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久留米市
く る め し

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

する基本方針
き ほ ん ほ う し ん

 

 

本方針
ほんほうしん

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

（以下
い か

「障害者差別
しょうがいしゃさべつ

」という。）の解消
かいしょう

に向
む

けた、

久留米市
く る め し

（以下
い か

「本市
ほ ん し

」という。）の施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

かつ一体的
いったいてき

な実施
じ っ し

に関
かん

する基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

を示
しめ

すものである。 

 

第
だい

Ⅰ章
しょう

 本方針
ほんほうしん

策定
さくてい

の背景
はいけい

 

 

１ 国
くに

の動向
ど う こ う

 

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

への署名
しょめい

を契機
け い き

とする一連
いちれん

の障害者法制
しょうがいしゃほうせい

の整備
せ い び

に 伴
ともな

い、国
くに

においては、平成
へいせい

23年
ねん

に障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）の改正
かいせい

が行
おこな

わ

れ、基本原則
きほんげんそく

として、「何人
なんぴと

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
ほか

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」（第
だい

4条
じょう

第
だい

1項
こう

）こと、また、

「社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

(※1)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

ることによって前項
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」（第
だい

4条
じょう

第
だい

2項
こう

）ことが規定
き て い

された。 

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。）は、障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

の差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

の基本原則
きほんげんそく

を具体化
ぐ た い か

するものであり、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う 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

に向
む

け、障害者差別
しょうがいしゃさべつ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

するこ

とを目的
もくてき

として、平成
へいせい

25年
ねん

6月
がつ

に制定
せいてい

された。 

また、平成
へいせい

27年
ねん

2月
がつ

には、法
ほう

第
だい

6条
じょう

第
だい

1項
こう

に基
も と

づき、政府
せ い ふ

の障害者差別
しょうがいしゃさべつ

の解消
かいしょう

に向
む

けた

施策
し さ く

の実施
じ っ し

に関
かん

する基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

を示
しめ

す、「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

する基本方針
き ほ ん ほ う し ん

」（以下
い か

「国基本方針
く に き ほ んほ う し ん

」という。）が策定
さくてい

された。 

 

(※1) 社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

 

  障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

において「障害
しょうがい

がある者
もの

にとって日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会生活
しゃかいせいかつ

を営
いとな

む

上
う え

で障害
しょうがい

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
ほか

一切
いっさい

のものを

いう」と定義
て い ぎ

されており、また、法
ほう

第
だい

２条
じょう

においても同様
どうよう

に定義
て い ぎ

されている。 

 

２ 本市
ほ ん し

におけるこれまでの取組
と り く み
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本市
ほ ん し

