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はじめに 

 

 

平
へい

成
せい

28年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から「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

」が施行
し こ う

されています。 

 この法律
ほうりつ

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

の推進
すいしん

に関
かん

する基
き

本
ほん

的
てき

な事項
じ こ う

や、国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

及
およ

び民間事
みんかんじ

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

などについて定
さだ

めることによって、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

につなげることを目的
もくてき

としています。 

 この対応
たいおう

指針
し し ん

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

」の規定
き て い

に基
もと

づき、社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

の

業務
ぎょうむ

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

が障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いをしないこと、また

必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を行
おこな

うために必要
ひつよう

な考
かんが

え方
かた

などを記載
き さ い

しています。 

 日々
ひ び

の業務
ぎょうむ

の参考
さんこう

にしていただき、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

のない社会
しゃかい

を目
め

指
ざ

しましょ

う。 

 

※この対応
たいおう

指針
し し ん

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

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

（令
れい

和
わ

３年
ねん

法律第
ほうりつだい

 56 号
ごう

）の施行
し こ う

の日
ひ

（令
れい

和
わ

６年
ねん

４月
がつ

１日
にち

）

から適用
てきよう

します。 
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第
だい

１ 趣旨
し ゅ し

 

（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

及
およ

び経過
け い か

 

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に向
む

けた取組
とりくみ

が国際的
こくさいてき

に進展
しんてん

し、平成
へいせい

18年
ねん

に国連
こくれん

にお

いて、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

を確保
か く ほ

し、並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

するための包括的
ほうかつてき

かつ総合的
そうごうてき

な国際
こくさい

条約
じょうやく

である

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

（以下
い か

「権利
け ん り

条約
じょうやく

」という。）が採択
さいたく

されました。

我
わ

が国
くに

は、平
へい

成
せい

19年
ねん

に権利
け ん り

条約
じょうやく

に署名
しょめい

し、以来
い ら い

、国
こく

内法
ないほう

の整備
せ い び

を始
はじ

めとする

取組
とりくみ

を進
すす

めてきました。 

権利
け ん り

条約
じょうやく

は第
だい

２条
じょう

において、「「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

、

市民的
しみんてき

その他
た

のあらゆる分野
ぶ ん 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
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。」と定義
て い ぎ

し、その禁止
き ん し

について、

締約
ていやく

国
こく

に全
すべ

ての適当
てきとう

な措置
そ ち

を求
もと

めています。 

我
わ

が国
くに

においては、平成
へいせい

16年
ねん

の障害者
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
ほう

律
りつ

第
だい

84号
ごう

）の

改正
かいせい

において、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

が基本的
きほんてき

理念
り ね ん

として明示
め い じ

され、さ

らに、平成
へいせい

23年
ねん

の同法
どうほう

改正
かいせい

の際
さい

には、権利
け ん り

条約
じょうやく

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、同法
どうほう

第
だい

２

条
じょう

第
だい

２号
ごう

において、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

について、「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

、

慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。」と定義
て い ぎ

されるとともに、基本
き ほ ん

原則
げんそく

とし

て、同法
どうほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

１項
こう

に、「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
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」こと、ま

た、同
どう

条
じょう

第
だい

２項
こう

に、「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」ことが規定
き て い

されました。 

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

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。）は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

の基本
き ほ ん

原則
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
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

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

されました。我
わが

が国
くに

は、法
ほう

の制定
せいてい

を含
ふく

めた一連
いちれん

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に係
かか

る

取組
とりくみ

の成果
せ い か

を踏
ふ

まえ、平成
へいせい

26年
ねん

１月
がつ

に権利
け ん り

条約
じょうやく

を締結
ていけつ

しました。 

また、令
れい

和
わ

３年
ねん

６月
がつ

には、事
じ

業者
ぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を義務付
ぎ む づ

けると

ともに、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

相互間
そうごかん

の連携
れんけい

の強化
きょうか

を図
はか

るほか、相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

や情報
じょうほう
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の収 集
しゅうしゅう

・提供
ていきょう

の確保
か く ほ

など障害
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

するための支援
し え ん

措置
そ ち

を強化
きょうか

する措置
そ ち

を講
こう

ずることを内容
ないよう

とする改正法
かいせいほう

が公布
こ う ふ

されました

（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

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

（令和
れ い わ

３年
ねん

法
ほう

律
りつ

第
だい

56号
ごう

。以下
い か

「改正法
かいせいほう

」という。））。 

 

（２）対象
たいしょう

となる障害者
しょうがいしゃ

 

  対象
たいしょう

となる障害者
しょうがいしゃ

・障害児
しょうがいじ

（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

」という。）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
はっ

達
たつ

障
しょう

害
がい

及
およ

び高
こう

次
じ

脳
のう

機
き

能
のう

障
しょう

害
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

（難病
なんびょう

等
とう

に起因
き い ん

する障害
しょうがい

を含
ふく

む。）（以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

す

る。）がある者
もの

であって、障
しょう

害
がい

及
およ

び社
しゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
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

にあるものです。 

これは、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

２条
じょう

第
だい

１号
ごう

に規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

と同様
どうよう

であ

り、障害者
しょうがいしゃ

が日常
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

において受
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
あい

対
たい

することによって

生
しょう

ずるというモデル（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

まえているも

のです。 

したがって、法
ほう

が対象
たいしょう

とする障害者
しょうがいしゃ

の該当性
がいとうせい

は、当該者
とうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

等
とう

に応
おう

じ

て個別
こ べ つ

に判断
はんだん

されることとなり、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
かぎ

りません。 

また、特
とく

に女性
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、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

する必要
ひつよう

があります。 

 

（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
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

 法
ほう

第
だい

６条
じょう

第
だい

１項
こう

の規
き

定
てい

に基
もと

づき、「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
き ほ ん

方針
ほうしん

」（平成
へいせい

27年
ねん

２月
がつ

24日
にち

閣議
か く ぎ

決定
けってい

、令
れい

和
わ

５年
ねん

３月
がつ

14日
にち

変
へん

更
こう

。

以下
い か

「基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」という。）が策定
さくてい

されました。 

基本
き ほ ん

方針
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

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

は、雇用
こ よ う

、教育
きょういく

、医療
いりょう

、

公共
こうきょう

交通
こうつう

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に関
かか

わるあらゆる分野
ぶ ん や

に関連
かんれん

し、

各府省
かくふしょう

の所掌
しょしょう

に横断的
おうだんてき

にまたがる施策
し さ く

であるため、政府
せ い ふ

として、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

な推進
すいしん

を図
はか

るとともに、行政
ぎょうせい

機関間
きかんかん

や分野間
ぶんやかん

における取組
とりくみ

のばらつきを防
ふせ

ぐため、施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

等
とう

を示
しめ

したものです。 

 

（４）社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

の業務
ぎょうむ

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

への対応
たいおう

指針
し し ん

 

  障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

１条
じょう

に規定
き て い

されるように、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

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

するかけがえのない

個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されるという理念
り ね ん

にのっとり、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む
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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

を目
め

指
ざ

して講
こう

じられる必要
ひつよう

があります。 

そのうえで、法
ほう

第
だい

11 条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、主務
し ゅ む

大臣
だいじん

は、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に即
そく

して、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が法
ほう

第
だい

８条
じょう

に規定
き て い

する事項
じ こ う

に関
かん

し、適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な指針
し し ん

（以下
い か

「対応
たいおう

指針
し し ん

」という。）を定
さだ

めることとされています。 

本指針
ほんししん

は、上
うえ

に述
の

べた法
ほう

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するため、特
とく

に社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

の業務
ぎょうむ

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

の対応
たいおう

指針
し し ん

を定
さだ

めたものです。 

本指針
ほんししん

において定
さだ

める措置
そ ち

については、「望
のぞ

まれます」と記載
き さ い

している内容
ないよう

等
とう

法的
ほうてき

義務
ぎ む

ではないものも含
ふく

まれますが、法
ほう

の目
もく

的
てき

を踏
ふ

まえ、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

じて柔軟
じゅうなん

な対応
たいおう

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

うことが期待
き た い

されるものです。 

なお、事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、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

