくい制度
せ い ど

など） 

③ 慣行
かんこう

（障害者
しょうがいしゃ

の存在
そんざい

を意識
い し き

していない慣習
かんしゅう

・文化
ぶ ん か

など） 

④ 観念
かんねん

（障害者
しょうがいしゃ

への偏見
へんけん

など） 
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（４）「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の範囲
は ん い

 

この対応
たいおう

要領
ようりょう

は、「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

」及
およ

び「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」などにつ

いて基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

や具体的
ぐたいてき

な事例
じ れ い

等
とう

をわかりやすく記載
き さ い

するものですが、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」と

密
みっ

接
せつ

な関
かか

わりを持
も

ち、かつ、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び関係者
かんけいしゃ

から要望
ようぼう

が多
おお

いものの中
なか

に「環境
かんきょう

の整備
せ い び

」が

あります。 

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」は、個々
こ こ

の場面
ば め ん

において、障
しょう

害
がい

者
しゃ

から何
なん

らかの配
はい

慮
りょ

を求
もと

める意
い

思
し

の表
ひょう

明
めい

が

あった場合
ば あ い

に、負担
ふ た ん

になりすぎない範囲
は ん い

で、社
しゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
へき

を取
と

り除
のぞ

くために、職員
しょくいん

が個別
こ べ つ

に行
おこな

うものです。詳
くわ

しくは第
だい

２章
しょう

２以
い

降
こう

を参
さん

照
しょう

ください。 

一方
いっぽう

、「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

の障害者
しょうがいしゃ

を主
おも

な対象
たいしょう

として、事
じ

前
ぜん

に行
おこな

われる恒
こう

常
じょう

的
てき

な改
かい

善
ぜん

措
そ

置
ち

で、組
そ

織
しき

的
てき

対
たい

応
おう

と多
おお

くの場
ば

合
あい

予
よ

算
さん

を伴
ともな

い、議会
ぎ か い

による審議
し ん ぎ

等
など

、既存
き そ ん

の市
し

の意思
い し

決定
けってい

プロセスを経
へ

て実施
じ っ し

していくものです。この「環境
かんきょう

の整備
せ い び

」についても、関係
かんけい

法令
ほうれい

、投資
と う し

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

をもたらす新
あたら

しい技
ぎ

術
じゅつ

開
かい

発
はつ

の動
どう

向
こう

をふまえ、『豊中市
とよなかし

第四次
だいよんじ

障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

』の

進行
しんこう

管理
か ん り

を行
おこな

いながら推進
すいしん

していきます。 

 両者
りょうしゃ

の違
ちが

いは、次
つぎ

の表
ひょう

のとおりです。 

 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

判断
はんだん

の視点
し て ん

 

個々
こ こ

の場面
ば め ん

において、障害者
しょうがいしゃ

か

ら何
なん

らかの配慮
はいりょ

を求
もと

める意思
い し

の

表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

に、負担
ふ た ん

になり

すぎない範囲
は ん い

で、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くために必要
ひつよう

で合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

。 

→職員
しょくいん

の個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

により対応
たいおう

。 

不特定
ふとくてい

多数
た す う

の障害者
しょうがいしゃ

を主
おも

な対象
たいしょう

と

して、事前
じ ぜ ん

に 行
おこな

われる恒常的
こうじょうてき

な改善
かいぜん

措置
そ ち

。 

→市
し

としての組織的
そしきてき

対応
たいおう

により、

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

と

して計
けい

画
かく

的
てき

に推
すい

進
しん

する。 

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の 

義務
ぎ む

 

法的
ほうてき

義務
ぎ む

（法
ほう

第
だい

７条
じょう

第
だい

２項
こう

） 努力
どりょく

義務
ぎ む

（法
ほう

第
だい

５条
じょう

） 

※他
ほか

の法令
ほうれい

により義務
ぎ む

となっているも

のもある。 

例
れい

 

○ 聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

害
がい

者
しゃ

に対
たい

して筆
ひつ

談
だん

で説
せつ

明
めい

する。 

○視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

のため、代読
だいどく

する。 

○車
くるま

いすの人
ひと

が段差
だ ん さ

のある場所
ば し ょ

に

行
い

くために、車
くるま

いすを持
も

ち上
あ

げ

る。 

○コミュニケーションを支援
し え ん

したり、

介
かい

助
じょ

を行
おこな

う職
しょく

員
いん

の加
か

配
はい

。 

○庁内
ちょうない

放送
ほうそう

の内容
ないよう

を庁内
ちょうない

の壁
かべ

に掛
か

け

た掲
けい

示
じ

板
ばん

にも載
の

せる仕
し

組
く

みの整
せい

備
び

。 

○市
し

施設
し せ つ

等
とう

のバリアフリー化
か

。 

○市
し

ホームページのユニバーサルデザ

イン化
か

。 

○市
し

民
みん

に送付
そ う ふ

する文書
ぶんしょ

、チラシ、ポスタ

ー等
とう

について、文
も

字
じ

の大
おお

きさや色
しき

彩
さい

のコンストラストに配慮
はいりょ

する。また、

読
よ

みにくい漢字
か ん じ

にはルビ打
う

ちをす

る。 

○職員
しょくいん

研修
けんしゅう
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５ 対応
たいおう

要領
ようりょう

に記載
き さ い

されている事例
じ れ い

の取 扱
とりあつかい

 

 

記載
き さ い

された事例
じ れ い

がすべてではありません。不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

となりうる事例
じ れ い

に記載
き さ い

されて

いないものは差別
さ べ つ

ではないということではありません。また、記載
き さ い

されている事例
じ れ い

であっても、

差
さ

別
べつ

に当
あ

たるかどうかは、個別
こ べ つ

の事例
じ れ い

ごとに判断
はんだん

する必要
ひつよう

があります。 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は障害
しょうがい

の特性
とくせい

や配慮
はいりょ

が求
もと

められる具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

や状 況
じょうきょう

に応
おう

じて異
こと

なり、多様
た よ う

で

個別性
こべつせい

の高
たか

いものですので、対応
たいおう

要領
ようりょう

では望
のぞ

ましい合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の事例
じ れ い

を記載
き さ い

していますが、

この事例
じ れ い

以外
い が い

にも合理的
ごうりてき

配
はい

慮
りょ

に該当
がいとう

するものはあるので、各職場
かくしょくば

での取組
とりくみ

をお願
ねが

いします。 

 

６ 作成
さくせい

及
およ

び見
み

直
なお

し手続
てつづき

 

 

市長
しちょう

は、対応
たいおう

要領
ようりょう

の作成
さくせい

に当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させるために

障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

を構
こう

成員
せいいん

に含
ふく

む豊中市
とよなかし

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

の部会
ぶ か い

の意見
い け ん

を聞
き

くと

ともに、作成後
さくせいご

は、対応
たいおう

要領
ようりょう

を公表
こうひょう

します。 

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

は、特
とく

に、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、その内容
ないよう

、程
てい

度
ど

等
とう

に大
おお

き

な進展
しんてん

をもたらし、また、実
じっ

施
し

に伴
ともな

う負
ふ

担
たん

を軽
けい

減
げん

し得
う

るものです。市長
しちょう

は、法
ほう

の施行後
し こ う ご

にお

いては、こうした動向
どうこう

や、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

及
およ

び合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

の集積
しゅうせき

等
とう

をふまえる

とともに、国際的
こくさいてき

な動向
どうこう

も勘案
かんあん

しつつ、必要
ひつよう

に応
おう

じて、対応
たいおう

要領
ようりょう

を見直
み な お

し、適時
て き じ

、充実
じゅうじつ

を図
はか

るものとします。 

市長
しちょう

は、法
ほう

の施行
し こ う

後
ご

３年
ねん

を経過
け い か

した時点
じ て ん

には、豊中市
とよなかし

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

における

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

も含
ふく

めた障害者
しょうがいしゃ

長期
ちょうき

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

に係
かか

る監視
か ん し

の結果
け っ か

もふまえて、

対応
たいおう

要領
ようりょう

についても併
あわ

せて所要
しょよう

の検討
けんとう

を行
おこな

うものとします。市長
しちょう

は、対応
たいおう

要領
ようりょう

の見
み

直
なお

しに

当
あ

たっても、障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させるために障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