のこれまでの取組
とり くみ

としては、平成
へいせい

6年
ねん

に「人権尊重都市宣言
じんけんそんちょうとしせんげん

」を行
おこな

い、平成
へいせい

7

年
ねん

には、障害者差別
しょうがいしゃさべつ

の撤廃
てっぱい

も含む「あらゆる差別
さ べ つ

の撤廃
てっぱい

をめざす人権擁護条例
じんけんようごじょうれい

」（平成
へいせい

7年
ねん

久留米市
く る め し

条例
じょうれい

第
だい

22号
ごう

。以下
い か

「人権擁護条例
じんけんようごじょうれい

」という。）を制定
せいてい

した。また、これ

らの大
おお

きな指針
し し ん

のもと、市制運営
しせいうんえい

の基本
き ほ ん

となる久留米市
く る め し

新総合計画
しんそうごうけいかく

においても、人権
じんけん

の尊重
そんちょう

を基本的
き ほ ん て き

姿勢
し せ い

として示
しめ

すとともに、久留米市
く る め し

人権教育
じんけんきょういく

・啓発基本指針
けいはつきほんししん

等
とう

に基
もと

づき差別
さ べ つ

をなくすための人権教育
じんけんきょういく

、啓発活動
けいはつかつどう

等
など

に取
と

り組
く

んできた。 

さらに、平成
へいせい

19年
ねん

に策定
さくてい

した第
だい

１期
き

久留米市
く る め し

障害者計画
しょうがいしゃけいかく

（平成
へいせい

18年度
ね ん ど

から平成
へいせい

25

年度
ね ん ど

まで）において、重点
じゅうてん

施策
し さ く

のひとつに、「障害者理解
しょうがいしゃりかい

のための啓発
けいはつ

・広報活動
こうほうかつどう

の

推進
すいしん

」を掲
かか

げ、これに基
もと

づく取組
と り く み

として、市職員
ししょくいん

に対
たい

しては、各種研修
かくしゅけんしゅう

等
など

において、

障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

に関
かん

する啓発
けいはつ

を随時
ず い じ

行
おこな

うとともに、市民
し み ん

向
む

けには、講演会
こうえんかい

等
など

の実施
じ っ し

や、広報
こうほう

くるめ等
とう

を活用
かつよう

したノーマライゼーションの意識啓発
いしきけいはつ

等
とう

を進
すす

めてきた。 

その後
ご

、平成
へいせい

26年
ねん

に策定
さくてい

した第
だい

2期
き

久留米市
く る め し

障害者計画
しょうがいしゃけいかく

（平成
へいせい

26年度
ね ん ど

から平成
へいせい

29

年度
ね ん ど

まで）においては、国
くに

の動向
どうこう

等
とう

を踏
ふ

まえ、重点
じゅうてん

施策
し さ く

の一つに「ノーマライゼー

ションの意識啓発
いしきけいはつ

の充実
じゅうじつ

」を掲
かか

げ、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

への取組
と り く み

として、

「障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

の平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

の施行
し こ う

に向
む

けて、基本方針
き ほ ん ほ う し ん

の策定
さくてい

等
とう

の差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に係
かか

る取組
と り く み

を実施
じ っ し

する。」としたところである。 

 

第
だい

Ⅱ章
しょう

 障害者差別
しょうがいしゃさべつ

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

な方向
ほ う こ う

 

 

１ 本市
ほ ん し

が目指
め ざ

す地域社会
ちい き しゃかい

 

法
ほう

が具体化
ぐ た い か

しようとする基本原則
きほんげんそく

を定める障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

は、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う 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

しながら共生
きょうせい

す

る社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
も くてき

として掲
かか

げている。 

このことは、全
すべ

ての国民
こくみん

が障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、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

として尊重
そんちょう

されるべきという理念
り ね ん

に基
もと

づく、普遍的
ふへんてき

な目的
もくてき

である。 

よって、本市
ほ ん し

においても、本市
ほ ん し

「人権尊重都市宣言
じんけんそんちょうとしせんげん

」及
およ

び「人権擁護条例
じんけんようごじょうれい

」の理念
り ね ん

も踏
ふ

まえつつ、全
すべ

ての市民
し み ん

が、障害
しょうがい

の有無
う 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

することができる地域社会
ちい き しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す

こととする。 

 

２ 施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 

法
ほう

は、「共生
きょうせい

する社会
しゃかい

」の実現
じつげん

のため、行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

に対
たい

し、障害者差別
しょうがいしゃさべつ

の解消
かいしょう

に

向
む

けた具体的
ぐたいてき

な取組
と り く み

を求めるとともに、普及
ふきゅう

啓発活動
けいはつかつどう

等
とう

を通
つう

じて、障害者
しょうがいしゃ

も含
ふく

めた

国民
こくみん

一人
ひ と り

ひとりが、それぞれの立場
た ち ば

において自発的
じはつてき

に取
と

り組
く

むことを促
うなが

している。 
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なお、障害者差別
しょうがいしゃさべつ

とは、「不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

い」及
およ

び「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の不提供
ふていきょう

」の

こと(※2)である。 

 