するための取組
とりくみ

を行
おこな

うに

当
あ

たり、法
ほう

、基本
き ほ ん

方
ほう

針
しん

及
およ

び本指針
ほんししん

に示
しめ

す項
こう

目
もく

のほか、各事業
かくじぎょう

に関連
かんれん

する法令
ほうれい

等
とう

の規定
き て い

を遵守
じゅんしゅ

しなければなりません。 

本指針
ほんししん

の対象
たいしょう

となる事
じ

業者
ぎょうしゃ

の範囲
は ん い

は、社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士法
ろ う む し ほ う

（昭和
しょうわ

43年
ねん

法
ほう

律
りつ

第
だい

89号
ごう

）第
だい

２条
じょう

及
およ

び第
だい

2 条
じょう

の２に規定
き て い

する社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

の業務
ぎょうむ

を行
おこな

う事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

です。 

なお、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

において、「事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、商 業
しょうぎょう

その他
た

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

（地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の経営
けいえい

する企
き

業
ぎょう

及
およ

び公営
こうえい

企業型
きぎょうがた

地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

を含
ふく

み、国
くに

、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団
だん

体
たい

及
およ

び公営
こうえい

企業型
きぎょうがた

以外
い が い

の地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

を除
のぞ

く。）

であり、目的
もくてき

の営利
え い り

・非営利
ひ え い り

、個人
こ じ ん

・法人
ほうじん

の別
べつ

を問
と

わず、同種
どうしゅ

の行為
こ う い

を反復
はんぷく

継続
けいぞく

する意思
い し

をもって行
おこな

う者
もの

である。したがって、例
たと

えば、個
こ

人事
じ ん じ

業者
ぎょうしゃ

や対価
た い か

を

得
え

ない無報酬
むほうしゅう

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

、非営利
ひ え い り

事業
じぎょう

を行
おこな

う社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

や特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

も対象
たいしょう

となり、また、対面
たいめん

やオンラインなどサービス等
とう

の提供
ていきょう

形態
けいたい

の別
べつ

も問
と

わない。」と規定
き て い

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

注
ちゅう

）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、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
ほう

律
りつ

（昭
しょう

和
わ

35年
ねん

法
ほう

律
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おり、同法
どうほう

に基
もと

づき別
べっ

途
と

定
さだ

められた「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

指針
し し ん

（※1）」及
およ

び「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

指針
し し ん

（※

２）」を参照
さんしょう

してください。 

※1 「障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

する規定
き て い

に定
さだ

める事項
じ こ う

に関
かん

し、事業
じぎょう

主
ぬし

が適切
てきせつ

に対処
たいしょ

する

ための指針
し し ん

」（平成
へいせい

27年
ねん

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

告示
こ く じ

第
だい

116号
ごう

） 

※2 「雇用
こ よ う

の分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との均等
きんとう

な機会若
き か い も

しくは待遇
たいぐう

の確保又
かくほまた

は

障害者
しょうがいしゃ

である労働者
ろうどうしゃ

の有
ゆう

する能力
のうりょく

の有効
ゆうこう

な発揮
は っ き

の支障
ししょう

となっている事情
じじょう

を改善
かいぜん

するため

に事業
じぎょう

主
ぬし

が講
こう

ずべき措置
そ ち

に関
かん

する指針
し し ん

」（平成
へいせい

27年
ねん

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

告示
こ く じ

第
だい

117号
ごう

） 
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第
だい

２ 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）不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い 

  ①不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

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、役務
え き む

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
ふ

するなどにより、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

することを禁止
き ん し

しています。なお、車椅子
くるまいす

、補助犬
ほじょけん

その他
た

の支援
し え ん

機器
き き

等
とう

の利用
り よ う

や介助者
かいじょしゃ

の付添
つ き そ

い等
とう

の社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を解消
かいしょう

するための

手段
しゅだん

の利用
り よ う

等
とう

を理由
り ゆ う

として行
おこな

われる不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いも、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

いに該当
がいとう

します。 

また、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

いではないことに留意
りゅうい

する必要
ひつよう

があります。 

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
とり

扱
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

）、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
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

いや、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
さべつてき

取扱
とりあつか

いには当
あ

たりません。 

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

うことです。 

 

  ②正当
せいとう

な理由
り ゆ う

の判断
はんだん

の視点
し て ん

 

   不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いであるのかどうかの判
はん

断
だん

には、その取扱
とりあつか

いを行
おこな

う

正当
せいとう

な理由
り ゆ う

の有無
う む

が重要
じゅうよう

となります。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、役務
え き む

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、事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、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
じ

業者
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
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

など）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

であり、事
じ

業者
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

を丁寧
ていねい

に説明
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

まれます。その際
さい

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

の双方
そうほう

が、お互
たが

いに相手
あ い て

の立場
た ち ば

を尊重
そんちょう

しながら相互
そ う ご

理解
り か い

を

図
はか

ることが求
もと

められます。 
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   なお、「客観的
きゃっかんてき

に判断
はんだん

する」とは、主観的
しゅかんてき

な判断
はんだん

に委
ゆだ

ねられるのではなく、

その主張
しゅちょう

が客観的
きゃっかんてき

な事実
じ じ つ

によって裏
うら

付
づ

けられ、第三者
だいさんしゃ

の立場
た ち ば

から見
み

ても納
なっ

得
とく

を得
え

られるような「客観性
きゃっかんせい

」が必要
ひつよう

とされるものです。 

   また、「正当
せいとう

な理由
り ゆ う

」を根拠
こんきょ

に、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いを禁止
き ん し

する法
ほう

の趣旨
し ゅ し

が形骸化
けいがいか

されるべきではなく、抽 象 的
ちゅうしょうてき

に事故
じ こ

の危惧
き ぐ

がある、危険
き け ん

が想定
そうてい

さ

れるといった理由
り ゆ う

により役務
え き む

の提供
ていきょう

を行
おこな

わないといったことは適切
てきせつ

では

ありません。 

 

※ 後述
こうじゅつ

の「第
だい

３ 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

例
れい

」では、「正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がなく、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

すると考
かんが

えられ

る例
れい

」及
およ

び「正当
せいとう

な理由
り ゆ う

があるため、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いに該当
がいとう

しないと考
かんが

えられる例
れい

」の具体例
ぐたいれい

を示
しめ

しています。 

 

（２）合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 

①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

 

＜合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

とは＞ 

権利
け ん り

条約
じょうやく

第
だい

２条
じょう

において、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

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
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

されています。 

改正法
かいせいほう

による改正後
かいせいご

の法
ほう

においては、権利
け ん り

条約
じょうやく

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

定義
て い ぎ

を踏
ふ

まえ、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、その事業
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
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

（以下
い か

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」という。）を義務付
ぎ む づ

けています。 

これまで事
じ

業者
ぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は努力
どりょく

義務
ぎ む

とされていました

が、改正法
かいせいほう

により、法的
ほうてき

義務
ぎ む

へと改
あらた

められました。事
じ

業者
ぎょうしゃ

におきましては、

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

の義務化
ぎ む か

を契機
け い き

として、本指針
ほんししん

に基
もと

づき、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

必要性
ひつようせい

につき一層
いっそう

認識
にんしき

を深
ふか

めることが求
もと

められます。 

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、その内容
ないよう

は、

後述
こうじゅつ

する「環境
かんきょう

の整備
せ い び

」に係
かか

る状 況
じょうきょう

や技術
ぎじゅつ

の進展
しんてん

、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

等
とう

に

応
おう

じて変
か

わりうるものであること、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
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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
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、適
てき

宜
ぎ

見
み

直
なお

しを行
おこな

うことが重要
じゅうよう

です。加
くわ

えて、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

するもの

とし、特
とく

に障害
しょうがい

のある女性
じょせい

に対
たい

しては、障害
しょうがい

に加
くわ

えて女性
じょせい

であることも踏
ふ

まえた対応
たいおう

が求
もと

められることに留意
りゅうい

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、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の事業
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

がありま

す。その提供
ていきょう

に当
あ

たってはこれらの点
てん

に留意
りゅうい

した上
うえ

で、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
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
しゅ

段
だん

及
およ

び方法
ほうほう

に

ついて、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の意向
い こ う

を尊重
そんちょう

しつつ、「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

も考慮
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

る必要
ひつよう

があります。 

建設的
けんせつてき

対話
た い わ

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

にとっての社会的
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

かつ実現
じつげん

可能
か の う

な対応
たいおう

案
あん

を障害者
しょうがいしゃ

と事
じ

業者
ぎょうしゃ

が共
とも

に考
かんが

えていくために、

双方
そうほう

がお互
たが

いの状 況
じょうきょう

の理解
り か い

に努
つと

めることが重要
じゅうよう

です。例
たと

えば、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

が社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のために普段
ふ だ ん

講
こう

じている対策
たいさく

や、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が対応
たいおう

可能
か の う

な取組
とりくみ

等
とう

を対話
た い わ

の中
なか

で共有
きょうゆう

する等
とう

、建設的
けんせつてき

対話
た い わ

を通
つう

じて相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

め、様々
さまざま

な対応
たいおう

策
さく

を柔軟
じゅうなん

に検討
けんとう

していくことが円滑
えんかつ

な対応
たいおう

に資
し

すると考
かんが

え

られます。 

 

※ 後述
こうじゅつ

の「第
だい

３ 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

例
れい

」では、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に該当
がいとう

すると考
かんが

えられる例
れい

」の具体例
ぐたいれい

を示
しめ

しています。 

 

