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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

に関する
かん      

加古川市
か こ が わ し

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

 

 

平成
へいせい

28年
ねん

１月
    がつ

26日
にち

 

加 古 川
か こ が わ

市 長
しちょう

 

 

１ 策定
さくてい

の趣旨
しゅ し

 

  この要領
ようりょう

は、加古川市
か こ が わ し

職員
しょくいん

が事務
じ む

・事業
じぎょう

を行 う
おこな     

に当たり
あ    

、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

に関する
かん       

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

25年
ねん

法律
ほうりつ

第 65号
だい       ごう

。以下
い か

「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

」とい

う。）第７条
だい     じょう

に規定
きて い

される不当
ふと う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか    

の禁止
きん し

及び
およ   

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

の義務
ぎ む

に

ついて正しく
ただ       

理解
りか い

し、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分け隔てる
わ   へ だ     

ことなく適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために、

同法
どうほう

第 10 条
だい      じょう

第１項
だい    こう

の規定
きて い

に基づき
もと       

必要
ひつよう

な事項
じこ う

を定める
さだ      

ものである。 

 

２ 対象
たいしょう

となる職員
しょくいん

 

加古川市
か こ が わ し

職員
しょくいん

 

 

３ 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

に関する
かん      

基本
きほ ん

方向
ほうこう

 

（１）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

制定
せいてい

の背景
はいけい

 

昭和
しょうわ

56年
ねん

の「国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

」を契機
けい き

として、世界的
せかいてき

にノーマライゼーションの理念
りね ん

が広がり
ひろ       

、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
けん り

の実現
じつげん

が進展
しんてん

した。そのような中
なか

、平成
へいせい

18年
ねん

に国連
こくれん

で障
しょう

害
がい

者
しゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

が採択
さいたく

され、わが国
       くに

においては障害者
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 84号
だい     ごう

）

の改正
かいせい

を初め
はじ   

とする関連法
かんれんほう

の整備
せい び

が行わ
おこな    

れ、平成
へいせい

26年
ねん

に条約
じょうやく

が締結
ていけつ

された。 

    このような一連
いちれん

の制度
せい ど

改革
かいかく

の中
なか

で成立
せいりつ

した障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

解消法
かいしょうほう

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の基本
きほ ん

原則
げんそく

である「差別
さべ つ

の禁止
きん し

」を具体化
ぐ た い か

したものであり、障
しょう

がい者
しゃ

に対する
たい       

「不当
ふと う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか    

の禁止
きん し

」及び
およ    

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」について示した
しめ      

ものである。 

時期
じ き

 主
おも

な出来事
で き ご と

 備考
び こ う

 

平成
へいせい

18年
ねん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成
へいせい

19年
ねん

 

 

 

平成
へいせい

20年
ねん

 

 

平成
へいせい

23年
ねん

 

国連
こくれん

で障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

が採択
さいたく

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

日本
にほん

が障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

に署名
しょめい

 

 

 

国連
こくれん

で障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

が発効
はっこう

 

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

 

障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

や基本的
きほんてき

自由
じゆ う

の享受
きょうじゅ

を確保
かく ほ

し、障
しょう

がい者
しゃ

固有
こゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

の促進
そくしん

を目的
もくてき

とした、障
しょう

が

い者
しゃ

に関する
かん      

初めて
はじ      

の国際
こくさい

条約
じょうやく

である。「障害
しょうがい

」は

障
しょう

がい者
しゃ

の心身
しんしん

の機能
きの う

の障害
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

（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。以下
い か

「社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

」

という。）と相対する
あいたい       

ことによって 生
しょう

ずるという

「社会
しゃかい

モデル」が反映
はんえい

されている。 

 

条約
じょうやく

の内容
ないよう

に賛同
さんどう

したことで署名
しょめい

を行い
おこな   

、締結
ていけつ

に

向けて
む   

関連法
かんれんほう

の整備
せい び

（※）を開始
かいし

した。 
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平成
へいせい

25年
ねん

 

 

 

平成
へいせい

26年
ねん

 

 

 

平成
へいせい

28年
ねん

 

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

の公布
こう ふ

 

 

 

日本
にほん

が 障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

を 締結
ていけつ

（批准
ひじゅん

） 

 

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

の施行
しこ う

 

権利
けんり

条約
じょうやく

の内容
ないよう

を踏
ふ

まえて改正
かいせい

が行
おこな

われた。 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第４条
だい   じょう

の「差別
さべつ

の禁止
きん し

」をより具体化
ぐ た い か

したものとして制定
せいてい

された。 

 

国
こく

内法
ないほう

の整備
せい び

が進んだ
すす       

ことで締結
ていけつ

に至った
いた      

。 

 

（※）関連法
かんれんほう

の整備
せい び

 

