
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

する職員
しょくいん

対応
た いおう

要領
よ うりょう

 

 
 
１ 趣旨

し ゅ し

 
この対応

たいおう

要領
ようりょう

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
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

「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
だい

10 条
じょう

第
だい

1項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、西宮市
にしのみやし

の事務
じ む

・事業
じぎょう

の実施
じ っ し

にあたり、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を行
おこな

わないよう、本市
ほ ん し

職員
しょくいん

が対応
たいおう

するための基本的
き ほ んて き

事項
じ こ う

を

定
さだ

めるものとする。 
 
２ 対象

たいしょう

となる職員
しょくいん

 
市長
しちょう

事務
じ む

部局
ぶきょく

、監査
か ん さ

事務局
じ む きょ く

、選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

、公平
こうへい

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

、農業
のうぎょう

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

、

固定
こ て い

資産
し さ ん

評価
ひょうか

審査
し ん さ

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

、教育
きょういく

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

、議会
ぎ か い

事務局
じ む きょ く

及
およ

び消 防 局
しょうぼうきょく

に所属
しょぞく

するすべ

ての職 員
しょくいん

（以下
い か

「職員
しょくいん

」という。）をいう。 

 
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 す る

基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

 
（１） 障害

しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

保障
ほしょう

に関
かん

する動向
どうこう

 
障害
しょうがい

のある人
ひと

の尊厳
そんげん

と権利
け ん り

を保障
ほしょう

するための人権
じんけん

条約
じょうやく

である障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

が平成
へいせい

18年
ねん

に国連
こくれん

で採択
さいたく

され、平成
へいせい

20年
ねん

に発効
はっこう

するなど、近年
きんねん

、国際
こくさい

社会
しゃかい

において権利
け ん り

保障
ほしょう

の取組
とりくみ

が進
すす

んでいる。 
わが国

くに

においては、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

承認
しょうにん

に向
む

け、平成
へいせい

23年
ねん

に障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ んほ う

の

改正
かいせい

を行
おこな

い、法律
ほうりつ

の目的
もくてき

を「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
き

本
ほん

的
てき

人
じん

権
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

されるものであるとの理念
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

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

」とした。加
くわ

えて、それまで「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

又
また

は精神
せいしん

障害
しょうがい

があるため、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

ける者
もの

」としていた

障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

を「身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の心身
しんしん

の

機能
き の う

の障害
しょうがい

（以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

によ

り継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にあるもの」と改
あらた

めた。こ

の改正
かいせい

により、障害
しょうがい

の範囲
は ん い

については「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

」として、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

めるとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

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

で受
う

ける制限
せいげん

は、

心身
しんしん

の障害
しょうがい

のみに起因
き い ん

するものではなく、様々
さまざま

な
”
“社会的
しゃかいてき

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

ずるものという考
かんが

え方
かた

が示
しめ

された。 
 

＜社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の例
れい

＞ 
・事物

じ ぶ つ

（通行
つうこう

や利用
り よ う

しにくい施設
し せ つ

・設備
せ つ び

や音声
おんせい

案内
あんない

・点字
て ん じ

・手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の欠如
けつじょ

など） 
・制度

せ い ど

（利用
り よ う

しにくい制度
せ い ど

など） 
・慣行

かんこう

（障害
しょうがい

のある人
ひと

の存在
そんざい

を考慮
こうりょ

しない習慣
しゅうかん

や文化
ぶ ん か

など） 
・観念

かんねん

（障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する偏見
へんけん

、誤解
ご か い

、差別的
さ べ つて き

な意識
い し き

など） 



 
また、差別

さ べ つ

には合理的
ご う りて き

配慮
はいりょ

の否定
ひ て い

を含
ふく

むという障害者
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

に沿
そ

って、

「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
ぞん

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

ることによって差別
さ べ つ

等
とう

の禁止
き ん し

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」ことを新
あら

たに規定
き て い

した。  
平成
へいせい

25年
ねん

6月
がつ

には、障害
しょうがい

のある人
ひと

への差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

するより具体的
ぐ た いて き

な規定
き て い

を示
しめ

すとと

もに、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ んほ う

の差別
さ べ つ

禁止
き ん し

規定
き て い

を具体化
ぐ た い か

する法律
ほうりつ

として、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

が公布
こ う ふ

さ

れ、附則
ふ そ く

の一部
い ち ぶ

を除
のぞ

き平成
へいせい

28年
ねん

４月
がつ

から施行
し こ う

された。 
 
（２） 西宮市

にしのみやし

が目指
め ざ

す共生
きょうせい

社会
しゃかい

 
本市
ほ ん し

では、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ んほ う

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

として西宮市
にしみやいち

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

推進
すいしん

計画
けいかく

を策定
さくてい

し、

同計画
どうけいかく

において「ともに生き
い き

 ともに支
ささ

えあう 共生
きょうせい

のまち 西宮
にしのみや

」をまちの将来像
しょうらいぞう

と

して掲
かか

げ、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、全
すべ

ての人
ひと

が互
たが

いに人格
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、

住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らせる
”
“共生
きょうせい

のまちづくり”を進
すす

めている。中
なか

でも、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を阻
はば

む「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

」や「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

」

に関
かん

する取組
とりくみ

は、計画
けいかく

の実現
じつげん

に向
む

けた重要
じゅうよう

な施策
し さ く

の一
ひと

つであり、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

を踏
ふ

まえ、全庁
ぜんちょう

一体
いったい

となって積極的
せっきょくてき

に推進
すいしん

していかなくてはならないものである。 
 

＜障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に必要
ひつよう

な観点
かんてん

＞ 
・ 障害

しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、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。 
・ 障害

しょうがい

のある人
ひと

も社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

であり、あらゆる分野
ぶ ん や

の社会
しゃかい

活動
かつどう

に参加
さ ん か

す

る機会
き か い

が確保
か く ほ

されるとともに、地域
ち い き

生活
せいかつ

を営
いとな

む権利
け ん り

を有
ゆう

する。 
・ 障害

しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の多
おお

くが障害
しょうがい

に対
たい

する偏見
へんけん

等
とう

に起因
き い ん

していることから、

障害
しょうがい

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

を広
ひろ

げることが必要
ひつよう

である。 
・ 全

すべ

ての市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

・行政
ぎょうせい

が主体的
しゅたいてき

かつ相互
そ う ご

に協 力
きょうりょく

することにより、「障害
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」という新
あら

たな市民
し み ん

文化
ぶ ん か

を創造
そうぞう

する。 
 
４ 障害

しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別
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

事項
じ こ う

 
職員
しょくいん

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さ べ つて き

取扱
とりあつか

いを行
おこな

わないようにするため、また、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

する合理的
ご う りて き

配慮
はいりょ

を適切
てきせつ

に行
おこな

うため、以下
い か

の基本的
き ほ んて き

事項
じ こ う

を踏
ふ

まえて取
と

り組
く

むことと

する。 
（１） 不当

ふ と う

な差別的
さ べ つて き

取扱
とりあつか

い 
   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
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、障害
しょうがい