＜意思
い し

の表明
ひょうめい

＞ 

  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
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
ふく

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

や身振
み ぶ

りサイン等
とう

による合図
あ い ず

、触覚
しょっかく

による意思
い し

伝達
でんたつ

など、障害者
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
しょうがい

の特性
とくせい

等
とう

により本人
ほんにん

からの意思
い し

の表明
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

からの意思
い し

の表明
ひょうめい

のみでなく、障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

、支援者
しえんしゃ

・介助者
かいじょしゃ

、

法定
ほうてい

代理人
だいりにん

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

まれます。 
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  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

、支援者
しえんしゃ

・介助者
かいじょしゃ

等
とう

を伴
ともな

っ

ていないことなどにより、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

であるときには、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

を提供
ていきょう

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

な取組
とりくみ

に努
つと

めることが望
のぞ

まれま

す。 

 

 ＜環境
かんきょう

の整備
せ い び

との関係
かんけい

＞ 

  法
ほう

第
だい

5 条
じょう

においては、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
ごうりてき

配慮
はいりょ

を的確
てきかく

に行
おこな

うための不特定
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

て行
おこな

われる事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

（施設
し せ つ

や設備
せ つ び

のバリアフリー化
か

、意思
い し

表示
ひょうじ

やコ

ミュニケーションを支援
し え ん

するためのサービス・介助者
かいじょしゃ

等
とう

の人的
じんてき

支援
し え ん

、障害者
しょうがいしゃ

による円滑
えんかつ

な情報
じょうほう

の取得
しゅとく

・利用
り よ う

・発信
はっしん

のための情報
じょうほう

アクセシビリティの

向上
こうじょう

等
とう

）を、環境
かんきょう

の整備
せ い び

として事
じ

業者
ぎょうしゃ

の努力
どりょく

義務
ぎ む

としています。 

環境
かんきょう

の整備
せ い び

においては、新
あたら

しい技術
ぎじゅつ

開発
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
ぎじゅつ

進歩
し ん ぽ

の動向
どうこう

を踏
ふ

まえた取組
とりくみ

が期待
き た い

されています。ま

た、ハード面
めん

のみならず、職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

や、内部
な い ぶ

規則
き そ く

やマニュアルの

整備
せ い び

等
とう

のソフト面
めん

の対応
たいおう

も含
ふく

まれることが重要
じゅうよう

です。 

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

のための取組
とりくみ

は、法
ほう

や高齢者
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

（平成
へいせい

18年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

91号
ごう

）（いわゆる

バリアフリー法
ほう

）等
とう

、不特定
ふとくてい

多数
た す う

の障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とした事前的
じぜんてき

な措置
そ ち

を

規定
き て い

する法令
ほうれい

に基
もと

づくこのような環境
かんきょう

の整備
せ い び

に係
かか

る施策
し さ く

や取組
とりくみ

を着実
ちゃくじつ

に

進
すす

め、環境
かんきょう

の整備
せ い び

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を両輪
りょうりん

として進
すす

められることが

重要
じゅうよう

です。 

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
しょう

害
がい

者
しゃ

向
む

けに事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そ ち

を行
おこな

うもの

ですが、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、環境
かんきょう

の整備
せ い び

を基礎
き そ

として、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

でない場合
ば あ い

に、特定
とくてい

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、個別
こ べ つ

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて講
こう

じら

れる措置
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

なることとなります。 

なお、多数
た す う

の障害者
しょうがいしゃ

が直面
ちょくめん

し得
う

る社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

をあらかじめ除去
じょきょ

すると

いう観点
かんてん

から、他
た

の障害者
しょうがいしゃ

等
とう

への波及
はきゅう

効果
こ う か

についても考慮
こうりょ

した環境
かんきょう

の整備
せ い び

を行
おこな

うことは有効
ゆうこう

です。また環境
かんきょう

の整備
せ い び

は、障害者
しょうがいしゃ

との関係
かんけい

が長期
ちょうき

にわ

たる場合
ば あ い

においても、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

が不要
ふ よ う

となるという点
てん

で、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

にも資
し

することとなります。 

 

②過
か

重
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
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  過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

については、事
じ

業者
ぎょうしゃ

において、具体的
ぐたいてき

な検討
けんとう

をせずに過重
かじゅう

な

負担
ふ た ん

の意味
い み

を拡大
かくだい

解釈
かいしゃく

するなどして法
ほう

の趣旨
し ゅ し

を損
そこ

なうことなく、個別
こ べ つ

の

事案
じ あ ん

ごとに、以下
い か

の要素
よ う そ

等
とう

を考慮
こうりょ

し、具体的
ぐたいてき

場面
ば め ん

や状 況
じょうきょう

に応
おう

じて総合的
そうごうてき

・

客観的
きゃくかんてき

に判断
はんだん

することが必要
ひつよう

であり、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

、

障害者
しょうがいしゃ

に丁寧
ていねい

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

まれます。その際
さい

には前述
ぜんじゅつ

のとおり、事
じ

業者
ぎょうしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

の双方
そうほう

が、お

互
たが

いに立場
た ち ば

を尊重
そんちょう

しながら、建設的
けんせつてき

対話
た い わ

を通
つう

じて相互
そ う ご

理解
り か い

を図
はか

り、代替
だいたい

措置
そ ち

の選択
せんたく

も含
ふく

めた対応
たいおう

を柔軟
じゅうなん

に検討
けんとう

することが求
もと

められます。 

＊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

 

＊事務
じ む

・事業
じぎょう

規模
き ぼ

 

＊財務
ざ い む

状 況
じょうきょう
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第
だい

３ 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

の例
れい

 

（１）正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がなく、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

すると考
かんが

えられる例
れい

 

 社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

の業務
ぎょうむ

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

がその役務
え き む

を提供
ていきょう

するに際
さい

して、次
つぎ

のような取扱
とりあつか

いをすることは「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」となるおそれがあり

ます。 

ここに記載
き さ い

する事例
じ れ い

はあくまで例示
れ い じ

であり、これらに限
かぎ

られるものではあ

りません。また、客観的
きゃくかんてき

にみて正当
せいとう

な理由
り ゆ う

が存在
そんざい

する場合
ば あ い

（第
だい

２（１）②参照
さんしょう

）

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

しない場合
ば あ い

があることにご留意
ごりゅうい

ください。 

 

○役務
え き む

の提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

すること 

・役務
え き む

提供
ていきょう

の場面
ば め ん

における障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

や第三者
だいさんしゃ

の安全性
あんぜんせい

などについて

具体的
ぐたいてき

に考慮
こうりょ

することなく、漠然
ばくぜん

とした安全上
あんぜんじょう

の問題
もんだい

を理由
り ゆ う

として

事務所
じ む し ょ

の利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

すること 

・身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の同伴
どうはん

を拒否
き ょ ひ

すること、また、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の

同伴
どうはん

を理由
り ゆ う

に役務
え き む

の提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

すること 

○役務
え き む

の内容
ないよう

を制限
せいげん

すること（場所
ば し ょ

・時間帯
じかんたい

などの制限
せいげん

） 

・正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、対応
たいおう

を後回
あとまわ

しにすること 

○役務
え き む

の提供
ていきょう

に際
さい

し条件
じょうけん

を付
ふ

すこと（障害
しょうがい

のない者
もの

には付
ふ

さない条件
じょうけん

を付
ふ

すこと） 

  ・家族
か ぞ く

や支援者
しえんしゃ

・介助者
かいじょしゃ

の同伴
どうはん

を役務
え き む

の提供
ていきょう

の条件
じょうけん

とすること 

○役務
え き む

の提供
ていきょう

に当
あ

たって、他
た

の者
もの

とは異
こと

なる取扱
とりあつか

いをすること 

  ・障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

に対
たい

して見下
み く だ

したような言
こと

葉
ば

遣
づか

いや、年齢
ねんれい

不相応
ふそうおう

な幼児
よ う じ

言葉
こ と ば

で接
せっ

するなど本人
ほんにん

の尊厳
そんげん

を軽視
け い し

した態度
た い ど

で接
せっ

すること 

 

（２）正当
せいとう

な理由
り ゆ う

があるため､
、

不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取
とり

扱
あつか

いに該当
がいとう

しないと考
かんが

えられ

る例
れい

 

正当
せいとう

な理由
り ゆ う

があるため、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いに該当
がいとう

しないと考
かんが

えられる

例
れい

は以下
い か

のとおりです。なお、記載
き さ い

されている内容
ないよう

はあくまでも例示
れ い じ

であ

り、これらの例
れい

だけに限
かぎ

られるものではないこと、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

があり不当
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

しない場合
ば あ い

であっても、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を求
もと

められ

る場合
ば あ い

には別途
べ っ と

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

であることに留意
りゅうい

が必要
ひつよう

です。 

  