・障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（平成
へいせい

16年
ねん

及び
およ   

平成
へいせい

23年
ねん

改正
かいせい

） 

基本
きほ ん

理念
りね ん

としての「差別
さべ つ

の禁止
きん し

」及び
およ   

障害者
しょうがいしゃ

権利
けん り

条約
じょうやく

の考え方
かんが    かた

を踏まえた
ふ      

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の概念
がいねん

」が規定
きて い

された。 

・障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
およ    

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
しえ ん

するための法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）

（平成
へいせい

24年
ねん

制定
せいてい

） 

障
しょう

がい者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
およ    

社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に支援
しえ ん

することを基本
きほ ん

理念
りね ん

とし、障害者
しょうがいしゃ

自立
じり つ

支援法
しえんほう

から名称
めいしょう

を変更
へんこう

した。障
しょう

がい者
しゃ

の定義
てい ぎ

に難病
なんびょう

等
とう

を追加
つい か

す

るとともに、障害
しょうがい

福祉
ふく し

サービスの充実
じゅうじつ

を図った
はか      

。 

・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

に関する
かん       

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

）（平成
へいせい

25年
ねん

改正
かいせい

）  

雇用
こよ う

分野
ぶん や

における障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべ つ

を禁止
きん し

し、障
しょう

がい者
しゃ

が働く
はたら    

上
うえ

での支障
ししょう

を改善
かいぜん

する

ための措置
そ ち

を講
こう

ずることを義務付けた
ぎ む づ    

。 

 

（２）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

範囲
はん い

となる障
しょう

がい者
しゃ

 

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

第２条
だい    じょう

第１項
だい    こう

に定義
てい ぎ

されている「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

を含む
ふく   

。）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

がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及び
およ    

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

を受ける
う    

状態
じょうたい

にあ

るもの」であり、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

に限られない
かぎ              

。 

 

（３）加古川市
か こ が わ し

の基本
きほ ん

姿勢
しせ い

 

      本市
ほん し

では、障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

尊重
そんちょう

の基本
きほ ん

姿勢
しせ い

に立ち
た  

、障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も

ともに生きる
い    

社会
しゃかい

（共生
きょうせい

社会
しゃかい

）の実現
じつげん

に向けた
む    

施策
しさ く

を展開
てんかい

しているところである。 

また、本市
ほん し

職員
しょくいん

においては、これまで人権
じんけん

感覚
かんかく

を養 う
やしな     

ための研修
けんしゅう

により繰り返し
く   か え  

学習
がくしゅう

しているところである。 

このたびの障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

解消法
かいしょうほう

の制定
せいてい

を受け
う   

、その理念
りね ん

にのっとり、「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

」 及び
およ   

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 提供
ていきょう

」 を 更に
さら   

推進
すいしん

す る とともに、

ユニバーサルデザイン化
              か

や情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

など、「事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

とし

ての環境
かんきょう

整備
せい び

」に組織
そし き

を挙げて
あ   

取り組む
と  く  

こととする。 
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４ 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

に関する
かん       

基本
きほ ん

事項
じこ う

 

  職員
しょくいん

は、市
し

の事務
じ む

・事業
じぎょう

を行 う
おこな     

に当たり
あ    

、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分け隔てる
わ   へ だ    

こと

のないよう適切
てきせつ

に対応
たいおう

するため、以下
い か

３点
    てん

の基本
きほ ん

事項
じこ う

を踏まえて
ふ     

取り組む
と   く   

ものとする。 

（１）不当
ふと う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか    

の禁止
きん し

 

不当
ふと う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか    

とは、正当
せいとう

な理由
りゆ う

（※）がないにもかかわらず、障害
しょうがい

を理由
りゆ う

と

して、拒否
きょ ひ

、排除
はいじょ

、制限
せいげん

及び
およ    

条件
じょうけん

を付ける
つ    

等
とう

をすることにより、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
けん り

利益
りえ き

や人権
じんけん

を侵害
しんがい

することである。 

（※）正当
せいとう

な理由
りゆ う

に基づく
もと        

行為
こう い

 

差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか   

が必要
ひつよう

なものとして正当
せいとう

な理由
りゆ う

により行われた
おこな              

ものであり、かつ、

ほかに代わる
か    

手段
しゅだん

がない等
とう

のやむを得ない
    え

事情
じじょう

が認められる
みと             

場合
ばあ い

には、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

が禁止
きん し

する差別
さべ つ

には当たらない
あ      

。正当
せいとう

な理由
りゆ う

として、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

が挙げられる
あ      

。 

なお、正当
せいとう

な理由
りゆ う

についての説明
せつめい

責任
せきにん

は市
し

にあり、その内容
ないよう

は第三者
だいさんしゃ

の立場
たち ば

から見て
み  

も納得
なっとく

を得られる
え     

ような合理性
ごうりせい

を備えた
そな       

ものでなければならない。 

 

～不当
ふと う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか    

の具体例
ぐたいれい

～ 

以下
い か

の例
れい

は、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

が禁止
きん し

している障害
しょうがい

を理由
りゆ う

とした不当
ふと う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか    

となり得る
      う  

ものである。ただし、あくまで例示
れい じ

であるため、これらに限定
げんてい

され

るものではない。また、客観的
きゃくかんてき

に見て
み  

、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

取扱い
とりあつか    

に該当
がいとう

しないものがあると考えられる
かんが                

。 

・保護者
ほ ご し ゃ

、介護者
かいごしゃ

、その他
  た

の支援者
しえんしゃ

の同伴
どうはん

をサービス利用
りよ う

の条件
じょうけん

とする。 

・サービスの利用
りよ う

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行わない
おこな              

。 

・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

を拒む
こば   

。 

・イベントの参加
さん か

を拒む
こば   

。 

・対応
たいおう

を後回し
あとまわし

にする。 

・サービスの提供
ていきょう

時間
じか ん

や場所
ばし ょ

を限定
げんてい

する。 

  ・手続き
てつづ    

等
とう

を行う
おこな    

際
さい

、本人
ほんにん

を無視
む し

して介護者
かいごしゃ

等
とう

にしか説明
せつめい

を行わない
おこな             

。 

  ・障
しょう

がい者
しゃ

との意思
い し

疎通
そつ う

が十分
じゅうぶん

でないのに、手続き
て つ づ   

を進めたり
すす          

拒否
きょ ひ

したりする。 

 