を構
こう

成員
せいいん

に含
ふく

む豊中市
とよなかし

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

の部会
ぶ か い

の意見
い け ん

を聞
き

きます。 
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「第
だい

２章
しょう

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

及
およ

び合理的
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

」に入
はい

る前
まえ

に、

公共
こうきょう

サービス窓
まど

口
ぐち

で働
はたら

く職員
しょくいん

が配慮
はいりょ

すべき基礎的
き そ て き

事項
じ こ う

を以下
い か

にまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）相手
あ い て

の「人格
じんかく

」を尊重
そんちょう

し、相手
あ い て

の立場
た ち ば

に立
た

って応対
おうたい

します 

 ・相
あい

手
て

の立
たち

場
ば

に立
た

って「明
あか

るく」「ていねいに」分
わ

かりやすい応対
おうたい

を心
こころ

がけます。 

 ・介助
かいじょ

の方
かた

や手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の方
かた

等
など

ではなく、障害
しょうがい

のある人
ひと

本人
ほんにん

に直接
ちょくせつ

応対
おうたい

するようにします。 

 ・何
なん

らかの配
はい

慮
りょ

が必
ひつ

要
よう

と思
おも

う場
ば

合
あい

でも、思
おも

い込
こ

みや押
お

し付
つ

けではなく、本人
ほんにん

が必要
ひつよう

と考
かんが

え

ていることを確認
かくにん

します。 

 ・車
くるま

いすの人
ひと

に対応
たいおう

する際
さい

には姿勢
し せ い

を低
ひく

くするなど、目
め

線
せん

が同
おな

じになるように対応
たいおう

します。 
 

２）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 

 ・窓
まど

口
ぐち

を訪
おとず

れる方
かた

の障
しょう

害
がい

の有
う

無
む

や種類
しゅるい

は明確
めいかく

でないため、常
つね

に来
らい

訪
ほう

者
しゃ

の中
なか

に障
しょう

害
がい

のある

方
かた

も含
ふく

まれていることを念頭
ねんとう

に置
お

いて、困
こま

っていそうな状 況
じょうきょう

が見受
み う

けられたら、速
すみ

や

かに適
てき

切
せつ

な対応
たいおう

をするようにします。 

 ・障害
しょうがい

の種類
しゅるい

や内容
ないよう

を問
と

うのではなく、「どのようなお手伝
て つ だ

いが必要
ひつよう

か」を本人
ほんにん

にたずね

ます。 
 

３）コミュニケーションを大切
たいせつ

にします 

 ・コミュニケーションが難
むずか

しいと思
おも

われる場
ば

合
あい

でも、敬遠
けいえん

したり分
わ

かったふりをせず、「ゆ

っくり」「ていねいに」「くり返
かえ

し」相手
あ い て

の意思
い し

を確認
かくにん

し、信
しん

頼
らい

感
かん

の持
も

てる対
たい

応
おう

をこころが

けます。 
 

４）柔軟
じゅうなん

な応対
おうたい

を心
こころ

がけます 

 ・相
あい

手
て

の話
はなし

を良
よ

く聞
き

き、訪
ほう

問
もん

目
もく

的
てき

を的
てき

確
かく

に把
は

握
あく

し、「たらい回
まわ

し」にしないようにします。 

 ・応対
おうたい

方法
ほうほう

がよく分
わ

からないときには、一
ひと

人
り

で抱
かか

えず周
しゅう

囲
い

に協
きょう

力
りょく

を求
もと

めます。 

 ・想定外
そうていがい

のことがおきても、素
す

早
ばや

く柔
じゅう

軟
なん

に対応
たいおう

します。 
 

５）不快
ふ か い

になる言葉
こ と ば

は使
つか

いません 

 ・差別的
さべつてき

な言葉
こ と ば

はもとより、不
ふ

快
かい

に感
かん

じられる言
こと

葉
ば

や子
こ

ども扱
あつか

いした言
こと

葉
ば

は使
つか

いません。 

 ・障害
しょうがい

があるからといって、ことさら特別
とくべつ

扱
あつか

いした言葉
こ と ば

は使
つか

いません。 

６）プライバシーには立
た

ち入
い

りません 

 ・障害
しょうがい

の原因
げんいん

や内容
ないよう

について、必要
ひつよう

がないのに聞
き

いたりしません。 

・仕事上
しごとじょう

知
し

り得
え

た個人
こ じ ん

の情報
じょうほう

については、守秘
し ゅ ひ

義務
ぎ む

を守
まも

ります。 
 

参考
さんこう

：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

発行
はっこう

『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』 

（平
へい

成
せい

17年
ねん

（2005年
ねん

）） 
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第
だい

２章
しょう

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

及
およ

び合理的
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 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

の禁止
き ん し

（法
ほう

第
だい

７条
じょう

第
だい

１項
こう

） 

 

   職員
しょくいん

は障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

を行
おこな

ってはならない。 

 

（１）障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

の定義
て い ぎ

 

 

障害者
しょうがいしゃ

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、 

○市
し

が行
おこな

う給
きゅう

付
ふ

及
およ

びサービスや各
かく

種
しゅ

機
き

会
かい

の提
てい

供
きょう

を拒
きょ

否
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、障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

に対
たい

しては付
ふ

さない

条件
じょうけん

を付
つ

ける 

などにより、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

すること。 

 

（２）判断
はんだん

の視点
し て ん

 

 

① 正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

 

客観的
きゃっかんてき

に見
み

て正当
せいとう

な目的
もくてき

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

える場合
ば あ い

です。 

正当
せいとう

な理由
り ゆ う

に相当
そうとう

するか否
いな

かについて、個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに、障害者
しょうがいしゃ

、第三者
だいさんしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

（例
れい

：

安全
あんぜん

の確保
か く ほ

、財産
ざいさん

の保全
ほ ぜ ん

、事業
じぎょう

の目的
もくてき

・内容
ないよう

・機能
き の う

の維持
い じ

、損害
そんがい

発生
はっせい

の防止
ぼ う し

等
とう

）及
およ

び本市
ほ ん し

の事務
じ む

・

事業
じぎょう

の目的
もくてき

・内容
ないよう

・機能
き の う

の維持
い じ

等
とう

の観点
かんてん

に鑑
かんが

み、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

することが必要
ひつよう

です。 

 

② 不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

とはならない場合
ば あ い

 

障害者
しょうがいしゃ

の事実上
じじつじょう

の平等
びょうどう

を促進
そくしん

し、又
また

は達成
たっせい

するために必要
ひつよう

な特別
とくべつ

の措置
そ ち

は、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

ではありません。 

○障害者
しょうがいしゃ

を障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と比
くら

べて優遇
ゆうぐう

する取 扱
とりあつかい

（いわゆる積極的
せっきょくてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

） 

○障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

による障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との異
こと

なる取 扱
とりあつかい

 

○合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

等
とう

するために必要
ひつよう

な範囲
は ん い

で、プライバシーに配慮
はいりょ

しつつ障害者
しょうがいしゃ

に

障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

等
とう

を確認
かくにん

すること 

 

 （３）その他
た

留
りゅう

意
い

すべき点
てん

 

 

各職場
かくしょくば

において正当
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、障害者
しょうがいしゃ

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

るよう努
つと

めます。 
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 ２ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

う義務
ぎ む

（法
ほう

第
だい

７条
じょう

第
だい

２項
こう

） 

 

  職員
しょくいん

は障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

わなければならない。 

 

（１）合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の定義
て い ぎ

 

 

その事務
じ む

・事業
じぎょう

を行
おこな

うに当
あ

たり、個々
こ こ

の場面
ば め ん

において、障害者
しょうがいしゃ

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

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

において、その実
じっ

施
し

に伴
ともな

う負
ふ

担
たん

が過
か

重
じゅう

でな

いときは、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

することとならないよう、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

につ

いて行
おこな

う、必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

のこと。 

  

国
くに

の基本
き ほ ん

指針
し し ん

では、「物理的
ぶつりてき

環境
かんきょう

への配慮
はいりょ

」「意思
い し

疎通
そ つ う

への配慮
はいりょ

」「ルール・慣行
かんこう

の柔軟
じゅうなん

な

変更
へんこう

」の３つのカテゴリを挙
あ

げています。 

 

（２）判断
はんだん

の視点
し て ん

 

 

○ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、本市
ほ ん し

の事務
じ む

・事業
じぎょう

の目的
もくてき

・内容
ないよう

・機能
き の う

に照
て

らし、必要
ひつよう

とされる範囲
は ん い

で本来
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、障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との比較
ひ か く

において同等
どうとう

の機会
き か い

の提供
ていきょう

を

受
う

けるためのもので、事務
じ む

・事業
じぎょう

の目的
もくてき

・内容
ないよう

・機能
き の う

の本質的
ほんしつてき

な変更
へんこう

には及
およ

ばないもので

す。 

○ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、障害
しょうがい

の特性
とくせい

や社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

が求
もと

められる具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

や状 況
じょうきょう

に応
おう

じ

て異
こと

なり、多様
た よ う

かつ個別性
こべつせい

の高
たか

いものであり、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

が現
げん

に置
お

かれている状 況
じょうきょう

を

ふまえ、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のための手段
しゅだん

及
およ

び方法
ほうほう

について、後述
こうじゅつ

する過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

の

基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

の要素
よ う そ

を考慮
こうりょ

し、代替
だいたい

措置
そ ち

の選択
せんたく

も含
ふく

め、双方
そうほう

の建設的
けんせつてき

対話
た い わ

による相互
そ う ご

理解
り か い

を通
つう

じて、必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な範囲
は ん い

で、柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

がなされるものです。さらに、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
へん

化
か

等
とう

に応
おう

じて変
か

わりうるものです。 

○ 意思
い し

の表明
ひょうめい

は、具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

において、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に関
かん

する配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている

状 況
じょうきょう

にあることを言語
げ ん ご

（手話
し ゅ わ

を含む。）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
み

振
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、障害者
しょうがいしゃ

が他人
た に ん

とコミュニケーシ

ョンを図
はか

る際
さい

に必要
ひつよう

な手段
しゅだん

（通訳
つうやく

を介
かい

するものを含
ふく

む。）により伝
つた

えられます。 

また、障害者
しょうがいしゃ

からの意思
い し

表明
ひょうめい

のみでなく、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

を含
ふく

む。）

等
とう

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、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

、介助者
かいじょしゃ

等
とう

、コミュニケーシ

ョンを支援
し え ん

する者
もの

が本人
ほんにん

を補佐
ほ さ

して行
おこな

う意思
い し

の表明
ひょうめい

も含
ふく

みます。 

なお、意思
い し

の表明
ひょうめい

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

が、家族
か ぞ く

、介助者
かいじょしゃ

等
とう

を伴
ともな

っていない場合
ば あ い

など、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、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

が社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としていること

が明白
めいはく

である場合
ば あ い

には、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

に鑑
かんが

みれば、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して適切
てきせつ

と思
おも

われる配慮
はいりょ

を提案
ていあん

するために建設的
けんせつてき

対話
た い わ

を働
はたら

きかけるなど、自主的
じしゅてき

な配慮
はいりょ

に努
つと

めます。 
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○ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の利用
り よ う

を想定
そうてい

して事前
じ ぜ ん

に 行
おこな

われる建築物
けんちくぶつ

のバリアフリー化
か

、

介助者
かいじょしゃ

等
とう

の人的
じんてき

支援
し え ん

、情報
じょうほう

アクセシビリティ2の向
こう

上等
じょうとう

の環境
かんきょう

の整備
せ い び

を基礎
き そ

として、個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、その状 況
じょうきょう

に応
おう

じて職員
しょくいん

が個別
こ べ つ

に実施
じ っ し

する措置
そ ち

です。したがって、

各場面
かくばめん

における環境
かんきょう

の整備
せ い び

の状 況
じょうきょう

により、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

は異
こと

なります。 

 

○ 過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

については、各職場
かくしょくば

において、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

します。 

○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

（事務
じ む

・事業
じぎょう

の目的
もくてき

・内容
ないよう

・機能
き の う

を損
そこ

なうか否
いな

か） 

○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

） 

○費用
ひ よ う

・負担
ふ た ん

の程度
て い ど

や財政
ざいせい

・財務
ざ い む

状 況
じょうきょう

 