のない人
ひと

と比較
ひ か く

して区別
く べ つ

・排除
はいじょ

・制限
せいげん

及
およ

び条件
じょうけん

を付
つ

ける等
など

の異
こと

なる取扱
とりあつか

いをすることであって、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

の権利
け ん り

や利益
り え き

を侵害
しんがい

するものである。 
   「障害

しょうがい

を理由
り ゆ う

として」とは、障害
しょうがい

を直接
ちょくせつ

の理由
り ゆ う

とする場合
ば あ い

と、障害
しょうがい

そのものではない

が、車
くるま

いす等
など

の福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の利用
り よ う

や盲導犬
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

の同行
どうこう

等
とう

のような障害
しょうがい

に関連
かんれん



する事由
じ ゆ う

を理由
り ゆ う

とする場合
ば あ い

も含
ふく

まれる。 
ア 差別的

さ べ つて き

取扱
とりあつか

いの例
れい

 
・障害

しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に、窓口
まどぐち

対応
たいおう

を拒否
き ょ ひ

する。 
・障害

しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に、対応
たいおう

の順序
じゅんじょ

を劣後
れ つ ご

させる。 
・障害

しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に、書面
しょめん

の交付
こ う ふ

や資料
しりょう

の提供
ていきょう

等
とう

を拒
こば

む。 
・障害

しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に、説明会
せつめいかい

やシンポジウム等
とう

への出席
しゅっせき

を拒
こば

む。 
・事務

じ む

事業
じぎょう

の遂行上
すいこうじょう

、特
とく

に必要
ひつよう

でないにもかかわらず、障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

に来所
らいしょ

の際
さい

に付
つ

き添
そ

い者
しゃ

の同行
どうこう

を求
もと

めるなどの条件
じょうけん

をつける。 
イ 正当

せいとう

な理由
り ゆ う

に基
もと

づく行為
こ う い

 
差別的
さ べ つて き

取扱
とりあつか

いが正当
せいとう

な理由
り ゆ う

の下
した

で行
おこな

われたものであり、かつ、他
ほか

に代
か

わる手段
しゅだん

がな

い等
など

のやむを得
え

ない事情
じじょう

を有
ゆう

すると認
みと

められる場合
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
あ

たらない。何
なに

が正当
せいとう

な理由
り ゆ う

に当
あ

たるのかは、個別
こ べ つ

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて異
こと

なっ

てくるため、あらかじめ列挙
れっきょ

することは困難
こんなん

であるが、一例
いちれい

としては、障害
しょうがい

のある人
ひと

の

生命
せいめい

や身体
しんたい

を保護
ほ ご

する場合
ば あ い

などが考
かんが

えられる。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

職員
しょくいん

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
み

ても納得
なっとく

の得
え

られるような合理性
ご う りせ い

を備
そな

えた

ものでなければならない。 
 

（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、個別
こ べ つ

具体的
ぐ た いて き

な場面
ば め ん

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

（障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

により自ら
みずから

の

意思
い し

を表明
ひょうめい

することが困難
こんなん

な場合
ば あ い

に、その家族
か ぞ く

や支援者
し え んし ゃ

等
とう

が本人
ほんにん

を補佐
ほ さ

して意思
い し

を表明
ひょうめい

する場合
ば あ い

を含
ふく

む。）から社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くための配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