 

（２）合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、それぞれの場面
ばめ ん

において、障
しょう

がい者
しゃ

から社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除く
と   の ぞ  

た

めの配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている状 況
じょうきょう

にあるということの意
い

思
し

の表明
ひょうめい

があった場合
ばあ い

に、あ

るいは、自ら
みずか   

意思
い し

を表明
ひょうめい

することが困難
こんなん

であり、本人
ほんにん

の家族
かぞ く

等
とう

の支援者
しえんしゃ

が補佐
ほ さ

をし

て意思
い し

の表明
ひょうめい

がなされた場合
ばあ い

に、対応
たいおう

が義務付けられる
ぎ む づ       

ものである。もちろん、前述
ぜんじゅつ
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のような意思
い し

の表明
ひょうめい

がない場合
ばあ い

においても、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

の趣旨
しゅ し

に照らし
て    

、

自主
じし ゅ

的
てき

に適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を行う
おこな    

ことが望ましい
のぞ         

。ただし、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

に照ら
て  

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

するものに限られる
かぎ          

こと、障
しょう

がい者
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

を受ける
う    

ためのものであること、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

には及ばない
およ           

ことに留意
りゅうい

する必要
ひつよう

がある。 

また、必要
ひつよう

とされる配慮
はいりょ

は障害
しょうがい

の特性
とくせい

やそれぞれの具体的
ぐたいてき

場面
ばめ ん

や 状 況
じょうきょう

によって

異なり
こと      

、多様
たよ う

かつ個別性
こべつせい

の高い
たか   

ものであるため、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に当たって
あ     

は、そ

の方法
ほうほう

及び
およ   

手段
しゅだん

について、当該障
とうがいしょう

がい者
しゃ

等
とう

と可能
かの う

な限り
かぎ り

十分
じゅうぶん

にコミュニケーション

を図る
はか   

ことが重要
じゅうよう

である。 

  なお、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に伴う
ともな    

負担
ふた ん

が過重
かじゅう

である場合
ばあ い

（※）には、その提供
ていきょう

につ

いて法的
ほうてき

義務
ぎ む

は課せられない
か        

こととされている。ただし、その場合
ばあ い

であっても、代替
だいたい

措置
そ ち

の選択
せんたく

も含め
ふく   

、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

を通じて
つう      

、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

することが望ましく
のぞ         

、過重
かじゅう

な負担
ふた ん

に当たる
あ    

理由
りゆ う

を丁
てい

寧
ねい

に説明
せつめい

しなけれ

ばならない。 

 

（※）過重
かじゅう

な負担
ふた ん

についての考え方
かんが   かた

 

合
ごう

理的
りて き

配慮
はいりょ

が求められた
もと              

場合
ばあ い

の対応
たいおう

が、過重
かじゅう

な負担
ふた ん

に該当
がいとう

するかどうかの判断
はんだん

に

当たって
あ     

は、『経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

』、『業務
ぎょうむ

遂行
すいこう

に及ぼす
およ       

影響
えいきょう

』などを考慮
こうりょ

する必要
ひつよう

がある。

なお、過重
かじゅう

な負担
ふた ん

についての説明
せつめい

責任
せきにん

は市
し

にあるため、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を求めた
もと        

者
もの

に対する
たい         

丁寧
ていねい

な説明
せつめい

等
とう

によりその責任
せきにん

を果たさ
は    

なければならない。 

 

『経済的
けいざいてき

負担
ふた ん

』 

過重
かじゅう

な負担
ふた ん

となる一定
いってい

の基
き

準金額
じゅんきんがく

は、一概
いちがい

に明示
めい じ

できるものではないが、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を 提供
ていきょう

するために多額の費用
た が く   ひ よ う

を要する
よう      

場合
ばあ い

には対応
たいおう

が困難
こんなん

になることも

あり得る
  う  

。そうした場合
ばあ い

には、求められた
もと           

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

について、その代替案
だいたいあん

が

ないか検討
けんとう

するなど、相
あい

手方
てが た

と十分
じゅうぶん

にコミュニケーションを図り
はか   

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

義務
ぎ む

を果たせる
は    

よう努める
つと      

ことが必要
ひつよう

である。 

 

『業務
ぎょうむ

遂行
すいこう

に及ぼす
およ       

影響
えいきょう

』 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

により、業務
ぎょうむ

遂行
すいこう

に著 し い
いちじる        

支障
ししょう

があるか否
いな

か、あるいは、提供
ていきょう

される行政
ぎょうせい

サービス等
とう

の本質
ほんしつ

が損なわれる
そこ            

か否
いな

かといった観点
かんてん

からの判断
はんだん

が必要
ひつよう

で

ある。 

 

～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

の例
れい

は、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

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、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
けん り

利益
りえ き

を侵害
しんがい

することのないよう、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するための必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な取組み
と り く   

である。ただし、これらは双方
そうほう

の建設的
けんせつてき

対話
たい わ
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による相互
そう ご

理解
りか い

を通じて
つう      

、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

がなされるものであ

るため、これらを合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

として提供
ていきょう

しないことが直ち
ただ   

に障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

解消法
かいしょうほう

に

違反
いは ん

するものではない。 

 

◆全般
ぜんぱん

 