○事務
じ む

・事業
じぎょう

規模
き ぼ

 

 

○ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、状態
じょうたい

等
とう

に配慮
はいりょ

します。 

 

（３）その他
た

留
りゅう

意
い

すべき点
てん

 

 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、障害者
しょうがいしゃ

が受
う

ける制限
せいげん

は、機能
き の う

障害
しょうがい

のみに起因
き い ん

するものではなく、社会
しゃかい

にお

ける様々
さまざま

な障壁
しょうへき

と相
そう

対
たい

することによって生
しょう

ずるものとのいわゆる「社
しゃ

会
かい

モデル3」の考
かんが

え方
かた

をふまえたものです。 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

が多数
た す う

見
み

込
こ

まれる場合
ば あ い

、障害者
しょうがいしゃ

との関係性
かんけいせい

が長期
ちょうき

にわたる

場合
ば あ い

等
とう

には、その都度
つ ど

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

ではなく、環境
かんきょう

の整備
せ い び

を考慮
こうりょ

に入
い

れることにより、

より人権
じんけん

を尊重
そんちょう

した市政
し せ い

運営
うんえい

や、中
ちゅう

・長期的
ちょうきてき

なコストの削減
さくげん

・効率化
こうりつか

につながることを念頭
ねんとう

に、対応
たいおう

を検討
けんとう

していきます。 

各職場
かくしょくば

において、過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

に当
あ

たると判断
はんだん

した場合
ば あ い

は、障害者
しょうがいしゃ

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

るよう努
つと

めます。 

 

  

                                                   

※2  年齢
ねんれい

や身体
しんたい

障害
しょうがい

の有無
う む

に関係
かんけい

なく、誰
だれ

でも必要
ひつよう

とする情報
じょうほう

に簡単
かんたん

にたどり着
つ

け、利用
り よ う

できること。 

※3 障
しょう

害
がい

者
しゃ

が受
う

ける制
せい

限
げん

は、障
しょう

害
がい

のみに起
き

因
いん

するものではなく、社会
しゃかい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

と相対
あいたい

するこ

とによって生
しょう

ずるものであるととらえる考
かんが

え方
かた
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第
だい

３章
しょう

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

及
およ

び合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

 

 

１ 「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

」の具体例
ぐたいれい

 

 

以下
い か

の事例
じ れ い

は、あくまでも例示
れ い じ

で、これらに限定
げんてい

されたものではありません。また、客観的
きゃくかんてき

に見
み

て、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

が存在
そんざい

する場合
ば あ い

は、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

に該当
がいとう

しないものがあると考
かんが

え

られます。 

 

（１） 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、市
し

が行
おこな

う給付
きゅうふ

及
およ

びサービスや各種
かくしゅ

機会
き か い

の 

 提供
ていきょう

について、拒否
き ょ ひ

する 

 

○障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に、窓口
まどぐち

対応
たいおう

を拒否
き ょ ひ

する。 

○障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に、市
し

施設
し せ つ

の利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

する。 

○市
し

施設
し せ つ

で、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

4を同伴
どうはん

することを拒否
き ょ ひ

する。 

 注）身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬法
けんほう

は、国
くに

や地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

が管理
か ん り

する施設
し せ つ

に対
たい

し、補助
ほ じ ょ

犬
けん

同伴
どうはん

を拒
こば

むことを原則
げんそく

禁止
き ん し

しています。また、補
ほ

助
じょ

犬
けん

を使
つか

う身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

は、補
ほ

助
じょ

犬
けん

の体
からだ

を清
せい

潔
けつ

に保
たも

つとともに、予防
よ ぼ う

接種
せっしゅ

及
およ

び検
けん

診
しん

を受
う

けさせることにより、公衆
こうしゅう

衛生上
えいせいじょう

の危害
き が い

を生
しょう

じさせないよう努
つと

める義務
ぎ む

があ

ります。 

○障害
しょうがい

のある子
こ

どもに対
たい

し、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた代替案
だいたいあん

の検討
けんとう

等
とう

の配慮
はいりょ

も無
な

しに、体育
たいいく

や

実習
じっしゅう

科目
か も く

への参加
さ ん か

を拒否
き ょ ひ

する。 

 

（２） 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、市
し

が行
おこな

う給付
きゅうふ

及
およ

びサービスや各種
かくしゅ

機会
き か い

の 

提供
ていきょう

に当
あ

たって場所
ば し ょ

や時間帯
じかんたい

などを制限
せいげん

するなど、障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

に対
たい

しては付
ふ

さ

ない条件
じょうけん

を付
つ

ける 

 

○障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に、対応
たいおう

の順序
じゅんじょ

を後
あと

回
まわ

しにする。 

○障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に、書面
しょめん

の交付
こ う ふ

、資料
しりょう

の送付
そ う ふ

、パンフレットの提供
ていきょう

等
とう

を拒否
き ょ ひ

する。 

○障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に、説明会
せつめいかい

等
とう

への出席
しゅっせき

を拒否
き ょ ひ

する。 

○事務
じ む

・事業
じぎょう

の遂行上
すいこうじょう

、特
とく

に必要
ひつよう

ではないにも関
かか

わらず、障害
しょうがい

のあることを理由
り ゆ う

に、来庁
らいちょう

の際
さい

に付
つ

き添
そ

い人
にん

の同
どう

行
こう

を求
もと

めるなどの条
じょう

件
けん

を付
つ

ける。 

  

                                                   

※4 次
つぎ

の３種類
しゅるい

です。①盲導犬
もうどうけん

（視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

が安全
あんぜん

に快適
かいてき

に歩
ある

くお手伝
て つ だ

いをする）、②聴
ちょう

導
どう

犬
けん

（タッチを

するなど色
いろ

々
いろ

な動
どう

作
さ

を使
つか

って聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に音
おと

を知
し

らせる）、③介
かい

助
じょ

犬
けん

（ドアの開
かい

閉
へい

・指
し

示
じ

された物
もの

を持
も

ってくる、不
ふ

測
そく

の事
じ

態
たい

が起
お

きた時
とき

に人
ひと

を呼
よ

びに行
い

くなど日常
にちじょう

生活
せいかつ

の手助
て だ す

けをする） 
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２ 「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の具体例
ぐたいれい

 

以下
い か

の事例
じ れ い

は、あくまでも例示
れ い じ

で、これらに限定
げんてい

されたものではありません。 

（１）物理的
ぶつりてき

環境
かんきょう

への配慮
はいりょ

 

○段差
だ ん さ

にスロープを渡
わた

す。 

○手
て

の届
とど

かないところに設
せっ

置
ち

された申
もうし

込
こみ

書
しょ

類
るい

を取
と

って渡
わた

す。 

○障
しょう

害
がい

により文
も

字
じ

の記
き

入
にゅう

が難
むずか

しい人
ひと

の求
もと

めに応
おう

じて、代
だい

筆
ひつ

をする。また、片手
か た て

でも書類
しょるい

へ

の記入
きにゅう

ができるよう、滑
すべ

りにくいマットや文鎮
ぶんちん

を使
つか

っていただく。 

 注
ちゅう

）視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

のため代筆
だいひつ

した場合
ば あ い

、代筆
だいひつ

内容
ないよう

は本人
ほんにん

に見
み

えないので、その読
よ

み上
あ

げを行
おこな

うか本人
ほんにん

に確認
かくにん

する。 
 

（２）意思
い し

疎通
そ つ う

への配慮
はいりょ

 

○会話
か い わ

するときは、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

を用
もち

い、相手
あ い て

にとって聞
き

き取
と

りやすい声
こえ

の大
おお

きさ、話
はな

す速度
そ く ど

で、丁寧
ていねい

に話
はな

す。理解
り か い

が難
むずか

しいと感
かん

じられたときは、短
みじか

い具体的
ぐたいてき

な文章
ぶんしょう

で「ゆっくり」

「丁寧
ていねい

に」「繰
く

り返
かえ

し」説
せつ

明
めい

する。なお、耳
みみ

で聞
き

いただけではわかりにくい場合
ば あ い

は、文章
ぶんしょう

や

図
ず

で示
しめ

しわかりやすく伝
つた

える方法
ほうほう

もある。また、不安感
ふあんかん

を生
しょう

じさせないよう、穏
おだ

やかな対応
たいおう

を心
こころ

がける。 

○聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

と会話
か い わ

するときは、本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

を確認
かくにん

して、口
くち

の動
うご

きがはっきり分
わ

かるように

配慮
はいりょ

したり、筆
ひつ

談
だん

、手
しゅ

話
わ

を用
もち

いるなど、柔軟
じゅうなん

な対応
たいおう

を行
おこな

う。 

○思
おも

うように口
くち

などを動
うご

かしにくく、お話
はなし

が聞
き

き取
と

りにくい人
ひと

と会話
か い わ

をするときは、わかっ

たふりをせず、一語
い ち ご

一語
い ち ご

確認
かくにん

するようにする。 

○障害
しょうがい

により周囲
しゅうい

の状 況
じょうきょう

を認識
にんしき

する力
ちから

が妨
さまた

げられたことから生
しょう

じる不安
ふ あ ん

から来庁
らいちょう

目的
もくてき

をつかみかねる話
はなし

を繰
く

り返
かえ

される場合
ば あ い

、その話
はなし

に耳
みみ

を傾
かたむ

けて気
き

持
も

ちが落
お

ち着
つ

かれたとき

を見
み

計
はか

らって、用
よう

件
けん

を聞
き

く。用件
ようけん

に入
はい

ることが難
むずか

しいときは「用件
ようけん

がわかったらまた来
き

て

ください」と穏
おだ

やかに伝
つた

え、「拒否
き ょ ひ

された」という感
かん

情
じょう

が残
のこ

らないようにする。 

○視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に文書
ぶんしょ

を送付
そ う ふ

する際
さい

は、本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

を確認
かくにん

して、拡大
かくだい

文字
も じ

、点字
て ん じ

、電子
で ん し

メール

の活用
かつよう

など、柔軟
じゅうなん

な対応
たいおう

を行
おこな

う。 

○講演会
こうえんかい

や会議
か い ぎ

の時
とき

に、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

をつける、スライド使用
し よ う

時
じ

に言葉
こ と ば

での説明
せつめい

もつ

けるなど、目
め

と耳
みみ

と双
そう

方
ほう

から情
じょう

報
ほう

を得
え

られるよう、配
はい

慮
りょ

する。 
 

（３）ルール・慣行
かんこう

の柔軟
じゅうなん

な変更
へんこう

 