 ○車椅子
くるまいす

の利用者
りようしゃ

が畳
たたみ

敷
じ

きの個室
こ し つ

の利用
り よ う

を希望
き ぼ う

した際
さい

に、敷物
しきもの

を敷
し

く等
とう

、

畳
たたみ

を保護
ほ ご

するための対応
たいおう

を行う
おこなう

こと（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の損害
そんがい

発生
はっせい

の防止
ぼ う し

の観点
かんてん

） 

○手続
てつづき

を行
おこな

うため、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

に同行
どうこう

した者
もの

が代筆
だいひつ

しようとした際
さい

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

本人
ほんにん

に対
たい

し障害
しょうがい

の



- 10 - 

 

状 況
じょうきょう

や本人
ほんにん

の手続
てつづき

の意思
い し

等
とう

を確認
かくにん

すること（障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の損害
そんがい

発生
はっせい

防止
ぼ う し

の観点
かんてん

） 

 

（３）合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に該当
がいとう

すると考
かんが

えられる例
れい

 

  事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、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

には、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

する

ことが求
もと

められています。合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

する際
さい

には、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

に十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

することが必要
ひつよう

です。また、障害者
しょうがいしゃ

と接
せっ

する際
さい

には、それぞれの障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた対応
たいおう

が求
もと

められます。 

ここに記載
き さ い

する事例
じ れ い

はあくまで例示
れ い じ

であり、これらに限
かぎ

られるものではな

く、記載
き さ い

した例
れい

以外
い が い

であっても合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に該当
がいとう

するものがあることに留意
りゅうい

してください。また、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に強制
きょうせい

する性格
せいかく

のものではなく、ここに記載
き さ い

さ

れた事例
じ れ い

であっても、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の事業
じぎょう

規模
き ぼ

等
とう

によっては過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

となる

可能性
かのうせい

があるため、事
じ

業者
ぎょうしゃ

においては、法
ほう

、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

及
およ

び本指針
ほんししん

を踏
ふ

まえ、

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

じて柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

することが期待
き た い

されます。 

 

■障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた具体的
ぐたいてき

対応例
たいおうれい

 

 

自分
じ ぶ ん

のタイミングで移動
い ど う

したい（視覚
し か く

障害
しょうがい

） 

全盲
ぜんもう

の視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

Ａさんは、労働
ろうどう

相談
そうだん

のため社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

事務所
じ む し ょ

を訪問
ほうもん

する際
さい

、

案内
あんない

看板
かんばん

が見
み

えず単独
たんどく

で行
い

くことができませんでした。しかし、労働
ろうどう

相談
そうだん

の予約
よ や く

を取
と

る際
さい

に、事務所
じ む し ょ

の入
い

り口
ぐち

付近
ふ き ん

に職員
しょくいん

を配置
は い ち

しておいてほしい旨
むね

伝
つた

えたところ、 快
こころよ

く引
ひ

き受
う

けていただき、職員
しょくいん

の方
かた

が事務所
じ む し ょ

の外
そと

で待
ま

ってくれており、声
こえ

をかけてい

ただいたので、付
つ

き添
そ

いがいなくとも一人
ひ と り

で通
かよ

うことができました。 

 

講演会
こうえんかい

等
とう

での配慮
はいりょ

（聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

） 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

（２級
きゅう

）のＢさんは、ある社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

事務所
じ む し ょ

が開催
かいさい

する講演会
こうえんかい

に参加
さ ん か

することとなりました。Ｂさんは補聴器
ほちょうき

を付
つ

けていましたが、講演会
こうえんかい

の事務局
じむきょく

に聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

があるため配慮
はいりょ

してほしいと事前
じ ぜ ん

に伝
つた

えたところ、当日
とうじつ

は、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

に対応
たいおう

してもらえるよう配慮
はいりょ

していただきました。 

 

建物
たてもの

の段差
だ ん さ

が障壁
しょうへき

に（肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

） 

車椅子
くるまいす

を使用
し よ う

している身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

（１級
きゅう

）Ｃさんが、外
がい

出 中
しゅつちゅう

、社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

事務所
じ む し ょ

の建物
たてもの

に入
はい

ろうとすると大
おお

きな段差
だ ん さ

があり立
た

ち往
おう

生
じょう

してしまいました。

事務所
じ む し ょ

に協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いしてみると、事務所
じ む し ょ

のスタッフが段差
だ ん さ

を車椅子
くるまいす

で乗
の

り越
こ

える

手
て

伝
つだ

いを申
もう

し出
で

てくれました。介
かい

助
じょ

のお陰
かげ

で、無事
ぶ じ

に建物
たてもの

に入
はい

ることができました。 
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苦手
に が て

なことに対
たい

しては、事前
じ ぜ ん

のサポート（発達
はったつ

障害
しょうがい

①） 

発達
はったつ

障害
しょうがい

のＤさんは文字
も じ

の読
よ

み書
か

きが苦手
に が て

であり、様々
さまざま

な手続
て つ づ

きの際
さい

、書類
しょるい

の

記入欄
きにゅうらん

を間違
ま ち が

えたり、誤字
ご じ

を書
か

いてしまったりして、何回
なんかい

も書
か

き直
なお

さなければなりま

せんでした。そこで、Ｄさんの相談
そうだん

を受
う

けている社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

事務所
じ む し ょ

の職員
しょくいん

が、

「記入欄
きにゅうらん

に鉛筆
えんぴつ

で丸
まる

をつけたり付箋
ふ せ ん

を貼
は

って示
しめ

す」「書類
しょるい

のモデルを作成
さくせい

して示
しめ

す」

などを試
ため

してくれ、Ｄさんは書類
しょるい

作成
さくせい

を失敗
しっぱい

する回数
かいすう

が少
すく

なくなりました。 

 

相談
そうだん

対応
たいおう

での配慮
はいりょ

（発達
はったつ

障害
しょうがい

②） 

発達
はったつ

障害
しょうがい

のＥさんは吃音症
きつおんしょう

で、会話
か い わ

の際
さい

に単語
た ん ご

の一部
い ち ぶ

を何度
な ん ど

も繰
く

り返
かえ

したり、つ

かえてすぐに返事
へ ん じ

ができないことがあります。本来
ほんらい

は電話
で ん わ

をかけることは苦手
に が て

なので

すが、職場
しょくば

の悩
なや

みについてどうしても相談
そうだん

することが必要
ひつよう

になったので、社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

事務所
じ む し ょ

に電話
で ん わ

をかけました。 

その際
さい

、相談
そうだん

を受
う

けた社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

事務所
じ む し ょ

の職員
しょくいん

は、Ｅさんの吃音症
きつおんしょう

に気
き

づき、

時間
じ か ん

がかかっても話
はなし

を急
いそ

がせることなく、不快感
ふかいかん

を示
しめ

すこともなく、話
はな

す内容
ないよう

を丁寧
ていねい

に聞
き

いてくれました。 

そして、Ｅさんは、いろいろな場面
ば め ん

で時
とき

に言
い

われることのある「性格
せいかく

に問題
もんだい

がある」

「それでは仕事
し ご と

にならない」という誤解
ご か い

や無理解
む り か い

からくる言葉
こ と ば

をかけられなかったの

で、安心
あんしん

して相談
そうだん

をすることができました。 

 

トイレへの誘導
ゆうどう

（視覚
し か く

障害
しょうがい

） 

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

Ｆさんは、社会
しゃかい

保険
ほ け ん

関係
かんけい

手続
てつづき

の相談
そうだん

に 訪
おとず

れた社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

事務所
じ む し ょ

で、トイレの個室
こ し つ

への案内
あんない

を求
もと

めたところ、希望
き ぼ う

に沿
そ

って同性
どうせい

の職員
しょくいん

が同行
どうこう

し、歩行
ほ こ う

速度
そ く ど

を合
あ

わせて個室
こ し つ

まで案内
あんない

してくれました。 

 

運用
うんよう

の柔軟
じゅうなん

な変更
へんこう

（肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

） 

Ｇさんは、社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

法人
ほうじん

が開催
かいさい

するセミナーに申
もう

し込
こ

もうとした際
さい

、ウェブ

サイトからの参加
さ ん か

申込
もうしこみ

手続
てつづき

を案内
あんない

されました。その際
さい

、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

により手続
てつづき

が困難
こんなん

である旨
むね

伝
つた

えたところ、電話
で ん わ

での申込
もうしこみ

受付
うけつけ

を 快
こころよ

く引
ひ

き受
う

けてもらえ、希望
き ぼ う

するセ

ミナーに参加
さ ん か

することができました。 

 

（４）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

違反
い は ん

に該当
がいとう

すると考
かんが

えられる例
れい

 