本市
ほ ん し

が目指
め ざ

す地域社会
ちい き しゃかい

を実現
じつげん

するために、これら法
ほう

の要請
ようせい

に応
こた

え、不当
ふ と う

な

差別的取扱
さべつてきとりあつか

いの解消
かいしょう

と日常生活
にちじょうせいかつ

や社会生活
しゃかいせいかつ

における障害者
しょうがいしゃ

の活動
かつどう

を制限
せいげん

し、社会
しゃかい

へ

の参加
さ ん か

を制約
せいやく

している社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

を取
と

り除
のぞ

くための取組
と り く み

（いわゆる「合理的配慮
ご う り て き は い り ょ

の

提供
ていきょう

」）を行
おこな

うことが必要
ひつよう

である。 

このことに対
たい

する本市
ほ ん し

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

は次
つぎ

のとおりとする。 

(1) 障害者差別
しょうがいしゃさべつ

の解消
かいしょう

を図
はか

る施策
し さ く

について、積極的
せっきょくてき

に検討
けんとう

・実施
じ っ し

することを

基本的
きほんてき

な態度
た い ど

とする。 

(2) 本市
ほ ん し

の施策
し さ く

、業務
ぎょうむ

等
とう

の立案
りつあん

や実施
じ っ し

にあたっては、その施策
し さ く

、業務
ぎょうむ

等
とう

の実施
じ っ し

によって、障害者差別
しょうがいしゃさべつ

が生
しょう

じる可能性
かのうせい

がないかという視点
し て ん

からも、それぞ

れの施策
し さ く

、業務
ぎょうむ

等
とう

を所管
しょかん

する部局
ぶきょく

等
とう

において、検討
けんとう

を行
おこな

うものとする。 

(3) 本市
ほ ん し

の施策
し さ く

、業務
ぎょうむ

等
とう

において、現
げん

に障害者差別
しょうがいしゃさべつ

が 生
しょう

じているとき又
また

はそ

の可能性
かのうせい

が極
きわ

めて高
たか

いときは、可能
か の う

な限
かぎ

りその解消
かいしょう

に努
つと

めるものとする。 

(4) (1)から(3)においては、女性
じょせい

である障害者
しょうがいしゃ

は障害
しょうがい

に加
くわ

えて女性
じょせい

であるこ

とにより更
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、また、

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

するも

のとする。 

(5) 障害者差別
しょうがいしゃさべつ

の解消
かいしょう

には、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

に関
かん

する正
ただ

しい知識
ち し き

の

取得
しゅとく

や理解
り か い

に基
もと

づく相互
そ う ご

理解
り か い

が不可欠
ふ か け つ

との認識
にんしき

に立
た

ち、様々
さまざま

な機会
き か い

や方法
ほうほう

を

利用
り よ う

して、市民
し み ん

への法
ほう

の趣旨
し ゅ し

の普及啓発
ふきゅうけいはつ

に努
つと

めることとする。 

 

(※2) 「不当
ふとう

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

い」や「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」の考え方は、国基本方針
くにきほんほうしん

の示
しめ

すと

おりである。 

 

３ 本方針
ほんほうしん

の対象範囲
たいしょうはんい

 

(1) 障害者
しょうがいしゃ

 

本方針
ほんほうしん

の対象
たいしょう

となる障害者
しょうがいしゃ

は、障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

第
だい

2条
じょう

第
だい

1号
ごう

に規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

、

すなわち、「身体障害
しんたいしょうがい

、知的障害
ちてきしょうがい

、精神障害
せいしんしょうがい

（発達障害
はったつしょうがい

、高次脳機能障害
こうじのうきのうしょうがい

を

含
ふく

む。）その他
ほか

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

び社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会生活
しゃかいせいかつ

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」である。 
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これは、障害
しょうがい

の「社会
しゃかい

モデル」(※3)の考
かんが

え方を踏
ふ

まえている。したがって、

本方針
ほんほうしん

が対象
たいしょう

とする障害者
しょうがいしゃ

は、いわゆる障害者手帳
しょうがいしゃてちょう

の所持者
しょじしゃ

に限
かぎ

られない。 

 

(※3) 障 害
しょうがい

の「社会
しゃかい

モデル」 

障 害 者
しょうがいしゃ

が日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会生活
しゃかいせいかつ

において受
う

ける制限
せいげん

は、身体障害
しんたいしょうがい

、知的障害
ちてきしょうがい

、

精神障害
せいしんしょうがい

(発達障害
はったつしょうがい

を含
ふく

む。）その他
ほか

の心身
しんしん

の機能
きのう

の障 害
しょうがい

（難病
なんびょう

に起因
き い ん

する

障 害
しょうがい

を含
ふく

む。）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

（いわゆ

る社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

）と相対
あいたい

することによって 生
しょう

じるとの 考
かんが

え方。 

 

(2) 対象分野
たいしょうぶんや

 

本方針
ほんほうしん

は、本市
ほ ん し

が 行
おこな

う施策
し さ く

、事務
じ む

、行政
ぎょうせい

サービス等
とう

全般
ぜんぱん

に係
かか

る分野
ぶ ん や

を広
ひろ

く

対象
たいしょう

とする。ただし、本市
ほ ん し

が事業主
じぎょうぬし

としての立場
た ち ば

で市職員
ししょくいん

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。 

 

第
だい

Ⅲ章
しょう

 障害者差別
しょうがいしゃさべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する主
おも

な取組
と り く み

 

障害者差別
しょうがいしゃさべつ

の解消
かいしょう

を図
はか

るための主
おも

な取組
と り く み

は次
つぎ

のとおりとする。 

１ 本市
ほ ん し

職員
しょくいん

の意識啓発
いしきけいはつ

 

(1) 障害者差別
しょうがいしゃさべつ

解消
かいしょう

に関
かん

する対応要領
たいおうようりょう

 

① 職員対応要領
しょくいんたいおうようりょう

の作成
さくせい

 