【
（

行政
ぎょうせい

手続き
て つ づ   

の場面
ばめ ん

等
とう

において】
）

 

・施設内
しせつない

の段差
だん さ

にスロープを渡す
わた   

、または、職員
しょくいん

自身
じし ん

が移動
いど う

をサポートする。 

・自 ら
みずから   

申請
しんせい

書類
しょるい

等
とう

に記入
きにゅう

することが困難
こんなん

な場合
ばあ い

に、本人
ほんにん

の同意
どう い

を得て
え  

代筆
だいひつ

する。 

・来庁
らいちょう

が困難
こんなん

な障
しょう

がい者
しゃ

に対して
たい      

、代理人
だいりにん

が来庁
らいちょう

して手続き
て つ づ   

することを可能
かの う

とす

るなど、代替案
だいたいあん

を提示
てい じ

する。 

・立って
た   

列
れつ

に並んで
なら      

順番
じゅんばん

を待って
ま    

いる場合
ばあ い

に、周囲
しゅうい

の理解
りか い

を得た
え  

上
うえ

で、順番
じゅんばん

が来る
く  

まで別室
べっしつ

や席
せき

を用意
よう い

するなどの個別
こべ つ

対応
たいおう

を提案
ていあん

する。 

・面談
めんだん

など長時間
ちょうじかん

にわたり話
はなし

をする場合
ばあ い

は、精神面
せいしんめん

等
とう

において不安定
ふあんてい

になることも

あるため、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じて
おう       

適切
てきせつ

な場所
ばし ょ

で行
おこな

えるよう事前
じぜ ん

に要望
ようぼう

を聞き取る
き  と  

。

（開放的
かいほうてき

な所
ところ

、静か
しず    

な所
ところ

等
とう

） 

・手話
しゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひっ き

、筆談
ひつだん

、図解
ずか い

、ふりがな付
つき

文書
ぶんしょ

を使用
しよ う

するなど、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
おう      

手段
しゅだん

で説明
せつめい

を行う
おこな    

。 

・丁寧
ていねい

に説明
せつめい

する、簡潔
かんけつ

に説明
せつめい

する、ゆっくり説明
せつめい

するなど、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
おう      

方法
ほうほう

で説明
せつめい

を行う
おこな    

。 

・相手
あい て

が理解
りか い

していることを確認
かくにん

しながら手続き
て つ づ   

を進める
すす      

。 

・障害
しょうがい

の特性
とくせい

により、障
しょう

がい者
しゃ

が情報
じょうほう

を収 集
しゅうしゅう

する手段
しゅだん

は様々
さまざま

であるため、電子
でん し

メ

ール、ホームページ、ファックス、郵送
ゆうそう

など、多様
たよ う

な媒体
ばいたい

で情報
じょうほう

提供
ていきょう

や利用
りよ う

受付
うけつけ

を行う
おこな    

。 

 

【市
し

のイベント等
とう

において】 

・大勢
おおぜい

の人
ひと

が集まる
あつ      

市
し

のイベントなどでは、スムーズに移動
いど う

できるよう優先
ゆうせん

の出入口
でいりぐち

や待機
たい き

スペースを設けたり
もう          

、案内
あんない

表示
ひょうじ

を見やすく
み    

するなど、参加
さん か

しやすいように

工夫
くふ う

する。 

・説明会
せつめいかい

などの会場
かいじょう

において、必要
ひつよう

に応じて
おう      

出入り
で い   

しやすいように、会場
かいじょう

の座席
ざせ き

位置
い ち

を出入口
でいりぐち

付近
ふき ん

にする。 

・施設
しせ つ

出入口
でいりぐち

付近
ふき ん

に車両
しゃりょう

の乗降
じょうこう

場所
ばし ょ

を確保
かく ほ

したり、会場
かいじょう

から近い
ちか   

場所
ばし ょ

に駐 車 場
ちゅうしゃじょう

を

用意
よう い

したりする。 

・事前
じぜ ん

に申込
もうしこみ

受付
うけつけ

が必要
ひつよう

となるスポーツ関連
かんれん

の大会
たいかい

や講演会
こうえんかい

、職員
しょくいん

採用
さいよう

試験
しけ ん

などに

おいて、障
しょう

がい者
しゃ

が主催者側
しゅさいしゃがわ

に必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

をあらかじめ伝える
つた      

ことができるよう、

参加
さん か

申込書
もうしこみしょ

や願書
がんしょ

等
とう

に、求
もと

めたい配慮
はいりょ

を記入
きにゅう

できる欄
らん

を設
もう

ける。 
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【災害
さいがい

時
じ

において】 

・避難
ひな ん

情報
じょうほう

等
とう

の緊急
きんきゅう

情報
じょうほう

を聞いたり
き     

理解
りか い

したりすることが難しい
むずか        

障
しょう

がい者
しゃ

に

対し
たい   

、
 

手書き
て が  

のボード等
とう

を用いて
もち      

、わかりやすく案内
あんない

し避難
ひな ん

誘導
ゆうどう

を図る
はか   

。 

・各種
かくしゅ

災害
さいがい

現場
げん ば

においては、通常
つうじょう

と違う
ちが   

環境
かんきょう

のため、特
とく

に意識
いし き

してゆっくり話す
はな   

、

わかりやすく話す
はな   

など、コミュニケーションに配慮
はいりょ

し、相手
あい て

が理解
りか い

していることを

確認
かくにん

しながら対応
たいおう

する。 

・火災
かさ い

や救 急
きゅうきゅう

等
とう

の 119番
ばん

通報
つうほう

の際
さい

、ファックス等
とう

電話
でん わ

に代わる
か   

連絡
れんらく

手段
しゅだん

を可能
かの う

とす

る。 

・避難所
ひなんじょ

では、トイレ近く
ちか く

にスペースを設けたり
もう           

障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
かぞ く

などだけで利用
りよ う

することができる個別
こべ つ

の部屋
へ や

を用意
よう い

するなど、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
おう        

場所
ばし ょ

を確保
かく ほ

す

る。 

 