社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

の業務
ぎょうむ

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

がその役務
え き む

を提供
ていきょう

するに際
さい

して、次
つぎ

のような取扱
とりあつか

いをすることは、「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

違反
い は ん

」に該当
がいとう

するお

それがあります。 
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ここに記載
き さ い

する事例
じ れ い

はあくまで例示
れ い じ

であり、これらに限
かぎ

られるものではあり

ません。また、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

違反
い は ん

に該当
がいとう

するか否
いな

かについても前述
ぜんじゅつ

（第
だい

２（２）参照
さんしょう

）の観点
かんてん

等
とう

を踏
ふ

まえて判断
はんだん

する必要
ひつよう

があることにご留
りゅう

意
い

く

ださい。 

 

○筆記
ひ っ き

が困難
こんなん

であるためデジタル機器
き き

の使用
し よ う

を求
もと

める申出
もうしで

があった場
ば

合
あい

に、デ

ジタル機器
き き

の活用
かつよう

を認
みと

めた前例
ぜんれい

がないことを理由
り ゆ う

に、必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

を行
おこな

うこ

となく一律
いちりつ

に対応
たいおう

を断
ことわ

ること 

○電話
で ん わ

利用
り よ う

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

から電話
で ん わ

以外
い が い

の手段
しゅだん

により各種
かくしゅ

手続
てつづき

が行
おこな

えるよ

う対応
たいおう

を求
もと

められた場合
ば あ い

に、事務所
じ む し ょ

の規定上
きていじょう

、当該
とうがい

手続
てつづき

は利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

による

電話
で ん わ

のみで手続
てつづき

可能
か の う

とすることとされていることを理由
り ゆ う

として、電子
で ん し

メール

や電話
で ん わ

リレーサービスを介
かい

した電話
で ん わ

等
とう

の代替
だいたい

措置
そ ち

を検討
けんとう

せずに対応
たいおう

を断
ことわ

る

こと 

 

（５）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

に反
はん

しないと考
かんが

えられる例
れい

 

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

に反
はん

しないと考
かんが

えられる例
れい

は以下
い か

のとおりです。な

お、記載
き さ い

されている内容
ないよう

はあくまで例示
れ い じ

であり、これらの例
れい

だけに限
かぎ

られるも

のではないこと、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

に反
はん

しない場合
ば あ い

であっても、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

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

に丁寧
ていねい

にその理由
り ゆ う

を説明
せつめい

するものと

し、建設的
けんせつてき

対話
た い わ

を通
つう

じて理解
り か い

を得
え

るよう努
つと

めることが望
のぞ

まれます。 

 

○事
じ

業者
ぎょうしゃ

において、事業
じぎょう

の一環
いっかん

として行
おこな

っていない業務
ぎょうむ

の提供
ていきょう

を求
もと

められ

た場合
ば あ い

に、その提供
ていきょう

を断
ことわ

ること（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

られることの観点
かんてん

） 

 

第
だい

４ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

における相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

 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

です。そのためには、法
ほう

で定
さだ

めら

れた国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

における相談
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

整備
せ い び

のみ

ならず、障害者
しょうがいしゃ

に役務
え き む

の提供
ていきょう

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

において、直接
ちょくせつ

、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

に応
おう

じるための体制
たいせい

の整備
せ い び

や事業
じぎょう

主
ぬし

や管理
か ん り

職
しょく

を含
ふく

む全
すべ

ての職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うことが重要
じゅうよう

です。 

 社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

の業務
ぎょうむ

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

においても、より充実
じゅうじつ

した相談
そうだん

体制
たいせい

の

整備
せ い び

（対面
たいめん

のほか、電話
で ん わ

（電話
で ん わ

リレーサービスの対応
たいおう

を含
ふく

む。）・ファックス・電子
で ん し

メール等
とう

多様
た よ う

な相談
そうだん

方法
ほうほう

を相談者
そうだんしゃ

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じて可能
か の う

な範囲
は ん い

で用意
よ う い

して

おくことや、例
たと

えば、女性
じょせい

の相談員
そうだんいん

を配置
は い ち

することも考
かんが

えられます。）や相談
そうだん
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窓口
まどぐち

の分
わ

かりやすい周知
しゅうち

をはじめ、日頃
ひ ご ろ

から、障害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

や人権
じんけん

意識
い し き

の

向上
こうじょう

・障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に向
む

けた職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

むことが

重要
じゅうよう

です。 

 なお、実際
じっさい

の相談
そうだん

事例
じ れ い

や対応
たいおう

については、相談者
そうだんしゃ

のプライバシーに配慮
はいりょ

しつつ

順次
じゅんじ

蓄積
ちくせき

・公表
こうひょう

し、その後
ご

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

等
とう

に活
い

かしていくことが望
のぞ

まれ

ます。 

 

第
だい

５ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

における研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

、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

に資
し

する制
せい

度
ど

等
とう

の整備
せ い び

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

は、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

りなどにより引
ひ

き起
お

こされることが大
おお

きいと考
かんが

えられることから、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、

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

する共生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

すことの意義
い ぎ

を職員
しょくいん

が理解
り か い

す

ることが重要
じゅうよう

です。 

また、こうした理念
り ね ん

が真
しん

に理解
り か い

されることが、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

や、障害者
しょうがいしゃ

が時
とき

に

感
かん

じる大人
お と な

の障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

するこども扱
あつか

い、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する命令的
めいれいてき

、威圧的
いあつてき

、

強制的
きょうせいてき

な発言
はつげん

などの解消
かいしょう

にもつながるものと考
かんが

えられます。 

 このため、事
じ

業者
ぎょうしゃ

においては、研修
けんしゅう

等
とう

を通
つう

じて、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、事業所
じぎょうしょ

の地域
ち い き

の取組
とりくみ

のなかで近隣
きんりん

住民
じゅうみん

への理解
り か い

を 促
うなが

していくことが

重要
じゅうよう

です。研修
けんしゅう

等
とう

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、内閣府
ないかくふ

が障害者
しょうがいしゃ

の差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に向
む

けた

理解
り か い

促進
そくしん

のためのポータルサイトにおいて提供
ていきょう

している、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が障害者
しょうがいしゃ

に

対応
たいおう

する際
さい

に参考
さんこう

となる対応例
たいおうれい

等
とう

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

が作成
さくせい

し提供
ていきょう

する周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

資料
しりょう

等
とう

を活用
かつよう

することも考
かんが

えられます。また、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

ことも有効
ゆうこう

です。 

加
くわ

えて、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の内部
な い ぶ

規則
き そ く

やマニュアル等
とう

について、障害者
しょうがいしゃ

への役務
え き む

の

提供
ていきょう

等
とう

を制限
せいげん

するような内容
ないよう

が含
ふく

まれていないかについて点検
てんけん

することや、

個別
こ べ つ

の相談
そうだん

事案
じ あ ん

等
とう

への対応
たいおう

を契機
け い き

として、必要
ひつよう

な制度
せ い ど

の改正
かいせい

等
とう

を検討
けんとう

するなど、

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

に資
し

するよう、制度
せ い ど

等
とう

を整備
せ い び

することが

重要
じゅうよう

です。 

 なお、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の理解
り か い

には、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

に関
かん

する理解
り か い

も極
きわ

めて重要
じゅうよう

になってくることから、併
あわ

せて研修
けんしゅう

を行
おこな

うことが望
のぞ

まれます。 

 

第
だい

６ 国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

における相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

 法
ほう

第
だい

14 条
じょう

において、「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
か

族
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

人材
じんざい

の育
いく

成
せい

及
およ

び確保
か く ほ

のための措置
そ ち

その他
た

の必要
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」
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と規定
き て い

されています。 

 相談
そうだん

に際
さい

しては、福祉事務所
ふ く し じ む し ょ

などの地域
ち い き

の自治体
じ ち た い

の様々
さまざま

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

や

各都道府県
かくとどうふけん

において組織
そ し き

される障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

などもご活用
かつよう

ください。 

なお、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

における社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

関係
かんけい

の担当
たんとう

窓口
まどぐち

は、労働
ろうどう

基準局
きじゅんきょく

監督課
かんとくか

社会保険
しゃかいほけん

労務士
ろ う む し

係
がかり

です。 

 

第
だい

７ 主務
し ゅ む

大臣
だいじん

による行政
ぎょうせい

措置
そ ち

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

における障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

は、本指針
ほんししん

を参考
さんこう

にして、

各事
か く じ

業者
ぎょうしゃ

により自主的
じしゅてき

に取組
とりくみ

が行
おこな

われることが期待
き た い

されています。しかし、事
じ

業者
ぎょうしゃ

による自主的
じしゅてき

な取組
とりくみ

のみによっては、その適切
てきせつ

な履行
り こ う

が確保
か く ほ

されず、例
たと

え

ば、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が法
ほう

に反
はん

した取
とり

扱
あつ

いを繰
く

り返
かえ

し、自主的
じしゅてき

な改善
かいぜん

を期待
き た い

することが

困難
こんなん

である場合
ば あ い

など、特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

められるときは、主務
し ゅ む

大臣
だいじん

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、報
ほう

告
こく

を求
もと

め、又
また

は助言
じょげん

、指導
し ど う

若
も

しくは勧告
かんこく

をすることができるとされて

います。（法
ほう

第
だい

12 条
じょう

） 
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おわりに 

 