行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

における差別禁止
さ べ つ き ん し

を確実
かくじつ

なものとするためには、差別禁止
さ べ つ き ん し

に係
かか

る

具体的
ぐたいてき

な取組
と り く み

と併
あわ

せて、相談窓口
そうだんまどぐち

の明確化
めいかくか

、職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

の機会
き か い

の確保
か く ほ

等
とう

を徹底
てってい

することが重要
じゅうよう

であることから、法
ほう

第
だい

10条
じょう

第
だい

1項
こう

において、地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

は、国基本方針
く に き ほ んほ う し ん

に即
そく

して、職員
しょくいん

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

な要領
ようりょう

を定
さだ

めるよ

う努
つと

めることとされている。 

本市
ほ ん し

においては、職員
しょくいん

の行動規範
こうどうきはん

として、職員
しょくいん

の障害者差別
しょうがいしゃさべつ

解消
かいしょう

に関
かん

する

対応要領
たいおうようりょう

（以下
い か

、「職員対応要領
しょくいんたいおうようりょう

」という。）を作成
さくせい

するものとする。 

職員対応要領
しょくいんたいおうようりょう

は、法
ほう

に規定
き て い

された不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

い及
およ

び合理的配慮
ごうりてきはいりょ

につい

て、具体例
ぐたいれい

も盛
も

り込
こ

みながら分
わ

かりやすく示
しめ

しつつ、本市
ほ ん し

の職員
しょくいん

にその実施
じ っ し

を

徹底
てってい

するものとする。 

② 対応要領
たいおうようりょう

の位置付
い ち づ

け及
およ

び作成手続
さくせいてつづき

 

職員対応要領
しょくいんたいおうようりょう

の作成
さくせい

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

その他
ほか

の関係者
かんけいしゃ

を構成員
こうせいいん

に含
ふく

む

会議
か い ぎ

の開催
かいさい

、障害者団体
しょうがいしゃだんたい

等
とう

からのヒアリングなど、障害者
しょうがいしゃ

その他
ほか

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

ずるとともに、作成後
さ く せ い ご

は、
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職員対応要領
しょくいんたいおうようりょう

を公表
こうひょう

するものとする。 

③ 対応要領
たいおうようりょう

の記載事項
き さ い じ こ う

 

職員対応要領
しょくいんたいおうようりょう

には、以下
い か

の事項
じ こ う

などを記載
き さ い

するものとする。 

ア 趣旨
し ゅ し

 

イ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

い及
およ

び合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

ウ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

い及
およ

び合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の具体例
ぐたいれい

 

エ 相談体制
そうだんたいせい

の整備
せ い び

 

オ 職員
しょくいん

への研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

 

(2) 本市
ほ ん し

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

の一人
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
ほか

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

などの各種研修
かくしゅけんしゅう

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

理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

るものとする。 

なお、これは後述
こうじゅつ

する環境
かんきょう

の整備
せ い び

の一環
いっかん

として行
おこな

われるものである。 

 

２ 環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

法
ほう

第
だい

5条
じょう

は、不特定多数
ふとくていたすう

の障害者
しょうがいしゃ

を主
おも

な対象
たいしょう

として行
おこな

われる事前的改善措置
じ ぜ ん てき かい ぜ んそ ち

に

ついては、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

われる合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を的確
てきかく

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
ほか

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。」としている。 

本市
ほ ん し

における合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

は、本市
ほ ん し

職員
しょくいん

の意識啓発
いしきけいはつ

を基礎
き そ

として、以下
い か

の

ような「環境
かんきょう

の整備
せ い び

」と連携
れんけい

しながら進
すす

めていくものとする。 

なお、これらの「環境
かんきょう

の整備
せ い び

」は新
あたら

しい技術開発
きじゅつかいはつ

が投資
と う し

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

をもたらす

こともあることから、技術進歩
ぎじゅつしんぽ

の動向
どうこう

を踏
ふ

まえた取組
と り く み

が必要
ひつよう

である。 

 (1) 施設
し せ つ

等
と う

の整備
せ い び

 

本市
ほ ん し

においては、これまでも公共施設
こうきょうしせつ

や道路
ど う ろ

、公園
こうえん

などの整備
せ い び

に際
さい

しては、

「バリアフリー法
ほう

（高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

）」

や「福岡県福祉
ふくおかけんふくし

のまちづくり条例
じょうれい

」などに基
もと

づき、バリアフリー化
か

に取
と

り組
く

ん

できた。今後
こ ん ご

も新
あら

たな施設
し せ つ

の建設
けんせつ

や既存
き ぞ ん

の施設
し せ つ

の改修
かいしゅう

にあたっては、一層
いっそう

のバ

リアフリー化
か

の進展
しんてん

が図
はか

られるように計画的
けいかくてき

に取
と

り組
く

んでいくこととする。 

 (2) 情報
じょうほう

に関
かん

するバリアフリー 

意思表示
い し ひ ょ う じ

やコミュニケーションの支援
し え ん

、情報
じょうほう

の取得
し ゅ と く

・利用
り よ う

におけるアクセシ

ビリティの向上
こうじょう

のための施策
し さ く

を積極的
せっきょくてき

に検討
けんとう

・実施
じ っ し

するものとする。 

特
とく

に不特定多数
ふとくていたすう

の市民
し み ん

を対象
たいしょう

とする情報発信
じょうほうはっしん

（刊行物
かんこうぶつ

の発行
はっこう

、講演会
こうえんかい

等
とう

の開催
かいさい
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等
とう

）にあたっては、多様
た よ う

な方法
ほうほう

による情報提供
じょうほうていきょう

がなされるよう努
つと

めていくもの

とする。また、市民
し み ん

の市政
し せ い

への参画
さんかく

や意見表出
いけんひょうしゅつ

の機会
き か い

においても、多様
た よ う

な方法
ほうほう

が

確保
か く ほ

されるよう配慮
はいりょ

していくものとする。 

 