○外
がい

出
しゅつ

が困
こん

難
なん

な人
ひと

に対
たい

して、郵
ゆう

送
そう

での手
て

続
つづき

を認
みと

める。 

○障
しょう

害
がい

の特
とく

性
せい

に応
おう

じた休
きゅう

憩
けい

時
じ

間
かん

の調
ちょう

整
せい

を行
おこな

う。 

○プライバシーに配慮
はいりょ

した対応
たいおう

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

には、面談室
めんだんしつ

等
とう

を利用
り よ う

する。 

※本
ほん

人
にん

から申
もう

し出
で

があった場
ば

合
あい

はもちろん、精神
せいしん

障害
しょうがい

や内部
な い ぶ

障害
しょうがい

等
とう

、外見
がいけん

からはわからな

い障害
しょうがい

がある人
ひと

の中
なか

には、障害
しょうがい

があることを人
ひと

に知
し

られたくないと思
おも

っている人
ひと

もいま

す。 

○パニックになった人
ひと

を、一人
ひ と り

になって落
お

ち着
つ

くことができる場所
ば し ょ

に案内
あんない

する。 

○複
ふく

数課
す う か

をまたぐ手続
てつづき

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

、必要
ひつよう

であれば次
つぎ

の課
か

まで誘導
ゆうどう

する。  
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第
だい

４章
しょう

 相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

（法
ほう

第
だい

１４条
じょう

） 

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を効果的
こうかてき

に推進
すいしん

するには、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

からの

相談
そうだん

等
とう

に的確
てきかく

に応
おう

じることが必要
ひつよう

であり、とりわけ障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

からの相談
そうだん

に対応
たいおう

する際
さい

には、

障害
しょうがい

の特性
とくせい

や状 況
じょうきょう

等
とう

に配慮
はいりょ

することが重要
じゅうよう

です。 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に限定
げんてい

した新
あら

たな相談
そうだん

機関
き か ん

は設置
せ っ ち

せず、案件
あんけん

の内容
ないよう

に応
おう

じた既存
き そ ん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

を

明確
めいかく

にするとともに、相談
そうだん

などに対応
たいおう

する職員
しょくいん

の業務
ぎょうむ

の明確化
めいかくか

などを図
はか

ることにより、

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に資
し

する体制
たいせい

を整備
せ い び

します。 

各既存
かくきそん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

に障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に係
かか

る相談
そうだん

が入
はい

ったときの対応
たいおう

は、以下
い か

のとおりとします。

相談
そうだん

対応
たいおう

が終
お

わり次
し

第
だい

、その概要
がいよう

を様
よう

式
しき

１及
およ

び２にて障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

に提出
ていしゅつ

してください。また、

各職場
かくしょくば

での対応
たいおう

について合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を求
もと

められたときの対応
たいおう

についても、その概要
がいよう

を様式
ようしき

１及
およ

び２にて障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

に提出
ていしゅつ

してください。今後
こ ん ご

の対応
たいおう

に活
い

かすため、相談
そうだん

状 況
じょうきょう

を集約
しゅうやく

し

ます。 

   場面
ば め ん

・例
れい

 対応
たいおう

 

①  障害者
しょうがいしゃ

が既存
き そ ん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

で、そこの所管
しょかん

内容
ないよう

に

合
あ

う相
そう

談
だん

をしたとき 

例
れい

、解雇
か い こ

されたことは障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

による不当
ふ と う

解雇
か い こ

だ

との相談
そうだん

を、勤労者
きんろうしゃ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

で受
う

けた。 

既
き

存
そん

窓口
まどぐち

で従来
じゅうらい

どおり対応
たいおう

す

る。 

②  障害者
しょうがいしゃ

が既存
き そ ん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

で、別
べつ

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

が

所管
しょかん

する内容
ないよう

の相談
そうだん

をしたとき 

例
れい

、解雇
か い こ

されたことは障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

による不当
ふ と う

解雇
か い こ

だ

との相談
そうだん

を、障害者
しょうがいしゃ

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センターで受
う

け

た。 

その相談
そうだん

内容
ないよう

を所管
しょかん

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

を案内
あんない

する。 

③   差別
さ べ つ

としての対応
たいおう

より、虐待
ぎゃくたい

としての対応
たいおう

が

妥当
だ と う

と思
おも

われる相談
そうだん

があったとき 

 豊中市
とよなかし

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センタ

ーが対応
たいおう

する。 

 注
ちゅう

）在宅
ざいたく

の障害児
しょうがいじ

に対
たい

する家族
か ぞ く

か

らの虐待
ぎゃくたい

は、こども相談課
そうだんか

 

④   豊中市
とよなかし

の特定
とくてい

部署
ぶ し ょ

の対応
たいおう

が障害者
しょうがいしゃ

を差別
さ べ つ

して

いるとの相談
そうだん

を受
う

けたとき 

 当該
とうがい

部署
ぶ し ょ

が、相談者
そうだんしゃ

への対応
たいおう

を

行
おこな

う。 

⑤  市
し

出資
しゅっし

法人
ほうじん

等
とう

の対応
たいおう

が障害者
しょうがいしゃ

を差別
さ べ つ

している

との相談
そうだん

を受
う

けたとき 

 当該
とうがい

市
し

出資
しゅっし

法人
ほうじん

等
とう

と の 連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を担当
たんとう

する課
か

が、当
とう

該
がい

市
し

出資
しゅっし

法人
ほうじん

等
とう

に、相談者
そうだんしゃ

への対応
たいおう

と結果
け っ か

報告
ほうこく

を求
もと

める。 

⑥  福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

の対応
たいおう

が障害者
しょうがいしゃ

を差別
さ べ つ

し

ているとの相談
そうだん

を受
う

けたとき 

苦情
くじょう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（地域
ち い き

福祉課
ふ く し か

）

が、対応
たいおう

する。 
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   場面
ば め ん

・例
れい

 対応
たいおう

 

⑦   福祉
ふ く し

サービス以外
い が い

の民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

の対応
たいおう

が

障害
しょうがい

者
しゃ

を差別
さ べ つ

しているとの相談
そうだん

を受けたとき 

民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

の主
しゅ

となる課
か

（なければ障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

企画係
きかくかかり

）が、当該
とうがい

事業所
じぎょうしょ

に、相談者
そうだんしゃ

への対応
たいおう

と結果
け っ か

報告
ほうこく

を求
もと

める。 

⑧   個人
こ じ ん

・地域
ち い き

組織
そ し き

の対応
たいおう

が障害者
しょうがいしゃ

を差別
さ べ つ

してい

るとの相談
そうだん

を受
う

けたとき 

 

〇個人
こ じ ん

の場合
ば あ い

、相談
そうだん

を受
う

けた既存
き そ ん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

が対応
たいおう

する。 

○地域
ち い き

組織
そ し き

の場合
ば あ い

、地域
ち い き

組織
そ し き

との

連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

う課
か

か相談
そうだん

を受
う

けた既存
き そ ん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

が対応
たいおう

する。 

 相談
そうだん

が入
はい

りうるところ：人
じん

権
けん

相談
そうだん

、

障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

、障害者
しょうがいしゃ

基幹
き か ん

相談
そうだん

支援
し え ん

センター 

 

第
だい

５章
しょう

 職員
しょくいん

等
とう

への研修
けんしゅう

 

 

１ 本市
ほ ん し

における職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

 

 

本市
ほ ん し

においては、職員
しょくいん

一人
ひ と り

ひとりが障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して適切
てきせつ

に対応
たいおう

し、また、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びそ

の家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

からの相談
そうだん

等
とう

に的確
てきかく

に対応
たいおう

するため、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

の周知
しゅうち

徹底
てってい

、障害者
しょうがいしゃ

か

ら話
はなし

を聞
き

く機会
き か い

を設
もう

けるなどの研修
けんしゅう

等
とう

を実施
じ っ し

することにより、職員
しょくいん

の障害
しょうがい

に関
かん

する理
り

解
かい

の

促進
そくしん

を図
はか

るものとします。 

 

２ 受託事
じゅたくじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

における研修
けんしゅう

 

 

市民
し み ん

と接
せっ

する機会
き か い

のある業務
ぎょうむ

を行
おこな

う受託事
じゅたくじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との契約
けいやく

または協定
きょうてい

においては、当該
とうがい

受託事
じゅたくじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

に対
たい

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して適切
てきせつ

に対応
たいおう

するため、人権
じんけん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

及
およ

びその実施
じ っ し

結果
け っ か

の報告
ほうこく

を求
もと

めることで、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

の普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、受託事
じゅたくじ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

による障害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

の促進
そくしん

に努
つと

めるものとします。 

 

 

附
ふ

 則
そく

 

 この要領
ようりょう

は、平成
へいせい

２８年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から実施
じ っ し

する。 
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平成
へいせい

 年
ねん

(    年
ねん

) 月
がつ

 日
にち

 

 

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

課長
かちょう

 様
さま

 

 

部
ぶ

       課長
かちょう

 

 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の申出
もうしで

又
また

は障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

の報告
ほうこく

について 

 

当課
と う か

が受
う

けた合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の申出
もうしで

又
また

は障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

について、下記
か き

のとおり報告
ほうこく

します。 

記
き

 

 

１ 問
とい

合
あわ

せ内容
ないよう

等
とう

 

別紙
べ っ し

報告書
ほうこくしょ

のとおり 

２ 対応
たいおう

時
じ

の問題点
もんだいてん

等
とう

 

対
たい

応
おう

時
じ

に 

困
こま

った 

ところ 

 

対
たい

応
おう

に 

対
たい

する 

今
こん

後
ご

の課
か

題
だい

 

 

（様式
ようしき

１） 
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合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の申出
もうしで

又
また

は障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

 報告書
ほうこくしょ

 

(報告
ほうこく

日
び

)平成
へいせい

 年
ねん

(    年
ねん

) 月
がつ

 日
にち

 