◆視覚
しか く

障害
しょうがい

のある場合
ばあ い

 

視覚
しか く

障害
しょうがい

とは？ 

⇒全く
まった    

見
み

えない場合
ばあ い

からほんの少し
すこ   

だけ見
み

える場合
ばあ い

まで様々
さまざま

である。例えば
たと      

、

全盲
ぜんもう

で何
なに

も見
み

えない、文字
も じ

がぼやけて読
よ

めない、物
もの

が部分的
ぶぶんてき

にしか見
み

えない、

物
もの

がゆがんで見
み

える、色
いろ

の区別
くべ つ

が難しい
むずか        

などがあり、見
み

え方
かた

によって必要
ひつよう

な

配慮
はいりょ

が異な
こと   

ってくる。何
なに

が必要
ひつよう

なのか知る
し   

ために、十分
じゅうぶん

にコミュニケーショ

ンを取る
と  

ことが大切
たいせつ

である。 

・困って
こま      

いる人
ひと

がいたら、「 お手伝い
  て つ だ   

することはありますか？」と声
こえ

をかけ、必要
ひつよう

が

あれば目的地
もくてきち

まで誘導
ゆうどう

する。 

※誘導
ゆうどう

の際
さい

はいきなり 体
からだ

に触れず
ふ   

、声
こえ

をかけてから必要
ひつよう

な誘導
ゆうどう

方法
ほうほう

について

尋ねる
たず      

。 

基本的
きほんてき

には誘導者
ゆうどうしゃ

が前
まえ

に立ち
た  

、腕
うで

や肩
かた

につかまってもらい、歩く
ある   

速度
そく ど

は障
しょう

がい者
しゃ

に合
あ

わせる。 

・どこに何
なに

があるのか、物
もの

の位置
い ち

をわかりやすく伝える
つた      

。 

・説明会
せつめいかい

などの会場
かいじょう

において、スクリーンや板書
ばんしょ

等
とう

がよく見える
み   

ように、スクリー

ン等
とう

に近い
ちか   

席
せき

を確
かく

保
ほ

する。 

 

◆聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある場合
ばあ い

 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

とは？ 

⇒生
う

まれながらに聞
き

こえない先天性
せんてんせい

の場合
ばあ い

と、聞
き

こえていたがある時
とき

から聞
き

こ

えなくなった後天性
こうてんせい

の場合
ばあ い

がある。つまり、既
すで

に音声
おんせい

言語
げん ご

を取得
しゅとく

した後
あと

に

聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

になった人
ひと

は、自ら
みずか   

声
こえ

を出し話す
だ   は な   

ことができる場合
ばあ い

もあり、

また、全く
まった   

聞
き

こえない場合
ばあ い

と、少し
すこ   

ではあるが聞
き

こえる場合
ばあ い

があるなど、聞
き

こ
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える程度
てい ど

によってコミュニケーション方法
ほうほう

は異な
こと   

ってくるものである。

「聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

＝手話
しゅ わ

」ではなく、筆談
ひつだん

などその都度
つ ど

相手
あい て

が望む
のぞ   

手段
しゅだん

を取る
と  

こ

とができるよう、コミュニケーションを図る
はか   

ことが大切
たいせつ

である。 

・手話
しゅ わ

でコミュニケーションを取る
と  

際
さい

に、その周囲
しゅうい

に手話
しゅ わ

がわかる人
ひと

がいる場合
ばあ い

は、

手話
しゅ わ

という特性
とくせい

から視覚的
しかくてき

に第三者
だいさんしゃ

に内容
ないよう

が知
し

られてしまうことがあるため、特
とく

に

個人
こじ ん

情報
じょうほう

が含
ふく

まれる場合
ばあ い

は、プライバシーに配慮
はいりょ

した場所
ばし ょ

で手続き
て つ づ   

を行う
おこな    

。 

・窓口
まどぐち

では番号
ばんごう

札
ふだ

の順
じゅん

に呼ぶ
よ  

だけでなく、目
め

で見て
み  

わかるよう指
ゆび

で数字
すう じ

を示す
しめ   

。 

・各種
かくしゅ

問
と

い合
あ

わせに際し
さい   

、ファックス等
とう

の電話
でん わ

に代わる
か   

連絡
れんらく

手段
しゅだん

を可能
かの う

とする。 

・口話
こう わ

が読める
よ    

ようにマスクを外して
はず      

話
はなし

をする。 

 

◆肢体
した い

障害
しょうがい

のある場合
ばあ い

 