３ 相談体制
そうだんたいせい

の整備
せ い び

 

 (1) 相談窓口
そうだんまどぐち

 

障害者差別
しょうがいしゃさべつ

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
ほか

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

に応じることが必要
ひつよう

である。法
ほう

は、新
あら

たな機関
き か ん

は

設置
せ っ ち

せず、既存
き ぞ ん

の機関
き か ん

等
とう

の活用
かつよう

・充実
じゅうじつ

を図
はか

ることとしており、地方公共団体
ちほうこうきょうだんたい

に

おいては、相談窓口
そうだんまどぐち

を明確
めいかく

にすることが求
もと

められている。 

本市
ほ ん し

においては、障害者福祉
しょうがいしゃふくし

を所管
しょかん

する部局
ぶきょく

に窓口
まどぐち

を設
もう

けることとし、相談
そうだん

に応
おう

じて適切
てきせつ

な機関
き か ん

等
とう

への繋
つな

ぎがなされる体制
たいせい

の構築
こうちく

を目指
め ざ

す。 

また、相談
そうだん

や紛争解決
ふんそうかいけつ

などに対応
たいおう

する職員
しょくいん

の専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

などを図
はか

るため

に、職員
しょくいん

の養成
ようせい

等
とう

に取
と

り組
く

んでいくこととする。 

 (2) 障害者差別解消支援地域協議会
しょうがいしゃさべつかいしょうしえんちいききょうぎかい

 

① 趣旨
し ゅ し

 

障害者差別
しょうがいしゃさべつ

の解消
かいしょう

を効果的
こうかてき

に推進
すいしん

するためには、障害者
しょうがいしゃ

にとって身近
み ぢ か

な

地域
ち い き

において、関係機関
かんけいきかん

が連携
れんけい

し、相談
そうだん

への対応
たいおう

等
とう

の取組
と り く み

を行
おこな

っていく必要
ひつよう

が

ある。一方
いっぽう

、日常生活
にちじょうせいかつ

、社会生活
しゃかいせいかつ

を営
いとな

む障害者
しょうがいしゃ

の活動
かつどう

は広範多岐
こ う は ん た き

にわたり、

相談
そうだん

等
とう

を行
おこな

うに当
あ

たっては、個々
こ こ

の事案
じ あ ん

ごとの状況
じょうきょう

及
およ

び対応
たいおう

する関係機関
かんけいきかん

ご

とに有
ゆう

する権限
けんげん

が異
こと

なる場合
ば あ い

もあり、相談
そうだん

内容
ないよう

によっては当該
とうがい

機関
き か ん

だけでは

対応
たいおう

できない場合
ば あ い

がある。このため、様々
さまざま

な関係機関
かんけいきかん

が、相談
そうだん

事例
じ れ い

等
とう

に係
かか

る情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

・協議
き ょ う ぎ

を通
つう

じて、各自
か く じ

の役割
やくわり

に応
おう

じた事案解決
じあんかいけつ

のための取組
と り く み

や類似事案
る い じ じ あ ん

の発生防止
はっせいぼうし

の取組
と り く み

など、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に応
おう

じた差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

のための取組
と り く み

を主体的
しゅたいてき

に行
おこな

うネットワークを構築
こうちく

することが有益
ゆうえき

であると考
かんが

えられる。 

② 協議会
きょうぎかい

の役割
やくわり

 

このようなネットワークとして、法
ほう

は障害者差別解消支援地域協議会
しょうがいしゃさべつかいしょうしえんちいききょうぎかい

（以下
い か

「協議会
きょうぎかい

」という。）を規定
き て い

している。協議会
きょうぎかい

は、関係機関
かんけいきかん

から提供
ていきょう

された

相談
そうだん

事例
じ れ い

等
とう

について、適切
てきせつ

な相談窓口
そうだんまどぐち

を有
ゆう

する機関
き か ん

の紹介
しょうかい

、具体的
ぐたいてき

事案
じ あ ん

の対応
たいおう

例
れい

の共有
きょうゆう

・協議
きょうぎ

、協議会
きょうぎかい

の構成機関
こうせいきかん

等
とう

における調停
ちょうてい

、斡旋
あっせん

等
とう

の様々
さまざま

な取組
と り く み

に

よる紛争解決
ふんそうかいけつ

、複数
ふくすう

の機関
き か ん

で紛争解決
ふんそうかいけつ

等
とう

に対応
たいおう

することへの後押
あ と お

し等
とう

を行
おこな

う

ものである。 

③ 本市
ほ ん し

における協議会
きょうぎかい

の設置
せ っ ち

 