 法
ほう

の理念
り ね ん

を実現
じつげん

していくには、国民
こくみん

一人
ひ と り

ひとりの障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

と適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

が不可欠
ふ か け つ

です。差別
さ べ つ

と解
かい

される事例
じ れ い

についても、お互
たが

いの意思
い し

疎通
そ つ う

不足
ぶ そ く

や理解
り か い

不足
ぶ そ く

に起因
き い ん

していることも見受
み う

けられます。法
ほう

に定
さだ

められたから義務
ぎ む

と

して行
おこな

うという姿勢
し せ い

ではなく、事
じ

業者
ぎょうしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

が歩
あゆ

み寄
よ

り理解
り か い

を深
ふか

めてい

くことが、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の第一歩
だいいっぽ

につながると考
かんが

えられます。 

 本指針
ほんししん

は、そうした事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

に資
し

するよう、今後
こ ん ご

も、より具体的
ぐたいてき

な事例
じ れ い

、

特
とく

に好事例
こうじれい

をお示
しめ

しできるよう随時
ず い じ

見直
み な お

しを図
はか

るなど努
つと

めてまいります。 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

のみなさまの法
ほう

に関
かん

する理
り

解
かい

を深
ふか

めつつ、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に向
む

け

た取組
とりくみ

を積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

していただくようお願
ねが

いします。 
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■ 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

関係
かんけい

の経緯
け い い

 

 

平成
へいせい

 16年
ねん

 6月
がつ

 4日
にち

   障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

 

※ 施策
し さ く

の基本的
きほんてき

理念
り ね ん

として差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

を規定
き て い

 

平成
へいせい

 18年
ねん

12月
がつ

13日
にち

   第
だい

61回
かい

国
こく

連
れん

総
そう

会
かい

において障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

を採択
さいたく

 

平成
へいせい

 19年
ねん

 9月
がつ

 28日
にち

    日本
に ほ ん

による障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

への署名
しょめい

 

平成
へいせい

 23年
ねん

 8月
がつ

  5日
にち

    障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

 

※ 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえ、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

概念
がいねん

を規定
き て い

 

平成
へいせい

 25年
ねん

 4月
がつ

26日
にち

      障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

法案
ほうあん

閣議
か く ぎ

決定
けってい

、国会
こっかい

提出
ていしゅつ

 

平成
へいせい

 25年
ねん

 6月
がつ

26日
にち

      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

 公布
こ う ふ

・一部
い ち ぶ

施行
し こ う

 

平成
へいせい

 26年
ねん

 1月
がつ

20日
にち

      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

締結
ていけつ

 

平成
へいせい

 27年
ねん

 2月
がつ

24日
にち

      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

「基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」閣議
か く ぎ

決定
けってい

 

平成
へいせい

 28年
ねん

 4月
がつ

 1日
にち

     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

施行
し こ う

 

令和
れ い わ

 3 年
ねん

  6 月
がつ

 4日
にち

   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

の 

一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

 公布
こ う ふ

 

令和
れ い わ

 5 年
ねん

 3 月
がつ

14日
にち

   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

「基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」の変更
へんこう

の閣議
か く ぎ

決定
けってい

 

 

  

【参考
さんこう

ページ】 
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■ 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

とは 

 

   

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

は、障害者
しょうがいしゃ

の人
じん

権
けん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

を確保
か く ほ

し、障害者
しょうがいしゃ

の

固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

することを目的
もくてき

として、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の実現
じつげん

のための

措置
そ ち

等
とう

について定
さだ

めた条
じょう

約
やく

です。 

 2006（平成
へいせい

18）年
ねん

12月
がつ

13日
にち

に国連
こくれん

総会
そうかい

において採択
さいたく

され、2008（平成
へいせい

20）年
ねん

5月
がつ

3

日
にち

に発効
はっこう

しました。我
わ

が国
くに

は 2007（平成
へいせい

19）年
ねん

9月
がつ

28日
にち

に条約
じょうやく

に署名
しょめい

し、2014

（平成
へいせい

26）年
ねん

1月
がつ

20日
にち

に批准書
ひじゅんしょ

を寄託
き た く

しました。また、同年
どうねん

2月
がつ

19日
にち

に同条約
どうじょうやく

は我
わ

が

国
くに

について効力
こうりょく

を発生
はっせい

しました。 

 この条約
じょうやく

の主
おも

な内容
ないよう

としては、以下
い か

のとおりです。 

 

（1）一般
いっぱん

原則
げんそく

 

障害者
しょうがいしゃ

の尊厳
そんげん

、自律
じ り つ

及
およ

び自立
じ り つ

の尊重
そんちょう

、無差別
む さ べ つ

、社会
しゃかい

への完全
かんぜん

かつ効果的
こうかてき

な

参加
さ ん か

及
およ

び包容
ほうよう

等
とう

 

（2）一般的
いっぱんてき

義務
ぎ む

 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の実施
じ っ し

を怠
おこた

ることを含
ふく

め、障害
しょうがい

に基
もと

づくいかなる差別
さ べ つ

もなし

に、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

のあらゆる人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

を完全
かんぜん

に実現
じつげん

することを確保
か く ほ

し、及
およ

び促進
そくしん

すること等
とう

 

（3）障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

実現
じつげん

のための措置
そ ち

 

身体
しんたい

の自由
じ ゆ う

、拷問
ごうもん

の禁止
き ん し

、表現
ひょうげん

の自由
じ ゆ う

等
とう

の自由権的
じゆうけんてき

権利
け ん り

及
およ

び教育
きょういく

・労働
ろうどう

等
とう

の社会権的
しゃかいけんてき

権利
け ん り

について締約
ていやく

国
こく

がとるべき措置
そ ち

等
とう

を規定
き て い

。社会権的
しゃかいけんてき

権利
け ん り

の実現
じつげん

については漸進的
ぜんしんてき

に達成
たっせい

することを許容
きょよう

 

（4）条約
じょうやく

の実施
じ っ し

のための仕
し

組
く

み 

条約
じょうやく

の実
じっ

施
し

及
およ

び監
かん

視
し

のための国内
こくない

の枠
わく

組
ぐ

みの設置
せ っ ち

。障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する

委員会
いいんかい

における各締約
かくていやく

国
こく

からの報告
ほうこく

の検討
けんとう

 

  

  

【参考
さんこう

ページ】 
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【参考

さんこう

ページ】 

■ 本指針
ほんししん

に関
かん

する障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の参照
さんしょう

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

） 

 

（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

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）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

することを踏
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

に資
し

すること

を目的
もくてき

とする。 
 
 

第
だい

６条
じょう

 政府
せ い ふ

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

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

するため、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
き ほ ん

方針
ほうしん

（以下
い か

「基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」という。）を定
さだ

めなければならない。 

２～６ （略
りゃく

） 
 
 

（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

の禁止
き ん し

） 

第
だい

８条
じょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事業
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 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事業
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。 
 
 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

のための対応
たいおう

指針
し し ん

） 

第
だい

11条
じょう

 主務
し ゅ む

大臣
だいじん

は、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に即
そく

して、第
だい

８条
じょう

に規定
き て い

する事項
じ こ う

に関
かん

し、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な指針
し し ん

（以下
い か

「対応
たいおう

指針
し し ん

」という。）を定
さだ

めるものとする。 

２ （略
りゃく

） 
 
 

（報告
ほうこく

の徴 収
ちょうしゅう

並
なら

びに助言
じょげん

、指導
し ど う

及
およ

び勧告
かんこく

） 

第
だい

12条
じょう

 主務
し ゅ む

大臣
だいじん

は、第
だい

８条
じょう

の規定
き て い

の施行
し こ う

に関
かん

し、特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、対応
たいおう

指針
し し ん

に定
さだ

める事項
じ こ う

について、当該事
とうがいじ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、報告
ほうこく

を求
もと

め、又
また

は助言
じょげん

、指導
し ど う

若
も

しくは

勧告
かんこく

をすることができる。 
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  【参考
さんこう

ページ】 

 

■ 国
くに

の「基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」に定
さだ

められた「対応
たいおう

指針
し し ん

」に関
かん

する規定
き て 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

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

（令
れい

和
わ

５年
ねん

３月
がつ

14日
にち

閣
かく

議
ぎ

決
けっ

定
てい

） 
 

第
だい

４ 事
じ

業者
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

する基本的
きほんてき

な

事項
じ こ う

 