※1欄
らん

 話
はなし

の流
なが

れでわかる場合
ば あ い

に記入
きにゅう

（報告書
ほうこくしょ

作成
さくせい

のためだけに聞
き

き出
だ

す必要
ひつよう

はありません。） 

※2欄
らん

 差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

の場合
ば あ い

のみ記入
きにゅう

 

部
ぶ

(局
きょく

)課
か

(施設
し せ つ

)名
めい

        部
ぶ

(局
きょく

)      課
か

(施設
し せ つ

) 

申出
もうしで

又
また

は相談
そうだん

を受
う

けた日
ひ

 平成
へいせい

  年
ねん

(    年
ねん

)  月
がつ

  日
にち

（  ） 

申出者
もうしでしゃ

又
また

は相談者
そうだんしゃ

の 

障害
しょうがい

種類
しゅるい

（※1） 
視覚
し か く

 聴覚
ちょうかく

 言語
げ ん ご

 肢体
し た い

 内部
な い ぶ

 知的
ち て き

 発達
はったつ

 精神
せいしん

 難病
なんびょう

 

連絡
れんらく

方法
ほうほう

 電話
で ん わ

 書面
しょめん

 電子
で ん し

ﾒｰﾙ 面接
めんせつ

 その他
た

(           ) 

申出者
もうしでしゃ

又
また

は相談者
そうだんしゃ

の 

主訴
し ゅ そ

 

 

申出
もうしで

又
また

は相談
そうだん

内容
ないよう

 

(詳細
しょうさい

) 

 

差別
さ べ つ

したとされた 

人
ひと

・部署
ぶ し ょ

からの 

聞
き

き取
と

り結果
け っ か

等
とう

 

（※2） 

聞
き

き取
と

り方
ほう

法
ほう

 電
でん

話
わ

 書
しょ

面
めん

 面
めん

接
せつ

 その他
た

（        ） 

聞
き

き取
と

った内
ない

容
よう

 

対応
たいおう

結果
け っ か

  

当該
とうがい

案件
あんけん

の担当者
たんとうしゃ

 

（電話番号
でんわばんごう

） 

 

（           ） 

（様式
ようしき

２） 
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資料
しりょう

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の特性
とくせい

）：視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひと

 

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

発行
はっこう

『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』（平成
へいせい

17年
ねん

（2005年
ねん

））より抜粋
ばっすい

 

 

視覚
し か く

障害
しょうがい

のある方
かた

の中
なか

には、全
まった

く見
み

えない方
かた

と見
み

えづらい方
かた

とがいます。見
み

えづらい方
かた

の

中
なか

には、細部
さ い ぶ

がよく分
わ

からない、光
ひかり

がまぶしい、暗
くら

いところで見
み

えにくい、見
み

える範囲
は ん い

が狭
せま

い（視野
し や

の一部
い ち ぶ

が欠
か

けたり、望遠鏡
ぼうえんきょう

でのぞいているような見
み

え方
かた

）などの方
かた

がいます。また、

特定
とくてい

の色
いろ

がわかりにくい方
かた

もいます。 

 

主
おも

な特徴
とくちょう

 

・一人
ひ と り

で移動
い ど う

することが困難
こんなん

 

慣
な

れていない場所
ば し ょ

では一人
ひ と り

で移動
い ど う

することは困難
こんなん

です。 

・音声
おんせい

を中心
ちゅうしん

に情報
じょうほう

を得
え

ている 

  目
め

からの情報
じょうほう

が得
え

にくいため、音声
おんせい

や手
て

で触
さわ

ることなどにより情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

しています。 

・文字
も じ

の読
よ

み書
か

きが困難
こんなん

 

文書
ぶんしょ

を読
よ

むことや書類
しょるい

に文字
も じ

を記入
きにゅう

することが難
むずか

しい方
かた

が多
おお

いです。 
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資料
しりょう

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の特性
とくせい

）：聴覚
ちょうかく

・言語
げ ん ご

障害
しょうがい

のある人
ひと

 

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

発行
はっこう

『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』（平成
へいせい

17年
ねん

（2005年
ねん

））より抜粋
ばっすい

 

 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある方
かた

の中
なか

には、全
まった

く聞
き

こえない方
かた

と聞
き

こえにくい方
かた

とがいます。さらに、

言語
げ ん ご

障害
しょうがい

を伴
ともな

う方
かた

とほとんど伴
ともな

わない方
かた

とがいます。また、言語
げ ん ご

障害
しょうがい

のある方
かた

は、その

原因
げんいん

によって、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

を伴
ともな

う場合
ば あ い

があります。 

 

主
おも

な特徴
とくちょう

 

・外見
がいけん

から分
わ

かりにくい 

  外見
がいけん

からは聞
き

こえないことが分
わ

かりにくいため、挨拶
あいさつ

したのに返事
へ ん じ

をしないなどと誤解
ご か い

されることがあります。 

・視覚
し か く

を中心
ちゅうしん

に情報
じょうほう

を得
え

ている 

音
おと

や声
こえ

による情報
じょうほう

が得
え

にくく、文字
も じ

や図
ず

などの視覚
し か く

により情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

しています。 

・声
こえ

に出
だ

して話
はな

せても聞
き

こえているとは限
かぎ

らない 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある方
かた

の中
なか

には声
こえ

に出
だ

して話
はな

せる方
かた

もいますが、相手
あ い て

の話
はなし

は聞
き

こえていな

い場合
ば あ い

があります。 

・補聴器
ほちょうき

をつけても会話
か い わ

が通
つう

ずるとは限
かぎ

らない 

補聴器
ほちょうき

をつけている方
かた

もいますが、補聴器
ほちょうき

で音
おと

を大
おお

きくしても、明
めい

りょうに聞
き

こえてい

るとは限
かぎ

らず、相手
あ い て

の口
くち

の形
かたち

を読
よ

み取
と

るなど、視覚
し か く

による情報
じょうほう

で話
はなし

の内容
ないよう

を補
おぎな

ってい

る方
かた

も多い
お お い

です。 
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資料
しりょう

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の特性
とくせい

）：肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

のある人
ひと

 

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

発行
はっこう

『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』（平成
へいせい

17年
ねん

（2005年
ねん

））より抜粋
ばっすい

 

 

 肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

のある方
かた

の中
なか

には、上肢
じょうし

や下肢
か し

に切断
せつだん

や機能
き の う

障害
しょうがい

のある方
かた

、座
すわ

ったり立
た

ったり

する姿勢
し せ い

保持
ほ じ

が困難
こんなん

な方
かた

、脳性
のうせい

マヒの方
かた

などがいます。これらの方
かた

の中
なか

には、書類
しょるい

の記入
きにゅう

など

の細
こま

かい作業
さぎょう

が困難
こんなん

な方
かた

、立
た

ったり歩行
ほ こ う

したりすることが困難
こんなん

な方
かた

、身体
しんたい

にマヒがある方
かた

、自分
じ ぶ ん

の意思
い し

と関係
かんけい

なく体
からだ

が動
うご

く不随意
ふ ず い い

運動
うんどう

を伴
ともな

う方
かた

などがいます。移動
い ど う

については、杖
つえ

や松葉
ま つ ば

杖
づえ

を使用
し よ う

される方
かた

、義足
ぎ そ く

を使用
し よ う

される方
かた

、自力
じ り き

走行
そうこう

や電動
でんどう

の車
くるま

いすを使用
し よ う

される方
かた

などがいま

す。また、病気
びょうき

や事故
じ こ

で脳
のう

が損傷
そんしょう

を受
う

けた方
かた

の中
なか

には、身体
しんたい

のマヒや機能
き の う

障害
しょうがい

に加
くわ

えて、言葉
こ と ば

の不
ふ

自
じ

由
ゆう

さや記憶力
きおくりょく

の低下
て い か

、感情
かんじょう

の不
ふ

安
あん

定
てい

さなどを伴
ともな

う方
かた

もいます。 

 

主
おも

な特徴
とくちょう

 

・移動
い ど う

に制約
せいやく

のある方
かた

もいる 

  下肢
か し

に障害
しょうがい

のある方
かた

では、段差
だ ん さ

や階段
かいだん

、手動
しゅどう

ドアなどがあると、一
ひと

人
り

では進
すす

めない方
かた

が

います。歩行
ほ こ う

が不安定
ふあんてい

で転倒
てんとう

しやすい方
かた

もいます。 

車
くるま

いすを使用
し よ う

されている方
かた

では、高
たか

い所
ところ

には、手
て

が届
とど

きにくく、床
ゆか

のモノは拾
ひろ

いにくいで

す。 

・文字
も じ

の記入
きにゅう

が困難
こんなん

な方
かた

もいる 

  手
て

にマヒのある方
かた

や脳性
のうせい

マヒで不随意
ふ ず い い

運動
うんどう

を伴
ともな

う方
かた

などでは、文字
も じ

を記入
きにゅう

できなかった

り、狭
せま

いスペースに記入
きにゅう

することが困難
こんなん

です。 

・体
たい

温
おん

調節
ちょうせつ

が困難
こんなん

な方
かた

もいる 

  脊髄
せきずい

を損傷
そんしょう

された方
ほう

では、手足
て あ し

が動
うご

かないだけでなく、感覚
かんかく

もなくなり、周
しゅう

囲
い

の温
おん

度
ど

に

応
おう

じた体
たい

温
おん

調
ちょう

節
せつ

が困
こん

難
なん

です。 

・話
はな

すことが困難
こんなん

な方
かた

もいる 

  脳性
のうせい

マヒの方
ほう

の中
なか

には、発語
は つ ご

の障害
しょうがい

に加
くわ

え、顔
かお

や手足
て あ し

などが自分
じ ぶ ん

の思
おも

いとは関係
かんけい

なく動
うご

いてしまうため、自分
じ ぶ ん

の意思
い し

を伝
つた

えにくい方
かた

もいます。 
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資料
しりょう

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の特性
とくせい

）：内部
な い ぶ

障害
しょうがい

のある人
ひと

 

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

発行
はっこう

『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』（平成
へいせい

17年
ねん

（2005年
ねん

））に加筆
か ひ つ

 

 