肢体
した い

障害
しょうがい

とは？ 

⇒手
て

や足
あし

など体
からだ

の一部
いち ぶ

又
また

は全部
ぜん ぶ

に障害
しょうがい

がある場合
ばあ い

や、体
からだ

を支える
ささ      

体
たい

幹
かん

に

障害
しょうがい

があり姿勢
しせ い

を維持
い じ

することが困難
こんなん

な場合
ばあ い

など、障害
しょうがい

の部位
ぶ い

やその

症 状
しょうじょう

、原因
げんいん

は様々
さまざま

である。肢体
した い

障害
しょうがい

と併せて
あわ      

言語
げん ご

障害
しょうがい

がある場合
ばあ い

は、

意思
い し

の伝達
でんたつ

にも困難
こんなん

を要する
よう      

。また、本人
ほんにん

の意思
い し

に反して
はん      

手足
てあ し

が動いて
うご       

し

まうという症 状
しょうじょう

を持つ
も  

場合
ばあ い

もある。障害
しょうがい

の特性
とくせい

により複合的
ふくごうてき

な障壁
しょうへき

が生じる
しょう       

ことを考慮
こうりょ

して、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を行う
おこな   

必要
ひつよう

がある。 

 ※言語
げん ご

障害
しょうがい

：音声
おんせい

・発音
はつおん

・話し方
はな   かた

など音声
おんせい

機能
きの う

に困難
こんなん

が生じる
しょう       

場合
ばあ い

と、

表現
ひょうげん

や理解
りか い

など言語
げん ご

機能
きの う

に困難
こんなん

が生じる
しょう       

場合
ばあ い

がある。 

・高い
たか   

所
ところ

にある資料
しりょう

を取って
と    

渡す
わた   

、資料
しりょう

を広げて
ひろ     

見
み

やすい位置
い ち

に持って
も   

くる。 

・低い
ひく    

所
ところ

に置ける
お    

ものは取
と

りやすい位置
い ち

に置く
お  

。 

・言語
げん ご

障害
しょうがい

によりコミュニケーションが難しい
むずか       

場合
ばあ い

は、ゆっくりと一つ
ひと   

ずつ確認
かくにん

を

取
と

りながら説明
せつめい

するなど、相手
あい て

の理解度
り か い ど

に合
あ

わせて説明
せつめい

を行う
おこな    

。 

 

◆知的
ちて き

障害
しょうがい

のある場合
ばあ い

 

知的
ちて き

障害
しょうがい

とは？ 

⇒発達
はったつ

途上
とじょう

（おおむね 18歳
さい

未満
みま ん

）において、様々
さまざま

な原因
げんいん

によって脳
のう

の発達
はったつ

がうまくい

かなかったか、脳
のう

に障害
しょうがい

を受けた
う    

ために生じる
しょう       

障害
しょうがい

である。障害
しょうがい

の特性
とくせい

として

以下
い か

のような場合
ばあ い

がある。 

  ・複雑
ふくざつ

な会話
かい わ

や抽 象 的
ちゅうしょうてき

な事柄
ことがら

を理解
りか い

することが苦手
にが て

な場合
ばあ い

がある。 

  ・読み書き
よ  か  

や計算
けいさん

が苦手
にが て

な場合
ばあ い

がある。 

  ・考える
かんが        

ことに時間
じか ん

がかかり、適切
てきせつ

な状 況
じょうきょう

判断
はんだん

をすることが苦手
にが て

な場合
ばあ い

がある。 

  ・自分
じぶ ん

の考え
かんが    

や気持ち
き も  

を伝える
つた      

ことが苦手
にが て

な場合
ばあ い

がある。 

・大きな
おお      

声
こえ

で話
はな

したり、急
きゅう

に体
からだ

に触
ふ

れたりするとパニックになる場合
ばあ い

がある。 
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・ゆっくり穏やか
おだ      

に、短い
みじか    

言葉
こと ば

や文章
ぶんしょう

でわかりやすく話しかける
はな            

。 

・質問
しつもん

をする場合
ばあ い

は答
こた

えやすい聞き方
き      かた

をする。（はい・いいえで答
こた

えられるようにす

る等
とう

） 

・比喩
ひ ゆ

表現
ひょうげん

、なじみのない外来語
がいらいご

、漢数字
かんすうじ

、24時間
じか ん

の時刻
じこ く

表示
ひょうじ

などの使用
しよ う

は避ける
さ   

。 

・目
め

で見た
み  

ものは理解
りか い

しやすい場合
ばあ い

が多い
おお    

ので、絵
え

や図
ず

を用いて
もち      

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行 う
おこな      

。 

 

◆発達
はったつ

障害
しょうがい

のある場合
ばあ い

 