２ 対応
たいおう

指針
し し ん

 

（１）対応
たいおう

指針
し し ん

の位
い

置
ち

付
づ

け及
およ

び作成
さくせい

・変更
へんこう

手続
てつづき

 

主務
し ゅ む

大臣
だいじん

は、個別
こ べ つ

の場面
ば め ん

における事
じ

業者
ぎょうしゃ

の適切
てきせつ

な対応
たいおう

・判断
はんだん

に資
し

するための対応
たいおう

指針
し し ん

を作成
さくせい

するものとされている。作成
さくせい

・変更
へんこう

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

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
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や事業者
じぎょうしゃ

団体
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
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

ずるとともに、作成
さくせい

等
とう

の後
あと

は、対応
たいおう

指針
し し ん

を公表
こうひょう

しなければならない。 

対応
たいおう

指針
し し ん

は事
じ

業者
ぎょうしゃ

の適切
てきせつ

な判断
はんだん

に資
し

するために作成
さくせい

されるものであり、盛
も

り込
こ

まれ

る合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に強制
きょうせい

する性格
せいかく

のものではなく、また、それだけ

に限
かぎ

られるものではない。事
じ

業者
ぎょうしゃ

においては、対応
たいおう

指針
し し ん

を踏
ふ

まえ、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

じて柔軟
じゅうなん

に対応
たいおう

することが期待
き た い

される。 

また、対応
たいおう

指針
し し ん

は事
じ

業者
ぎょうしゃ

に加
くわ

え、障害者
しょうがいしゃ

が相談
そうだん

を行
おこな

う際
さい

や、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

における相談
そうだん

機関
き か ん

等
とう

が相談
そうだん

対応
たいおう

を行
おこな

う際
さい

等
とう

にも、相談
そうだん

事案
じ あ ん

に係
かか

る所管府
しょかんふ

省 庁
しょうちょう

の確認
かくにん

のため参
さん

照
しょう

され得
う

るものであることから、対応
たいおう

指針
し し ん

においては、各主務
かくしゅむ

大臣
だいじん

が所掌
しょしょう

する分
ぶん

野
や

及
およ

び当該
とうがい

分野
ぶ ん や

に対応
たいおう

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

を分
わ

かりやすく示
しめ

すことが求
もと

められる。 

（２）対応
たいおう

指針
し し ん

の記載
き さ い

事項
じ こ う

 

   対応
たいおう

指針
し し ん

の記載
き さ い

事項
じ こ う

としては、以下
い か

のものが考
かんが

えられる。なお、具体例
ぐたいれい

を記載
き さ い

する

際
さい

には、障害
しょうがい

特性
とくせい

や年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、具体的
ぐたいてき

な場面
ば め ん

等
とう

を考慮
こうりょ

したものとなるよう留意
りゅうい

する

こととする。 

○ 趣旨
し ゅ し

 

○ 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

 

○ 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

 

○ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

における相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

○ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

における研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

、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

に資
し

する

制度
せ い ど

等
とう

の整備
せ い び

 

○ 国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

（主務
し ゅ む

大臣
だいじん

）における所掌
しょしょう

する分野
ぶ ん や

ごとの相談
そうだん

窓口
まどぐち
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■ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

とは                                         

 「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

」は、目
め

や手足
て あ し

や耳
みみ

に障害
しょうがい

のある方
かた

の生活
せいかつ

をお手
て

伝
つだ

い 

する、「盲導犬
もうどうけん

」・「介助
かいじょ

犬
けん

」・「聴
ちょう

導
どう

犬
けん

」のことです。 

 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

に基
もと

づき認定
にんてい

された犬
いぬ

で、特別
とくべつ

な訓練
くんれん

を受
う

けています。 

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の種類
しゅるい

 

○盲導犬
もうどうけん

 

  目
め

の見
み

えない人
ひと

、見
み

えにくい人
ひと

が街
まち

なかを安全
あんぜん

に歩
ある

けるようにサポートします。障害物
しょうがいぶつ

を避
さ

けたり、立
た

ち止
ど

まって曲
ま

がり角
かど

を教
おし

えたりします。ハーネス(胴
どう

輪
わ

)をつけています。 

○介助
かいじょ

犬
けん

 

  手
て

や足
あし

に障害
しょうがい

のある人
ひと

の日常
にちじょう

の生活
せいかつ

動作
ど う さ

をサポートします。物
もの

を拾
ひろ

って渡
わた

したり、

指示
し じ

したものを持
も

ってきたり、 着
ちゃく

脱衣
だ つ い

の介助
かいじょ

などを 行
おこな

います。“介助
かいじょ

犬
けん

”と書
か

かれた

表示
ひょうじ

をつけています。 

○聴
ちょう

導
どう

犬
けん

 

  音
おと

が聞
き

こえない、聞
き

こえにくい人
ひと

に、生活
せいかつ

の中
なか

の必要
ひつよう

な音
おと

を知
し

らせます。玄関
げんかん

のチャイ

ム音
おん

・FAX着信音
ちゃくしんおん

・赤
あか

ちゃんの泣
な

き声
ごえ

などを聞
き

き分
わ

けて教
おし

えます。“聴
ちょう

導
どう

犬
けん

”と書
か

かれ

た表示
ひょうじ

をつけています。 
 

 補助
ほ じ ょ

犬
けん

の同伴
どうはん

については、「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

」で、人
ひと

が立
た

ち入
い

ることのできるさま

ざまな場所
ば し ょ

で受
う

け入
い

れるよう義務
ぎ む

づけられています。「犬
いぬ

だから」という理由
り ゆ う

で受
う

け入
い

れを

拒
きょ

否
ひ

しないでください。 

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の同伴
どうはん

を受
う

け入
い

れる義務
ぎ む

がある場所
ば し ょ

 

・ 国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

などが管理
か ん り

する公共
こうきょう

施設
し せ つ

・公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

（電車
でんしゃ

、バス、タクシーなど） 

・ 不特定
ふとくてい

かつ多数
た す う

の人
ひと

が利用
り よ う

する民間
みんかん

施設
し せ つ

－商 業
しょうぎょう

施設
し せ つ

、飲食店
いんしょくてん

、病院
びょういん

、ホテルなど 

・ 事務所
じ む し ょ

（職場
しょくば

）－国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

などの事務所
じ む し ょ

－従 業 員
じゅうぎょういん

40人
にん

以上
いじょう

、令
れい

和
わ

８年
ねん

７月
がつ

１

日
にち

以
い

降
こう

は 37.5人
にん

以上
いじょう

の民間
みんかん

企業
きぎょう

 

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の同伴
どうはん

を受
う

け入
い

れる努力
どりょく

をする必要
ひつよう

がある場所
ば し ょ

 

・ 事務所
じ む し ょ

（職場
しょくば

）－従 業 員
じゅうぎょういん

40人
にん

未満
み ま ん

、令
れい

和
わ

８年
ねん

７月
がつ

１日
にち

以
い

降
こう

は 37.5人
にん

未満
み ま ん

の民間
みんかん

企業
きぎょう

 

・ 民間
みんかん

住宅
じゅうたく

 

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の受
う

け入
い

れ施設
し せ つ

の方
かた

へ 

●補助
ほ じ ょ

犬
けん

は、ユーザーの指示
し じ

に従
したが

い待機
た い き

することができるので、特別
とくべつ

な設備
せ つ び

は必要
ひつよう

ありま

せん。 

●補助
ほ じ ょ

犬
けん

の同伴
どうはん

を受
う

け入
い

れる際
さい

に他
ほか

のお 客
きゃく

様
さま

から苦情
くじょう

がある場合
ば あ い

は、「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

」で受
う

け入
い

れ義
ぎ

務
む

があること、補助
ほ じ ょ

犬
けん

の行動
こうどう

や健康
けんこう

の管理
か ん り

はユーザーが責任
せきにん

をもって

行
おこな

っていることを説明
せつめい

し、理解
り か い

を求
もと

めてください。 

●補助
ほ じ ょ

犬
けん

が通路
つ う ろ

をふさいだり、周
まわ

りのにおいを嗅
か

ぎ回
まわ

ったり、その他
た

、何
なに

か困
こま

った行動
こうどう

をし

ている場合
ば あ い

は、そのことを補助
ほ じ ょ

犬
けん

ユーザーにはっきり伝
つた

えてください。 

●補助
ほ じ ょ

犬
けん

を同伴
どうはん

していても、補助
ほ じ ょ

犬
けん

ユーザーへの援助
えんじょ

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

があります。補助
ほ じ ょ

犬
けん

ユー

ザーが困
こま

っている様子
よ う す

を見
み

かけたら、まずは声
こえ

をかけたり、筆談
ひつだん

をしたりコミュニケーシ

ョンをとってください。 

 