内部
な い ぶ

障害
しょうがい

とは、内臓
ないぞう

機能
き の う

の障害
しょうがい

であり、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

では心臓
しんぞう

機能
き の う

、呼吸器
こきゅうき

機能
き の う

、

じん臓
ぞう

機能
き の う

、ぼうこう・直 腸
ちょくちょう

機能
き の う

、小 腸
しょうちょう

機能
き の う

、ヒト免疫
めんえき

不全
ふ ぜ ん

ウイルス（ＨＩＶ）による

免疫
めんえき

機能
き の う

、肝臓
かんぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

の７種類
しゅるい

の機能
き の う

障害
しょうがい

が定
さだ

められています。 

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

の対象
たいしょう

となる「障害者
しょうがいしゃ

」は、心身
しんしん

の機能
き の う

の障害
しょうがい

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
そう

当
とう

な制
せい

限
げん

を受
う

ける状
じょう

態
たい

にある人
ひと

です。いわゆる障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

していることは要件
ようけん

となっていませんので、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

の対象
たいしょう

となるほ

ど内蔵
ないぞう

機能
き の う

の障害
しょうがい

が悪化
あ っ か

していなくても、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の上
うえ

で合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

がある

ことに留意
りゅうい

する必要
ひつよう

があります。 

 

心臓
しんぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

は、不整脈
ふせいみゃく

、狭 心 症
きょうしんしょう

、心筋症
しんきんしょう

等
とう

のために心臓
しんぞう

機能
き の う

が低下
て い か

した障害
しょうがい

で、ペ

ースメーカー等
とう

を使用
し よ う

している方
かた

もいます。 

呼吸器
こきゅうき

機能
き の う

障害
しょうがい

は、呼吸器
こきゅうき

系
けい

の病気
びょうき

により呼吸
こきゅう

機能
き の う

が低下
て い か

した障害
しょうがい

で、酸素
さ ん そ

ボンベを

携帯
けいたい

したり、人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

（ベンチレーター）を使用
し よ う

している方
かた

もいます。 

腎臓
じんぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

は、腎
じん

機能
き の う

が低下
て い か

した障害
しょうがい

で、定期的
ていきてき

な人工
じんこう

透析
とうせき

に通院
つういん

されている方
かた

もい

ます。 

ぼうこう・直 腸
ちょくちょう

機能
き の う

障害
しょうがい

は、ぼうこう疾患
しっかん

や腸管
ちょうかん

の通過
つ う か

障害
しょうがい

で、腹
ふく

壁
へき

に新
あら

たな排泄
はいせつ

口
こう

（ストマ）を造
ぞう

設
せつ

している方
かた

もいます。 

小 腸
しょうちょう

機能
き の う

障害
しょうがい

は、小 腸
しょうちょう

の機能
き の う

が損
そこ

なわれた障害
しょうがい

で、食
しょく

事
じ

を通
つう

じた栄
えい

養
よう

維
い

持
じ

が困
こん

難
なん

な

ため、定
てい

期的
き て き

に静 脈
じょうみゃく

から輸
ゆ

液
えき

の補給
ほきゅう

を受
う

けている方
かた

もいます。 

ヒト免疫
めんえき

不全
ふ ぜ ん

ウイルス（ＨＩＶ）による免疫
めんえき

機能
き の う

障害
しょうがい

は、ＨＩＶによって免
めん

疫
えき

機能
き の う

が低下
て い か

した障害
しょうがい

で、抗
こう

ウイルス剤
ざい

を服薬
ふくやく

している方
かた

です。 

肝臓
かんぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

は肝臓
かんぞう

の機能
き の う

の障害
しょうがい

で、肝
かん

臓
ぞう

移
い

植
しょく

を受
う

け抗
こう

免
めん

疫
えき

療
りょう

法
ほう

を実
じっ

施
し

している人
ひと

、

肝性
かんせい

脳症
のうしょう

※5や腹水
ふくすい

※6がある等
とう

、重篤
じゅうとく

な状 況
じょうきょう

にある人
ひと

もいます。 

 

主
おも

な特徴
とくちょう

 

・外見
がいけん

からわかりにくい 

外見
がいけん

からは分
わ

からないため、電車
でんしゃ

やバスの優先席
ゆうせんせき

に座
すわ

っても周囲
しゅうい

の理解
り か い

が得
え

られないな

ど、心理的
しんりてき

なストレスを受
う

けやすい状 況
じょうきょう

にあります。 

・疲
つか

れやすい 

                                                   
※5  肝

かん

機能
き の う

障害
しょうがい

により、本来
ほんらい

肝臓
かんぞう

で除去
じょきょ

されるはずの毒物
どくぶつ

が血液中
けつえきちゅう

にたまって脳
のう

に到達
とうたつ

し、脳
のう

の機能
き の う

が低下
て い か

する病気
びょうき

。 
※6 体液

たいえき

を調節
ちょうせつ

するいろいろなホルモンや化学
か が く

物質
ぶっしつ

の変調
へんちょう

など複
ふく

数
すう

の要
よう

因
いん

が組
く

み合
あ

わさって、タンパク質
しつ

を含
ふく

む体液
たいえき

が肝臓
かんぞう

や腸
ちょう

の表面
ひょうめん

から漏
も

れ出
で

て腹
ふく

腔
こう

内
ない

に蓄
ちく

積
せき

した状
じょう

態
たい

。 
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  障害
しょうがい

のある臓器
ぞ う き

だけでなく全身
ぜんしん

状態
じょうたい

が低下
て い か

しているため、体力
たいりょく

がなく、疲
つか

れやすい

状 況
じょうきょう

にあり、重
おも

い荷物
に も つ

を持
も

ったり、長
ちょう

時
じ

間
かん

立
た

っているなどの身
しん

体
たい

的
てき

負
ふ

担
たん

を伴
ともな

う行
こう

動
どう

が

制
せい

限
げん

されます。 

・携帯
けいたい

電話
で ん わ

の影響
えいきょう

が懸念
け ね ん

される方
かた

もいる 

心臓
しんぞう

機能
き の う

障害
しょうがい

で心臓
しんぞう

ペースメーカーを埋
う

め込
こ

んでいる方
かた

では、携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

から発
はっ

せられる電
でん

磁
じ

波
は

等
とう

の影
えい

響
きょう

を受
う

けると誤
ご

作
さ

動
どう

するおそれがあるので、配
はい

慮
りょ

が必
ひつ

要
よう

です。 

・タバコの煙
けむり

が苦
くる

しい方
かた

もいる 

 呼
こ

吸
きゅう

器
き

機
き

能
のう

障
しょう

害
がい

のある方
かた

では、タバコの煙
けむり

などが苦
くる

しい方
かた

もいます。 

・トイレに不自由
ふ じ ゆ う

されている方
かた

もいる 

ぼうこう・直 腸
ちょくちょう

機能
き の う

障害
しょうがい

で人工
じんこう

肛門
こうもん

や、人工
じんこう

ぼうこうを使用
し よ う

されている方
かた

（オストメイ

ト）は、排泄物
はいせつぶつ

を処理
し ょ り

できるオストメイト用
よう

のトイレが必要
ひつよう

です。 

 

 

 

資料
しりょう

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の特性
とくせい

）：知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

 

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

発行
はっこう

『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』（平成
へいせい

17年
ねん

（2005年
ねん

））より抜粋
ばっすい

 

 

知的
ち て き

障害
しょうがい

のある方
かた

は、発達
はったつ

時期
じ き

において脳
のう

に何
なん

らかの障害
しょうがい

が生
しょう

じたため、知的
ち て き

な遅
おく

れと

社会
しゃかい

生活
せいかつ

への適応
てきおう

のしにくさのある方
かた

です。重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のため常
つね

に同伴者
どうはんしゃ

と行動
こうどう

される方
かた

も

いますが、障害
しょうがい

が軽度
け い ど

の場合
ば あ い

には会社
かいしゃ

で働
はたら

いている方
かた

も大勢
おおぜい

います。 

 

主
おも

な特徴
とくちょう

 

・複雑
ふくざつ

な話
はなし

や抽 象 的
ちゅうしょうてき

な概念
がいねん

は理解
り か い

しにくい 

・人
にん

にたずねたり、自分
じ ぶ ん

の意見
い け ん

を言
い

うのが苦手
に が て

な方
かた

もいる 

・漢
かん

字
じ

の読
よ

み書
か

きや計
けい

算
さん

が苦
にが

手
て

な方
かた

もいる 
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資料
しりょう

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の特性
とくせい

）：発達
はったつ

障害
しょうがい

のある人
ひと

 

豊中市
とよなかし

発行
はっこう

『発達
はったつ

障害
しょうがい

の理解
り か い

のために』（平成
へいせい

26年
ねん

（2014年
ねん

））より抜粋
ばっすい

 

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

とは、何
なん

らかの要因
よういん

で中枢
ちゅうすう

神経
しんけい

機能
き の う

が独特
どくとく

の働
はたら

きをすることにより、対人
たいじん

関係
かんけい

や行動
こうどう

のコントロール、学業
がくぎょう

などに支障
ししょう

が生
しょう

じる状態
じょうたい

のことをいいます。 

ここでは、発達
はったつ

障害
しょうがい

の一例
いちれい

を示
しめ

していますが、子
こ

どもから大人
お と な

まで年齢
ねんれい

も様々
さまざま

で、得意
と く い

・

苦手
に が て

もそれぞれの人
ひと

によって異
こと

なります。 

 

自閉症
じへいしょう

 

乳幼児期
にゅうようじき

に言葉
こ と ば

の発達
はったつ

が遅
おく

れ、他人
た に ん

とのコミュニケーションが不得意
ふ と く い

です。また、特定
とくてい

の

物
もの

や場所
ば し ょ

に強
つよ

いこだわりを示
しめ

したり、行動
こうどう

のパターン化
か

など、３歳
さい

までには何
なん

らかの症
しょう

状
じょう

が現
あらわ

れます。 

＊特長
とくちょう

＊ 

  慣
な

れた場所
ば し ょ

の方
ほう

が安心
あんしん

して活動
かつどう

できることが多
おお

いです。また、事前
じ ぜ ん

に予定
よ て い

が分
わ

かってい

た方
ほう

がスムーズに行動
こうどう

できることが多
おお

いです。 

 

アスペルガー症候群
しょうこうぐん

 