協議会
きょうぎかい

は、法
ほう

によって「組織
そ し き

することができる」とされている。当事者団体
とうじしゃだんたい

、
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関係機関
かんけいきかん

との協力体制
きょうりょくたいせい

の構築
こうちく

は、本市
ほ ん し

の市制運営
しせいうんえい

の基本的
きほんてき

態度
た い ど

である「協働
きょうどう

に

よるまちづくり」の観点
かんてん

からも重要
じゅうよう

である。また、本市
ほ ん し

においては、現在
げんざい

、

久留米市地域生活支援協議会
く る め し ち い き せ い か つ し え ん き ょ う ぎ か い

として、当事者団体
とうじしゃだんたい

、関係機関
かんけいきかん

から選出
せんしゅつ

された

委員
い い ん

によって構成
こうせい

する組織
そ し き

が存在
そんざい

している。これらのことを踏
ふ

まえつつ、

法施行後
ほ う し こ う ご

、市
し

に寄
よ

せられる相談
そうだん

事例
じ れ い

の内容
ないよう

や量
りょう

、他自治体
た じ ち た い

の状況
じょうきょう

等
と う

を勘案
かんあん

し

ながら、協議会
きょうぎかい

の設置
せ っ ち

の要否
よ う ひ

の検討
けんとう

を行
おこな

うこととする。 

 

４ 市民
し み ん

等
とう

に対
たい

する啓発活動
けいはつかつどう

 