発達
はったつ

障害
しょうがい

とは？ 

⇒発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

において、自閉症
じへいしょう

、アスペルガー症候群
しょうこうぐん

その他
た

の広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障害
しょうがい

、学習
がくしゅう

障害
しょうがい

、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

その他
た

これに類する
るい       

脳
のう

機能
きの う

の障害
しょうがい

と定義
てい ぎ

さ

れており、脳
のう

機能
きの う

の発達
はったつ

が関連
かんれん

する生
う

まれつきの障害
しょうがい

であり、対人
たいじん

関係
かんけい

が苦手
にが て

とい

うような傾向
けいこう

がある。成長
せいちょう

に伴って
ともな         

本人
ほんにん

自身
じし ん

が生
い

きにくさを感じて
かん      

いる場合
ばあ い

があ

るので、周囲
しゅうい

の理解
りか い

と適切
てきせつ

な支援
しえ ん

が必要
ひつよう

である。障害
しょうがい

の特性
とくせい

として以下
い か

のような場合
ばあ い

がある。 

  ・自閉症
じへいしょう

：コミュニケーションを取
と

ることが苦手
にが て

な場合
ばあ い

があり、こだわりが強い
つよ   

場合
ばあ い

がある。 

  ・アスペルガー症候群
しょうこうぐん

：社会的
しゃかいてき

なルールに従
したが

うのが苦手
にが て

で（順番
じゅんばん

を待つ
ま  

等
とう

）、言葉
こと ば

の真意
しん い

を読
よ

み誤
あやま

ったり、突然
とつぜん

の予定
よて い

変更
へんこう

でパニックになったりする場合
ばあ い

がある 。 

・学習
がくしゅう

障害
しょうがい

：知的
ちて き

な遅れ
おく    

はないが、聞く
き  

・話す
はな   

・書く
か  

・計算
けいさん

するといった能力
のうりょく

の

うち特定
とくてい

のものの習得
しゅうとく

に困難
こんなん

を示す
しめ   

場合
ばあ い

がある。 

  ・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

：不注意
ふちゅうい

、多動
たど う

性
せい

、衝動性
しょうどうせい

の三つ
みっ   

の大きな
おお      

特徴
とくちょう

があり、

落ち着き
お  つ  

がなかったり、突然
とつぜん

行動
こうどう

を起
お

こしたりする場合
ばあ い

がある。 

・待ち
ま  

時間
じか ん

が長く
なが   

なると落ち着き
お  つ  

がなくなり、精神的
せいしんてき

に不安定
ふあんてい

になることがあるので、

待ち
ま  

時間
じか ん

や順番
じゅんばん

の目安
めや す

を伝える
つた      

。 

・窓口
まどぐち

が混雑
こんざつ

しており、パニックになる可能性
かのうせい

があるときは、別室
べっしつ

を用意
よう い

するなどの

個別
こべ つ

対応
たいおう

を提案
ていあん

する。 

・曖昧
あいまい

な表現
ひょうげん

は避け
さ  

、簡潔
かんけつ

でわかりやすい言葉
こと ば

で話
はな

しかける。 

 

 

◆精神
せいしん

障害
しょうがい

のある場合
ばあ い

 

精神
せいしん

障害
しょうがい

とは？ 

⇒うつ病
びょう

や統合
とうごう

失 調 症
しっちょうしょう

などの精神
せいしん

疾患
しっかん

があることで、判断
はんだん

能力
のうりょく

や行動
こうどう

のコ

ントロールが低下
てい か

した状態
じょうたい

である。神経
しんけい

が繊細
せんさい

で緊張
きんちょう

することが多く
おお   

、過度
か ど

のストレスを感
かん

じているため、リラックスできる環境
かんきょう

を作る
つく   

ことが重要
じゅうよう

で

ある。 

・一度
いち ど

に多く
おお   

の情報
じょうほう

が入る
はい   

と混乱
こんらん

するので、伝える
つた      

情報
じょうほう

を紙
かみ

に書く
か  

などして簡潔
かんけつ

に
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整理
せい り

し、ゆっくりと伝える
つた      

。 

・疲労
ひろ う

や緊張
きんちょう

などに配慮
はいりょ

し、別室
べっしつ

での対応
たいおう

が必要
ひつよう

かどうか本人
ほんにん

に確認
かくにん

し対応
たいおう

する。 

 

◆重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

のある場合
ばあ い

 

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害
しょうがい

とは？ 

⇒重度
じゅうど

の肢体
した い

障害
しょうがい

と重度
じゅうど

の知的
ちて き

障害
しょうがい

が重複
じゅうふく

している状態
じょうたい

である。障害
しょうがい

が

重複
じゅうふく

していることで、障壁
しょうへき

となることも多方面
たほうめん

で想定
そうてい

される。また、食事
しょくじ

や

排泄
はいせつ

などの場面
ばめ ん

において常時
じょうじ

介護
かい ご

を必要
ひつよう

とする場合
ばあ い

が多く
おお   

、障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

に

対して
たい      

はもちろんであるが、 障
しょう

がい者
しゃ

を介護
かい ご

する家族
かぞ く

等
とう

に対して
たい       

配慮
はいりょ

を

行 う
おこな     

ことも重要
じゅうよう

である。 

・イベントや市
し

役所
やくしょ

等
とう

に長時間
ちょうじかん

滞在
たいざい

する場合
ばあ い

に、おむつ交換
こうかん

や痰
たん

吸引
きゅういん

などの医療
いりょう

ケ

アをプライバシーに配慮
はいりょ

した場所
ばし ょ

で適宜
てき ぎ

行
おこな

えるよう、場所
ばし ょ

を提供
ていきょう

する。 

 

（３）環境
かんきょう

の整備
せい び

 

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
しょう

がい者
しゃ

が多数
たす う

見込まれる
み こ     

場合
ばあ い

、また、配慮
はいりょ

を求める
もと       

障
しょう

が

い者
しゃ

との関係
かんけい

が長期
ちょうき

にわたる場合
ばあ い

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、

事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

としての環境
かんきょう

の整備
せい び

を行う
おこな    

ことにより、主体的
しゅたいてき

に社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に取り組む
と   く   

ものである。 

 

ア ユニバーサルデザイン化
か

 