自閉症
じへいしょう

と同様
どうよう

の症 状
しょうじょう

が見
み

られますが、知的
ち て き

発達
はったつ

や言葉
こ と ば

の発達
はったつ

の遅
おく

れはありません。他人
た に ん

の気
き

持
も

ちを理解
り か い

することが苦手
に が て

であるため、自分
じ ぶ ん

の興味
きょうみ

のあることばかりを話
はな

すなど、友
とも

達
だち

との会話
か い わ

が噛
か

み合
あ

わないことがよくあります。 

 ＊特長
とくちょう

＊ 

   記憶力
きおくりょく

が高
たか

い場合
ば あ い

があり、気
き

に入
い

ったことや興味
きょうみ

があることに関
かん

しては多
おお

くの知識
ち し き

を

持
も

っていることがあります。 

 

注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障害
しょうがい

（AD/HD） 

「集 中
しゅうちゅう

できない」「落
お

ち着
つ

きがなくじっとしていられない」「考
かんが

えるよりも先
さき

に動
うご

く」

「忘
わす

れ物
もの

をよくする」などを特長
とくちょう

とします。こうした特長
とくちょう

のいくつかは幼
よう

児
じ

期
き

から現
あらわ

れは

じめます。 

＊特長
とくちょう

＊ 

  困
こま

っている人
ひと

がいれば早
はや

く気
き

づき、気
き

配
くば

りができることがあります。 

 

学習
がくしゅう

障害
しょうがい

（LD） 

全
ぜん

体
たい

的
てき

な知
ち

的
てき

発
はっ

達
たつ

に遅
おく

れはないにも関
かか

わらず、聞
き

く、話
はな

す、読
よ

む、書
か

く、計
けい

算
さん

するなどの

うち特定
とくてい

の学習
がくしゅう

や活動
かつどう

において、困難
こんなん

さを示
しめ

す様々
さまざま

な状態
じょうたい

のことをいいます。 

＊特
とく

長
ちょう

＊ 

その人
ひと

に合
あ

った工夫
く ふ う

を見
み

つけることができれば、困難
こんなん

なくこなせることがあります。 
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資料
しりょう

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の特性
とくせい

）：精神
せいしん

障害
しょうがい

のある人
ひと

 

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

発行
はっこう

『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』（平成
へいせい

17年
ねん

（2005年
ねん

））に加筆
か ひ つ

 

 

精神
せいしん

障害
しょうがい

のある方
かた

は、統合
とうごう

失 調 症
しっちょうしょう

、うつ病
びょう

、双極性
そうきょくせい

障害
しょうがい

（躁
そう

うつ病
びょう

）、てんかん、

アルコール依存症
いぞんしょう

、認知症
にんちしょう

等
とう

のさまざまな精神
せいしん

疾患
しっかん

により、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

のしづらさ

を抱
かか

えている方
かた

です。適切
てきせつ

な治療
ちりょう

・服薬
ふくやく

と周囲
しゅうい

の配慮
はいりょ

があれば症
しょう

状
じょう

をコントロールできる

ため、大半
たいはん

の方
かた

は地域
ち い き

で安定
あんてい

した生活
せいかつ

を送
おく

られています。 

 

統合
とうごう

失 調 症
しっちょうしょう

は、幻覚
げんかく

・思考
し こ う

障害
しょうがい

、感情
かんじょう

や意欲
い よ く

の障害
しょうがい

など、多様
た よ う

な精神
せいしん

症 状
しょうじょう

を特徴
とくちょう

とし、現実
げんじつ

を認識
にんしき

する能力
のうりょく

が妨
さまた

げられ、正
ただ

しい判断
はんだん

ができにくく、対人
たいじん

関係
かんけい

が難
むずか

しくなる

など、さまざまな生活
せいかつ

障害
しょうがい

を引
ひ

き起
お

こします。おおよそ１００人
にん

に１人
り

がかかる大変
たいへん

身近
み ぢ か

な

ものといわれています。 

うつ病
びょう

は、気
き

分
ぶん

がひどく落
お

ち込
こ

んだり、何事
なにごと

にも興味
きょうみ

を持
も

てなくなったりして、日常
にちじょう

生活
せいかつ

に支障
ししょう

が現
あらわ

れます。国内
こくない

の調査
ちょうさ

によると、うつ病
びょう

を経験
けいけん

している人
ひと

は約
やく

１５人に１人
り

とされています。 

双極性
そうきょくせい

障害
しょうがい

（躁
そう

うつ病
びょう

）は、うつ状態
じょうたい

では死
し

にたくなるなど、症 状
しょうじょう

によって生命
せいめい

の

危機
き き

をもたらす一方
いっぽう

、うつと正反対
せいはんたい

の躁
そう

状態
じょうたい

を放置
ほ う ち

すると、人間
にんげん

関係
かんけい

、社会的
しゃかいてき

信用
しんよう

、仕事
し ご と

や

家庭
か て い

などが損
そこ

なわれる重
じゅう

篤
とく

な疾
しっ

患
かん

です。 

てんかんは、通常
つうじょう

は規則正
きそくただ

しいリズムで活動
かつどう

している大脳
だいのう

の神経
しんけい

細胞
さいぼう

（ニューロン）の

活動
かつどう

が突然
とつぜん

崩
くず

れて、激
はげ

しい電気的
でんきてき

な乱
みだ

れが生
しょう

じることによって発作
ほ っ さ

が現
あらわ

れる病気
びょうき

です。 

アルコール依存症
いぞんしょう

は、長年
ながねん

にわたって大量
たいりょう

のお酒
さけ

を飲
の

み続
つづ

けるうち、適正
てきせい

な飲酒
いんしゅ

が自分
じ ぶ ん

で

コントロールできなくなり、身体
か ら だ

をこわしたり、職場
しょくば

や家庭
か て い

でのトラブルが引
ひ

き金
がね

となって

人間
にんげん

関係
かんけい

をこわすことがある病気
びょうき

です。 

認知症
にんちしょう

は、いったん獲得
かくとく

された認知
に ん ち

機能
き の う

（記憶
き お く

、言語
げ ん ご

、学習
がくしゅう

、判断力
はんだんりょく

等
とう

）が持続的
じぞくてき

に低下
て い か

し、さっきのことが思
おも

い出
だ

せない、今
いま

までできたことができない、暴言
ぼうげん

・暴力
ぼうりょく

、徘徊
はいかい

、妄想
もうそう

等
とう

が生
しょう

じる等
とう

により生活
せいかつ

に支障
ししょう

を生
しょう

じた状態
じょうたい

をいいます。 

 

主
おも

な特徴
とくちょう

 

・ストレスに弱
よわ

く、疲
つか

れやすく、対人
たいじん

関係
かんけい

やコミュニケーションが苦手
に が て

な方
かた

が多
おお

い 

・外見
がいけん

からは分
わ

かりにくく、障害
しょうがい

について理解
り か い

されずに孤立
こ り つ

している方
かた

もいる 

・精神
せいしん

障害
しょうがい

に対
たい

する社会
しゃかい

の無理解
む り か い

から、病気
びょうき

のことを他人
た に ん

に知
し

られたくないと思
おも

っている方
かた

も多
おお

い 

・周囲
しゅうい

の言動
げんどう

を被害的
ひがいてき

に受
う

け止
と

め、恐怖感
きょうふかん

をもってしまう方
かた

もいる 

・学生
がくせい

時代
じ だ い

の発病
はつびょう

や長期
ちょうき

入院
にゅういん

のために、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に慣
な

れていない方
かた

もいる 

・気
き

が動転
どうてん

して声
こえ

の大
おお

きさの調整
ちょうせい

が適
てき

切
せつ

にできない場合
ば あ い

もある 

・認知面
にんちめん

の障害
しょうがい

のために、何度
な ん ど

も同
おな

じ質問
しつもん

を繰
く

り返
かえ

したり、つじつまの合
あ

わないことを

一方的
いっぽうてき

に話
はな

す方
かた

もいる 
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資料
しりょう

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の特性
とくせい

）：難病
なんびょう

患者
かんじゃ

 

大阪
おおさか

ふれあいキャンペーン実行
じっこう

委員会
いいんかい

パンフレット（平成
へいせい

25年度
ね ん ど

（2013年度
ね ん ど

））に加筆
か ひ つ

 

 

「難病
なんびょう

」は、医学的
いがくてき

に明確
めいかく

に定義
て い ぎ

された病気
びょうき

の名称
めいしょう

ではありません。一般的
いっぱんてき

には、原因
げんいん

や

治療法
ちりょうほう

が解明
かいめい

されていない疾病
しっぺい

と言
い

われますが、国
くに

の「難病
なんびょう

対策
たいさく

要綱
ようこう

」においては、以下
い か

の

ように定義
て い ぎ

されています。 

（１）原因
げんいん

不明
ふ め い

、治療
ちりょう

方針
ほうしん

未確定
みかくてい

であり、かつ、後遺症
こういしょう

を残
のこ

す恐
おそ

れが少
すく

なくない疾病
しっぺい

 

（２）経過
け い か

が慢性
まんせい

にわたり、単
たん

に経済的
けいざいてき

な問題
もんだい

のみならず介護
か い ご

等
とう

に 著
いちじる

しく人手
ひ と で

を要
よう

するた

めに家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

が重
おも

く、また精神的
せいしんてき

にも負担
ふ た ん

の大
おお

きい疾病
しっぺい

 

難病
なんびょう

のある人
ひと

は、長期間
ちょうきかん

の療養
りょうよう

を必要
ひつよう

とし、病名
びょうめい

や病態
びょうたい

が知
し

られていないために周囲
しゅうい

の

人
ひと

に理解
り か い

されにくく、就 業
しゅうぎょう

など、社会
しゃかい

生活
せいかつ

への参加
さ ん か

が進
すす

みにくいと言
い

われています。 

 

難病
なんびょう

のある人
ひと

の状態像
じょうたいぞう

 