【参考
さんこう

ページ】 
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■ 障害者
しょうがいしゃ

に関係
かんけい

するマークの一例
いちれい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考
さんこう

ページ】 

「令
れい

和
わ

５年
ねん

版
ばん

 障
しょう

害
がい

者
しゃ

白
はく

書
しょ

」(内
ない

閣
かく

府
ふ

)より 

【障害者
しょうがいしゃ

のための国際
こくさい

シンボルマーク】 

所管
しょかん

：公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

障害者
しょうがいしゃ

リハビリテーション協 会
きょうかい

 

【盲人
もうじん

のための国際
こくさい

シンボルマーク】 

所管
しょかん

：社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

盲人
もうじん

福祉
ふ く し

委員会
いいんかい

 

【身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

標 識
ひょうしき

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

マーク）】 

所管
しょかん

：警察庁
けいさつちょう

 

【聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

標 識
ひょうしき

（聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

マーク）】
）

 

所管
しょかん

：警察庁
けいさつちょう

 
【ほじょ犬

けん

マーク】 

所管
しょかん

：厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

 

【耳
みみ

マーク】 

所管
しょかん

：一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにほん

難聴者
なんちょうしゃ

・ 

中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 

【ヒアリングループマーク】 

所管
しょかん

：一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにほん

難聴者
なんちょうしゃ

・ 

中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 

【オストメイト用
よう

設備
せ つ び

／オストメイト】 

所管
しょかん

：公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 

交通
こうつう

エコロジー・モビリティ財団
ざいだん

 

【ハート・プラスマーク】 

所管
しょかん

：特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

 

ハート・プラスの会
かい

 

【「白 杖
はくじょう

SOS シグナル」普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

シンボルマーク】 

所管
しょかん

：岐阜市
ぎ ふ し

 

【ヘルプマーク】 

所管
しょかん

：東京都
とうきょうと

 

【手話
し ゅ わ

マーク】 

所管
しょかん

：一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにほん

ろうあ連盟
れんめい

 

【筆談
ひつだん

マーク】 

所管
しょかん

：一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにほん

ろうあ連盟
れんめい
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■コミュニケーション支援用
しえんよう

絵
え

記号
き ご う

の例
れい

 

 

 

  

 

「令
れい

和
わ

５年
ねん

版
ばん

 障
しょう

害
がい

者
しゃ

白
はく

書
しょ

」（内
ない

閣
かく

府
ふ

）より 

えきごう れい 

えきごう いしでんたつ れい 

あさお かお あら は  みが 

かんしゃ たす 
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【参考
さんこう

ページ】 

■ 障害
しょうがい

特性
とくせい

や特性
とくせい

ごとの配慮
はいりょ

事項
じ こ う

等
とう

 

※障害
しょうがい

特性
とくせい

や特性
とくせい

ごとの配慮
はいりょ

事項
じ こ う

等
とう

を知
し

るには、例
たと

えば、以
い

下
か

のようなホームページがありま

す。 

 

【内閣府
ないかくふ

】障害者
しょうがいしゃ

の差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に向
む

けた理解
り か い

促進
そくしん

ポータルサイト 

https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ 

【国立
こくりつ

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

法人
ほうじん

国立
こくりつ

精神
せいしん

・神経
しんけい

医療
いりょう

研究
けんきゅう

センター】こころの情報
じょうほう

サイト 

https://kokoro.ncnp.go.jp/ 

【青森県
あおもりけん

】障害
しょうがい

を知
し

るためのガイドブック 

 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/kyouseishakai.html 

【群馬県
ぐんまけん

障害者
しょうがいしゃ

社会
しゃかい

参加
さ ん か

推進
すいしん

協議会
きょうぎかい

】障害
しょうがい

のある人
ひと

へのマナーブック 

https://www.normanet.ne.jp/~gunmasin/pdf/R5manner06.pdf 

【千葉県
ち ば け ん

】障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する情報
じょうほう

保障
ほしょう

のためのガイドライン 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/shougai-kurashi/jouhouhoshou/ 

【八王子市
は ち お う じ し

】みんなちがってみんないい（障害
しょうがい

のある人
ひと

を理解
り か い

するためのガイドブック） 

 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/014/009/p021337.html 

【武蔵野市
む さ し の し

】 心
こころ

のバリアフリーハンドブック 

https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/542/handbook_kait

ei.pdf 

【厚木市
あ つ ぎ し

】この街
まち

でともに…～ 障
しょう

がいのある人
ひと

を理解
り か い

するためのガイドブック～ 

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shogaifukushika/9/12/1889.html 

【富山県
とやまけん

】障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすいまちづくりのためのアドバイス事例集
じれいしゅう

（障害
しょうがい

の

ある人
ひと

が「困
こま

った」事例
じ れ い

から） 

https://www.pref.toyama.jp/1209/kurashi/kenkou/shougaisha/jigyousha/kj00011743.html 

【大阪府
おおさかふ

】 障
しょう

がい者
しゃ

が必要
ひつよう

とする社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のための配慮
はいりょ

や工夫
く ふ う

の事例
じ れ い

について 

https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/go-hai/ 

【島根県
しまねけん

・鳥取県
とっとりけん

】障
しょう

がいを知
し

り、共
とも

に生
い

きる～まず、知
し

ることからはじめましょう～ 

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/ippan/aisupport/supporter.html 

https://www.pref.tottori.lg.jp/155276.htm 

【熊本県
くまもとけん

】 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に生
い

きる熊本
くまもと

づくりのために（パンフレット） 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/1926.html 

【沖縄県
おきなわけん

】 心
こころ

のバリアフリー２（各種
かくしゅ

冊子
さ っ し

） 

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007759/1007763.html 

【名古屋市
な ご や し

】こんなときどうする？‐障害
しょうがい

のある人
ひと

を理解
り か い

し、配慮
はいりょ

のある接
せっ

し方
かた

をするためのガイドブ

ック‐ 

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/22-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

【福岡市
ふくおかし

】ユニバーサルデザインに配慮
はいりょ

した印刷物
いんさつぶつ

作成
さくせい

の手引
て び

き 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/kouhou-hodo/kankoubutsu-video/ud.html 
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■ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

とは 

 

 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

では、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

の機関
き か ん

であって、医療
いりょう

、介護
か い ご

、教育
きょういく

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に関連
かんれん

する分野
ぶ ん や

の事務
じ む

に従事
じゅうじ

する者
もの

（以下
い か

「関係
かんけい

機関
き か ん

」）は、社会
しゃかい

生活
せいかつ

を円滑
えんかつ

に営
いとな

む上
うえ

での困難
こんなん

を有
ゆう

する障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

が効果的
こうかてき

かつ円滑
えんかつ

に実施
じ っ し

されるよう、関係
かんけい

機関
き か ん

により構成
こうせい

される障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

（以下
い か

「地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

」）を組織
そ し き

できるとされています。（法
ほう

第
だい

17条
じょう

第
だい

１項
こう

） 

１ 地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

とは 

 ＜地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の事務
じ む

＞ 

  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

等
とう

に係
かか

る協議
きょうぎ

や地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するた

めの取組
とりくみ

に関
かん

する提案
ていあん

に係
かか

る協議
きょうぎ

を行
おこな

う 

   ※個別
こ べ つ

事案
じ あ ん

ごとに差別
さ べ つ

か否
いな

かの判断
はんだん

を行
おこな

うことまでは想定
そうてい

されていない 

・事案
じ あ ん

の情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や構成
こうせい

機関
き か ん

への提言
ていげん

 

  ・地域
ち い き

における障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の推進
すいしん

のための取組
とりくみ

に関
かん

する協議
きょうぎ

・提案
ていあん

 

  ・事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

を後
あと

押
お

しするための協議
きょうぎ

  など 

 ＜対象
たいしょう

となる障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に係
かか

る事
じ

案
あん

＞ 

  一般
いっぱん

私人
し じ ん

による事案
じ あ ん

は地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

における情報
じょうほう

共有
きょうゆう

の対象
たいしょう

としないが、環境
かんきょう

の

整備
せ い び

に関
かん

する相談
そうだん

、制度
せ い ど

等
とう

の運用
うんよう

に関
かん

する相談
そうだん

については情報
じょうほう

共有
きょうゆう

の対象
たいしょう

とする 

２ 地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の組織
そ し き

 

  都道府県
と ど う ふ け ん

、市町村
しちょうそん

、特別
とくべつ

区
く

など地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が主導
しゅどう

して組織
そ し き

する 

  

詳細
しょうさい

については、内閣府
ないかくふ

ホームページに掲載
けいさい

されています。  

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b2.html 

 

 

■ 関連
かんれん

ホームページ 
 

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

（外務省
がいむしょう

）  

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html 

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

（内閣府
ないかくふ

） 

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（内閣府
ないかくふ

） 

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html 

 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

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

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shou

gaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html 

【参考
さんこう

ページ】 