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず等しく
ひと       

市
し

の施設
しせ つ

を利用
りよ う

できるよう、所管
しょかん

する施設
しせ つ

の

新設
しんせつ

や改修
かいしゅう

を行 う
おこな     

場合
ばあ い

は、事前
じぜ ん

に障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

の意見
いけ ん

を聞く
き  

機会
きか い

を設ける
もう        

な

ど、誰
だれ

もが使
つか

いやすい施設
しせ つ

となるよう努める
つと       

。 

また、各種
かくしゅ

制度
せい ど

が障
しょう

がい者
しゃ

にとって利用
りよ う

しやすいものとなるよう見直し
みなお    

を図る
はか   

。 

 

イ 情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

 

各種
かくしゅ

制度
せい ど

や施策
しさ く

等
とう

についての情報
じょうほう

を提供
ていきょう

する際
さい

、誰
だれ

もが円滑
えんかつ

に情報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、

利用
りよ う

することができるよう、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じて
おう       

提供
ていきょう

方法
ほうほう

を工夫
くふ う

する。 

 

～環境
かんきょう

の整備
せい び

の具体例
ぐたいれい

～ 

・施設内
しせつない

に段差
だん さ

がある場合
ばあ い

等
とう

は手
て

すりやスロープを設置
せっ ち

する。 

・容易
よう い

に別
べつ

の階
かい

に行ける
い   

ようエレベーターを設置
せっ ち

する。 

・車椅子
くるまいす

を使用
しよ う

する人
ひと

でも利用
りよ う

しやすいようローカウンターを設置
せっ ち

する。 

・施設内
しせつない

の表示
ひょうじ

は見
み

やすくてわかりやすいものにする。 

・講演会
こうえんかい

やイベントを開催
かいさい

する際
さい

、必要
ひつよう

に応じて
おう       

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

を配置
はい ち

する。 

・磁気
じ き

誘導
ゆうどう

ループなどの補聴
ほちょう

装置
そう ち

の設置
せっ ち

を行 う
おこな      

。 
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・災害
さいがい

や事故
じ こ

が発生
はっせい

した際
さい

、避難
ひな ん

情報
じょうほう

等
とう

の緊急
きんきゅう

情報
じょうほう

を聞く
き  

ことが難
むずか

しい障
しょう

がい者
しゃ

で

も情報
じょうほう

を取得
しゅとく

できるよう、光
ひかり

による警報
けいほう

装置
そう ち

などの設備
せつ び

を整える
ととの         

。 

・障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
おう       

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行 う
おこな      

。 

（例
れい

） 

視覚
しか く

障害
しょうがい

 点字
てん じ

、パソコン音声
おんせい

読み上げ
よ  あ  

ソフト対応
たいおう

のテキストデータの使用
しよ う

、文書
ぶんしょ

への音声
おんせい

コードの貼付
はりつけ

、拡
かく

大文字
だ い も じ

での表記
ひょうき

、見
み

やすい配色
はいしょく

 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

 手話
しゅ わ

通訳
つうやく

、要約
ようやく

筆記
ひっ き

、筆談
ひつだん

、口話
こう わ

や表 情
ひょうじょう

での表現
ひょうげん

 

知的
ちて き

障害
しょうがい

 ふりがな付
つ

き文書
ぶんしょ

、図
ず

や絵
え

などでのわかりやすい表現
ひょうげん

 

 

５ 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

  職員
しょくいん

が障害
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

取扱い
とりあつか    

を行った
おこな        

場合
ばあ い

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

提供
ていきょう

を怠
おこた

った場合
ばあ い

に、相手方
あいてがた

である障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
かぞ く

等
とう

からの相談
そうだん

に応じる
おう       

とと

もに適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こう

じるため、相談
そうだん

窓口
まどぐち

を障
しょう

がい者
しゃ

支援課
し え ん か

に置く
お  

。 

なお、必要
ひつよう

がある場合
ばあ い

には、別途
べっ と

関係
かんけい

部署
ぶし ょ

による組織
そし き

を定め
さだ   

対応
たいおう

する。 

 

６ 管理
かん り

職員
しょくいん

及び
およ   

監督
かんとく

職員
しょくいん

の責務
せき む

 

        各部局
かくぶきょく

等
とう

における管理
かん り

職員
しょくいん

及び
およ   

監督
かんとく

職員
しょくいん

は、所属
しょぞく

職員
しょくいん

に対し
たい   

、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

取扱い
とりあつか    

が行
おこな

われないよう管理
かん り

監督
かんとく

し、また、障
しょう

がい者
しゃ

に対して
たい      

必要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

がなされるよう指導
しど う

しなければならない。 

        また、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

取扱い
とりあつか    

を行う
おこな   

、または、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を怠る
おこた   

などの問題
もんだい

が生じた
しょう        

場合
ばあ い

には、迅速
じんそく

かつ適切
てきせつ

に当該
とうがい

事案
じあ ん

に対処
たいしょ

しなければな

らない。 

 

７ 研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

の実施
じっ し

 

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

の趣旨
しゅ し

及び
およ    

対応
たいおう

要領
ようりょう

の周知
しゅうち

徹底
てってい

を図る
はか   

とともに、それぞれの

障害
しょうがい

の特性
とくせい

やそれに応じた
おう        

配慮
はいりょ

、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

などに関する
かん       

理解
りか い

を

深め
ふか   

、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

に対する
たい       

職員
しょくいん

の意識
いし き

と実践力
じっせんりょく

を高
たか

めるため、

研修
けんしゅう

を実施
じっ し

する。また、個々
こ こ

の職員
しょくいん

は、講演会
こうえんかい

等
とう

へ積極的
せっきょくてき

に参加
さん か

するなど自己
じ こ

啓発
けいはつ

に努
つと

める。 

 