「難病
なんびょう

のある人
ひと

」と一口
ひとくち

に言
い

っても、疾患数
しっかんすう

は多
おお

く、また個人
こ じ ん

個人
こ じ ん

によりさまざまです。 

疾患
しっかん

により外見
がいけん

・容貌
ようぼう

が変化
へ ん か

していたり、視覚障
しかくしょう

がいや肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

などによる行動上
こうどうじょう

の変化
へ ん か

があるなどして（障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

を取得
しゅとく

している場合
ば あ い

もあります）、病気
びょうき

のあることが他者
た し ゃ

から

見
み

て分
わ

かりやすい人
ひと

もいれば、外
がい

見上
けんじょう

にはあまり変化
へ ん か

がなく他者
た し ゃ

から病気
びょうき

があることが分
わ

か

りにくく、「本当
ほんとう

に病気
びょうき

を持
も

っているのだろうか」と接
せっ

する人
ひと

が印象
いんしょう

を抱
だ

く場合
ば あ い

もあります。 

［引用
いんよう

文献
ぶんけん

：厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

委託
い た く

事業
じぎょう

「難病
なんびょう

の雇用
こ よ う

管理
か ん り

のための調査
ちょうさ

・研究会
けんきゅうかい

」編
へん

（平成
へいせい

１９年
ねん

３月
がつ

）難病
なんびょう

を理解
り か い

するために～事業
じぎょう

主
ぬし

のためのＱ＆Ａ］ 

 

難病
なんびょう

のある人
ひと

の中
なか

には、疲
つか

れやすい人
ひと

が多
おお

く見
み

られます。また、なかには午前中
ごぜんちゅう

は体調
たいちょう

が

よくても夕方
ゆうがた

になると不調
ふちょう

となるなど一日
いちにち

のうちで体調
たいちょう

の変動
へんどう

があったり、体調
たいちょう

を崩
くず

しやす

い場合
ば あ い

もあります。 
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資料
しりょう

（関連
かんれん

条文
じょうぶん

） 

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

（抜粋
ばっすい

） 

 

※第
だい

２条
じょう

 

 「障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

」とは、障害
しょうがい

に基
もと

づくあらゆる区別
く べ つ

、排除
はいじょ

又
また

は制限
せいげん

であって、政治的
せいじてき

、

経済的
けいざいてき

、社会的
しゃかいてき

、文化的
ぶんかてき

、市
し

民
みん

的
てき

その他
た

のあらゆる分
ぶん

野
や

において、他
ほか

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

と

して全て
す べ て

の人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

を認識
にんしき

し、享有
きょうゆう

し、又
また

は行使
こ う し

することを害
がい

し、又
また

は妨
さまた

げる

目的
もくてき

又
また

は効果
こ う か

を有
ゆう

するものをいう。障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

には、あらゆる形態
けいたい

の差別
さ べ つ

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の否定
ひ て い

を含
ふく

む。）を含
ふく

む。 

  「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」とは、障害者
しょうがいしゃ

が他
ほか

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として全て
す べ て

の人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

を享有
きょうゆう

し、又
また

は行使
こ う し

することを確保
か く ほ

するための必要
ひつよう

かつ適当
てきとう

な変更
へんこう

及
およ

び調整
ちょうせい

であって、

特定
とくてい

の場合
ば あ い

において必要
ひつよう

とされるものであり、かつ、均
きん

衡
こう

を失
しっ

した又
また

は過度
か ど

の負担
ふ た ん

を課
か

さな

いものをいう。 

 

※第
だい

４条
じょう

 

契約
けいやく

締結
ていけつ

国
こく

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

となる既存
き そ ん

の法律
ほうりつ

、規則
き そ く

、慣習
かんしゅう

及
およ

び慣行
かんこう

を修正
しゅうせい

し、

又
また

は廃止
は い し

するための全
すべ

ての適
てき

当
とう

な措
そ

置
ち

（立
りっ

法
ぽう

を含
ふく

む。）をとること。 
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資料
しりょう

（関連
かんれん

条文
じょうぶん

） 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）（抜粋
ばっすい

） 

 

（定義
て い ぎ

） 

第
だい

２条
じょう

 この法律
ほうりつ

において、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は、それぞれ当該
とうがい

各号
かくごう

に定
さだ

めると

ころによる。  

一  障害者
しょうがいしゃ

 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

であつて、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

にあるものをいう。  

二  社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 障害
しょうがい

がある者
もの

にとつて日常
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
かん

行
こう

、観
かん

念
ねん

その他
た

一
いっ

切
さい

のものをいう。  

（差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

） 

第
だい

４条
じょう

 何
なん

人
びと

も、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、差別
さ べ つ

することその他
た

の権利
け ん り

利益
り え き

を

侵害
しんがい

する行為
こ う い

をしてはならない。  

２ 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

は、それを必要
ひつよう

としている障害者
しょうがいしゃ

が現
げん

に存
そん

し、かつ、その実施
じ っ し

に伴
ともな

う

負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないときは、それを怠
おこた

ることによつて前項
ぜんこう

の規定
き て い

に違反
い は ん

することとならない

よう、その実施
じ っ し

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

がされなければならない。  

３ 国
くに

は、第一項
だいいっこう

の規定
き て い

に違反
い は ん

する行為
こ う い

の防止
ぼ う し

に関
かん

する啓発
けいはつ

及
およ

び知識
ち し き

の普及
ふきゅう

を図
はか

るため、当該
とうがい

行為
こ う い

の防止
ぼ う し

を図
はか

るために必要
ひつよう

となる情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

、整理
せ い り

及
およ

び提供
ていきょう

を行
おこな

うものとする。 
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資料
しりょう

（関連
かんれん

条文
じょうぶん

） 

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

（平成
へいせい

25年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

65号
ごう

）（抜粋
ばっすい

） 

 

（目的
もくてき

） 

第
だい

１条
じょう

 この法律
ほうりつ

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の基本的
きほんてき

な理念
り ね ん

にのっとり、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と等
ひと

しく、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

に 

ふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

することをふまえ、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

する基本的
きほんてき

な事項
じ こ う

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めることにより、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

を推進
すいしん

し、もって全
すべ

て

の国
こく

民
みん

が、障
しょう

害
がい

の有
う

無
む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いな

がら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを目的
もくてき

とする。 

 

（国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

） 

第
だい

３ 条
じょう

 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、この法律
ほうりつ

の趣旨
し ゅ し

にのっとり、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

して必要
ひつよう

な施策
し さ く

を策定
さくてい

し、及
およ

びこれを実施
じ っ し

しなければならない。 

 

（国民
こくみん

の責務
せ き む

） 

第
だい

４ 条
じょう

 国民
こくみん

は、第一条
だいいちじょう

に規定
き て い

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

する上
うえ

で障害
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

が

重要
じゅうよう

であることに鑑
かんが

み、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

に寄与
き よ

するよう努
つと

めなけれ

ばならない。 

 

（社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

に関
かん

する環境
かんきょう

の整備
せ い び

） 

第
だい

５条
じょう

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な

配慮
はいりょ

を的
てき

確
かく

に行
おこな

うため、自
みずか

ら設置
せ っ ち

する施設
し せ つ

の構造
こうぞう

の改善
かいぜん

及
およ

び設備
せ つ び

の整備
せ い び

、関係
かんけい

職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

その他
た

の必要
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。 

 

（行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

） 

第
だい

７条
じょう

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

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

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。 

２ 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

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、障害者
しょうがいしゃ

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

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

において、その実施
じ っ し

に伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でな

いときは、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

することとならないよう、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じて、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしな

ければならない。 

 

（地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

） 

第
だい

１０ 条
じょう

 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に即
そく

して、第
だい

７ 条
じょう

に

規定
き て い

する事項
じ こ う

に関
かん

し、当該
とうがい

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

の職員
しょくいん

が適切
てきせつ

に
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対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な要領
ようりょう

（以
い

下
か

この条
じょう

及
およ

び附
ふ

則
そく

第
だい

四
よん

条
じょう

において「地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」という。）を定
さだ

めるよう努
つと

めるものとする。 

２ 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

めよ

うとするときは、あらかじめ、障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させるために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めなければならない。 

３ 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

めた

ときは、遅滞
ち た い

なく、これを公表
こうひょう

するよう努
つと

めなければならない。 

４ 国
くに

は、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

による地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

の作成
さくせい

に協 力
きょうりょく

しなければならない。 

５ 前
ぜん

三項
さんこう

の規定
き て い

は、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

の変更
へんこう

について準用
じゅんよう

する。 

 

（事業
じぎょう

主
ぬし

による措置
そ ち

に関
かん

する特例
とくれい

） 

第
だい

１３ 条
じょう

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

が事業
じぎょう

主
ぬし

としての立場
た ち ば

で労働者
ろうどうしゃ

に対
たい

して 行
おこな

う障害
しょうがい

を

理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための措置
そ ち

については、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

（昭和
しょうわ

３５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

）の定
さだ

めるところによる。 

 

（相談
そうだん

及
およ

び紛争
ふんそう

の防止
ぼ う し

等
とう

のための体制
たいせい

の整備
せ い び

） 

第
だい

１４条
じょう

 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

からの障害
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

に的確
てきかく

に応
おう

ずるとともに、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

する紛争
ふんそう

の

防止
ぼ う し

又
また

は解決
かいけつ

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。 

 

（啓発
けいはつ

活動
かつどう

） 

第
だい

１５ 条
じょう

 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、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

について国民
こくみん

の関心
かんしん

と

理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、特
とく

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

を妨
さまた

げている諸要因
しょよういん

の解消
かいしょう

を図
はか

るため、必要
ひつよう

な啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

うものとする。 

 

附
ふ

 則
そく

  

（地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

に関
かん

する経過
け い か

措置
そ ち

） 

第
だい

４条
じょう

 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、この法律
ほうりつ

の施行前
しこうまえ

においても、第
だい

 

１０条
じょう

の規定
き て い

の例
れい

により、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

め、これを公表
こうひょう

すること

ができる。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

により定
さだ

められた地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、この法律
ほうりつ

の施行
し こ う

の日
ひ

に

おいて第
だい

１０条
じょう

の規定
き て い

により定
さだ

められたものとみなす。 

（検討
けんとう

） 

第
だい

７条
じょう

 政府
せ い ふ

は、この法律
ほうりつ

の施行
し こ う

後
ご

３年
ねん

を経過
け い か

した場合
ば あ い

において、第
だい

８条第
じょうだい

２項
こう

に規定
き て い

す

る社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の在
あ

り方
かた

その他
た

この法律
ほうりつ

の施行
し こ う

の状 況
じょうきょう

について検討
けんとう

を加
くわ

え、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、その結果
け っ か

に応
おう

じて所要
しょよう

の見
み

直
なお

し

を行
おこな

うものとする。 