本市
ほ ん し

では、久留米市
く る め し

人権教育
じんけんきょういく

・基本指針
き ほ ん し し ん

や久留米市
く る め し

障害者計画
しょうがいしゃけいかく

のもと、差別
さ べ つ

や

偏見
へんけん

の解消
かいしょう

のための啓発活動
けいはつかつどう

に取
と

り組
く

んできた。しかしながら、平成
へいせい

24年度
ね ん ど

に実施
じ っ し

した久留米市
く る め し

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）生活実態調査
せいかつじったいちょうさ

によると、4割以上
わりいじょう

の人
ひと

が差別
さ べ つ

を感
かん

じたり、

いやな思
おも

いをしたと回答
かいとう

している。 

障害者差別
しょうがいしゃさべつ

については、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

に関
かん

する知識
ち し き

・理解
り か い

の不足
ふ そ く

、意識
い し き

の偏
かたよ

りに起因
き い ん

する面
めん

が大
おお

きいと考
かんが

えられることから、次
つぎ

の考
かんが

え方
かた

により、市
し

を

中心
ちゅうしん

に、関係機関
かんけいきかん

と連携
れんけい

して、各種
かくしゅ

啓発活動
けいはつかつどう

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

み、市民
し み ん

の障害
しょうがい

に

関
かん

する理解
り か い

を促進
そくしん

するものとする。 

(1) 障害者差別
しょうがいしゃさべつ

が、本人
ほんにん

のみならず、その家族
か ぞ く

等
とう

にも深
ふか

い影響
えいきょう

を及
およ

ぼすことを、

市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが認識
にんしき

するとともに、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

について理解
り か い

を深
ふか

めることが

不可欠
ふ か け つ

である。また、障害者
しょうがいしゃ

からの働
はたら

きかけによる建設的対話
けんせつてきたいわ

を通
つう

じた相互
そ う ご

理解
り か い

が促進
そくしん

されるよう、障害者
しょうがいしゃ

も含
ふく

め、広
ひろ

く周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を行
おこな

うことが重要
じゅうよう

で

ある。 

市
し

を中心
ちゅうしん

に、事業者
じぎょうしゃ

、障害者団体
しょうがいしゃだんたい

、その他関連団体
たかんれんだんたい

等
とう

の多様
た よ う

な主体
しゅたい

との連携
れんけい

により、インターネットを活用
かつよう

した情報提供
じょうほうていきょう

、ポスターの掲示
け い じ

、パンフレッ

トの作成
さくせい

・配布
は い ふ

、法
ほう

の説明会
せつめいかい

やシンポジウム等
とう

の開催
かいさい

など、多様
た よ う

な媒体
ばいたい

を用
もち

い

た周知
しゅうち

啓発活動
けいはつかつどう

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

むものとする。 

(2) 障害
しょうがい

のある児童生徒
じ ど う せ い と

が、その年齢
ねんれい

及
およ

び能力
のうりょく

に応
おう

じ、可能
か の う

な限
かぎ

り障害
しょうがい

のな

い児童生徒
じ ど う せ い と

と共
とも

に、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けることができるイ

ンクルーシブ教育
きょういく

システムを推進
すいしん

しつつ、家庭
か て い

や学校
がっこう

を始
はじ

めとする社会
しゃかい

のあ

らゆる機会
き か い

を活用
かつよう

し、子供
こ ど も

の頃
ころ

から年齢
ねんれい

を問
と

わず障害
しょうがい

に関
かん

する知識
ち し き

・理解
り か い

を深
ふか

め、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

であることを認識
にんしき

し、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

び合
あ

う心
こころ

を

養
やしな

っていくための取組
と り く み

を進
すす

める。同時
ど う じ

に、障害
しょうがい

のない児童生徒
じ ど う せ い と

の保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する働
はたら

きかけも進
すす

めていくものとする。 

(3) 本市
ほ ん し

は、グループホーム等
とう

を含
ふく

む、障害者関連事業所
しょうがいしゃかんれんじぎょうしょ

等
とう

の新設
しんせつ

に際
さい

しては、
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周辺住民
しゅうへんじゅうみん

の同意
ど う い

を求
もと

める必要
ひつよう

がないことに留意
りゅうい

しつつ、住民
じゅうみん

の理解
り か い

を得
え

るた

めに積極的
せっきょくてき

な啓発活動
けいはつかつどう

が行
おこな

われるよう努
つと

めるものとする。 

 

５ 基本方針
き ほ ん ほ う し ん

等
とう

の見直
み な お

し 

  技術
ぎじゅつ

の進展
しんてん

、社会情勢
しゃかいじょうせい

の変化
へ ん か

等
とう

は、特
とく

に合理的配慮
ごうりてきはいりょ

について、その内容
ないよう

、程度
て い ど

等
とう

に大
おお

きな進展
しんてん

をもたらし、実施
じ っ し

に伴
ともな

う負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

し得
え

ることが予想
よ そ う

される。また、

法
ほう

の施行後
し こ う ご

は、不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

い及
およ

び合理的配慮
ごうりてきはいりょ

のより具体的
ぐたいてき

な情報
じょうほう

の集積
しゅうせき

も進
すす

むことなる。さらには、法
ほう

は、その施行後
し こ う ご

３年
ねん

を目処
め ど

に必要
ひつよう

な見直
み な お

しを検討
けんとう

するこ

ととしている。 

  これらを踏
ふ

まえて、本方針
ほんほうしん

も見直
み な お

しを行
おこな

い、必要
ひつよう

に応
おう

じて、適時
て き じ

、必要
ひつよう

な修正
しゅうせい

を加
くわ

えていくものとする。このことは、別
べつ

に作成
さくせい

する職員対応要領
しょくいんたいおうようりょう

についても同様
どうよう

とする。 
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（参考） 「不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

い」と「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」について 

（国基本方針
く に き ほ んほ う し ん

「第
だい

2 行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

が講
こう

ずべき障害
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

に関
かん

する共通的
きょうつうてき

な事項
じ こ う

」から抜粋
ばっすい

） 

 

２ 不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

い  

(1) 不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

いの基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

  

ア 法
ほう

は、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、財
ざい

・サービ

スや各種
かくしゅ

機会
き か い

の提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

する又
また

は提供
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、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

けることなどにより、

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

することを禁止
き ん し

している。  

なお、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

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

いではない。  

イ したがって、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

積極的改善措置
せっきょくてきかいぜんそち

）、法
ほう

に規定
き て い

された障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する合理的配慮
ごうりてきはいりょ

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

いや、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

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

することは、

不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

いには当
あ

たらない。不当
ふ と う

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

いとは、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

な

く、障害者
しょうがいしゃ

を、問題
もんだい

となる事務
じ む

・事業
じぎょう

について本質的
ほんしつてき

に関係
かんけい

する諸事情
しょじじょう

が同
おな

じ

障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

より不利
ふ り

に扱
あつか

うことである点
てん

に留意
りゅうい

する必要
ひつよう

がある。  

(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

  

正当
せいとう

な理由
り ゆ う

に相当
そうとう

するのは、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、財
ざい

・サー

ビスや各種
かくしゅ

機会
き か い

の提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

するなどの取扱
とりあつか

いが客観的
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

ある。行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

においては、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

、事業者
じぎょうしゃ

、第三者
だいさんしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

（例：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

、損害発生
そんがいはっせい

の防止
ぼ う し

等
とう

）及
およ

び行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

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
きゃっかんてき

に判断
はんだん

することが必要
ひつよう

である。行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

は、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

めることが望
のぞ

ましい。 

 

３ 合理的配慮
ごうりてきはいりょ

  

(1) 合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

ア 権利条約
けんりじ ょ うやく

第
だい

２条
じょう

において、「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」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
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基礎
き そ

として全
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、均衡
きんこう

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」と定義
て い ぎ

されている。  

法
ほう

は、権利条約
けんりじ ょ うやく

における合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の定義
て い ぎ

を踏
ふ

まえ、行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

し、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

に社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

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、社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

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

（以下
い か

「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」という。）を行
おこな

うことを求
もと

めている。合理的配慮
ごうりてきはいりょ

は、

障害者
しょうがいしゃ

が受
う

ける制限
せいげん

は、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

と相対
そうたい

することによって生
しょう

ずるものとのいわゆる「社会
しゃかい

モデル」

の考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえたものであり、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

することとならな

いよう、障害者
しょうがいしゃ

が個々
こ こ

の場面
ば め ん

において必要
ひつよう

としている社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

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
と り く み

であり、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

でないもの

である。  

合理的配慮
ごうりてきはいりょ

は、行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

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

られること、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
およ

ばないことに留意
りゅうい

する必要
ひつよう

がある。  

イ 合理的配慮
ごうりてきはいりょ

は、障害
しょうがい

の特性
とくせい

や社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

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

を踏
ふ

まえ、社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

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、「（２）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

」に掲
かか

げた要素
よ う そ

を考慮
こうりょ

し、代替措置
だ い た い そ ち

の選択
せんたく

も含
ふく

め、双方
そうほう

の建設的対話
けんせつてきたいわ

 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

がなされるものである。さらに、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の内容
ないよう

は、

技術
ぎじゅつ

の進展
しんてん

、社会情勢
しゃかいじょうせい

の変化
へ ん か

等
とう

に応
おう

じて変
か

わり得
え

るものである。  

現時点
げんじてん

における一例
いちれい

としては、  

・車椅子利用者
くるまいすりようしゃ

のために段差
だ ん さ

に携帯
けいたい

スロープを渡
わた

す、高
たか

い 所
ところ

に陳列
ちんれつ

された

商品
しょうひん

を取
と

って渡
わた

すなどの物理的
ぶつりてき

環境
かんきょう

への配慮
はいりょ

  

・筆談
ひつだん

、読
よ

み上
あ

げ、手話
し ゅ わ

などによるコミュニケーション、分
わ

かりやすい表現
ひょうげん

を使
つか

って説明
せつめい

をするなどの意思疎通
い し そ つ う

の配慮
はいりょ

  

・障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた休憩時間
きゅうけいじかん

の調整
ちょうせい

などのルール・慣行
かんこう

の柔軟
じゅうなん

な変更
へんこう

 な

どが挙
あ

げられる。合理的配慮
ごうりてきはいりょ

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

、
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状態
じょうたい

等
とう

に配慮
はいりょ

するものとする。 

内閣府
ないかくふ

及
およ

び関係
かんけい

行政機関
ぎょうせいきかん

は、今後
こ ん ご

、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の具体例
ぐたいれい

を蓄積
ちくせき

し、広
ひろ

く国民
こくみん

に提供
ていきょう

するものとする。  

なお、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

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

見込
み 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

の合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の提供
ていきょう

ではなく、

後述
こうじゅつ

する環境
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、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

につながる点
てん

は重要
じゅうよう

である。  

 

ウ 意思
い し

の表明
ひょうめい

に当
あ

たっては、具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

において、社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

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
ふく

む。）のほか、点字
て ん じ

、

拡大文字
か く だ い 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

意思伝達
い し 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

えられる。 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、知的障害
ちてきしょうがい

や精神障害
せいしんしょうがい

（発達障害
はったつしょうがい

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

む。 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

が社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

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

するために建設的対話
けんせつてきたいわ

を働
はたら

きかけるなど、自主的
じしゅてき

な取組
とりくみ

に

努
つと

めることが望
のぞ

ましい。  

 

エ 合理的配慮
ごうりてきはいりょ

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

アクセシビリティの向上
こうじょう

等
とう

の環境
かんきょう

の整備
せ い び

（「Ⅴ」において後述
こうじゅつ

）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

じて個別
こ べ つ

に実施
じ っ し

される措置
そ ち

である。したがって、各
かく

場面
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、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の内容
ないよう

は異
こと

なることとなる。また、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

等
とう

が変化
へ ん か

することもあるため、特
とく

に、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、提供
ていきょう

する合理的配慮
ごうりてきはいりょ

について、適宜
て き ぎ

、見直
み な お

しを行
おこな

うことが重要
じゅうよう

である。  

 

(2) 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

  

過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

については、行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

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
きゃっかんてき

に判断
はんだん

する

ことが必要
ひつよう

である。行政機関
ぎょうせいきかん

等
とう

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

は、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
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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

めることが

望
のぞ

ましい。  

○ 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

・技術的制約
ぎじゅつてきせいやく

、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

 

○ 事務
じ む

・事業
じぎょう

規模
き ぼ

 

○ 財政
ざいせい

・財務状況
ざいむじょうきょう

 

 