を伝
つた

えられ

た場合
ば あ い

に、対応
たいおう

が求
もと

められるものである。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
ともな

う負担
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
か

せられないこととされる。 
ただし、その場合

ば あ い

であっても、配慮
はいりょ

を求
もと

める障害
しょうがい

のある人
ひと

と協議
きょうぎ

し、過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

となら

ない別
べつ

の方法
ほうほう

で合理的
ご う りて き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に努
つと

める必要
ひつよう

がある。なお、障害
しょうがい

のある人
ひと

から社会的
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

がない場合
ば あ い

においては、法的
ほうてき

義務
ぎ む

は生
しょう

じな

いが、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
て

らし、自主的
じ し ゅて き

に適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を行
おこな

うことが望
のぞ

ましい。 
ア 望

のぞ

ましい合理的
ご う りて き

配慮
はいりょ

の例
れい

 
合理的
ご う りて き

配慮
はいりょ

は、具体的
ぐ た いて き

場面
ば め ん

や状 況
じょうきょう

に応
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

いものである

が、具体例
ぐ た いれ い

としては、次
つぎ

のようなものがある。なお、記載
き さ い

した具体例
ぐ た いれ い

についてはあくま

でも例示
れ い じ

であり、記載
き さ い

されている具体例
ぐ た いれ い

だけに限
かぎ

られるものではないことに留意
りゅうい

する

必要
ひつよう

がある。 
＜ルール・慣行

かんこう

の柔軟
じゅうなん

な変更
へんこう

の具体例
ぐ た いれ い

＞ 
・ 下肢

か し

障害
しょうがい

のある人
ひと

が立
た

って列
れつ

に並
なら

んで順番
じゅんばん

を待
ま

っている場合
ば あ い

に、周囲
しゅうい

の者
もの

の

理解
り か い

を得
え

た上
うえ

で、本人
ほんにん

の順番
じゅんばん

が来
く

るまで別室
べっしつ

や椅子
い す

を用意
よ う い

する。 
・ 視覚

し か く

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、スクリーンや板書
ばんしょ

等
とう

がよく見
み

えるように、スクリーン等
とう

に

近
ちか

い席
せき

を確保
か く ほ

する。 
・ 本人

ほんにん

が必要
ひつよう

とする場合
ば あ い

に、補助
ほ じ ょ

犬
けん

（介助
かいじょ

犬
けん

、盲導犬
もうどうけん

、聴
ちょう

導
どう

犬
けん

）を同伴
どうはん

すること

を認
みと

める。 



 

＜物理的
ぶ つ りて き

環境
かんきょう

への配慮
はいりょ

の具体例
ぐ た いれ い

＞ 
・ 段差

だ ん さ

がある場合
ば あ い

に、簡易
か ん い

スロープを設置
せ っ ち

するなどの方法
ほうほう

によって、車
くるま

いす利用者
り よ うし ゃ

の移動
い ど う

を補助
ほ じ ょ

する。 
・ 車

くるま

いす利用者
り よ うし ゃ

が届
とど

かない高
たか

い所
ところ

に置
お

かれたパンフレット等
とう

を取
と

って渡
わた

す。 
・ 目的

もくてき

の場所
ば し ょ

までの案内
あんない

の際
さい

に、障害者
しょうがいしゃ

の歩行
ほ こ う

速度
そ く ど

に合
あ

わせた速度
そ く ど

で歩
ある

いたり、

左右
さ ゆ う

・前後
ぜ ん ご

・距離
き ょ り

の位置
い ち

取
ど

りについて、本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

を聞
き

いたりする。 
・ トイレには手摺

て す り

を設置
せ っ ち

する等
など

の安全
あんぜん

に利用
り よ う

できる環境
かんきょう

整備
せ い び

を行
おこな

う。 
・ 障害

しょうがい

のある人
ひと

が安心
あんしん

して歩
ある

けるように通路
つ う ろ

には物
もの

を置
お

かないようにする。 
 

＜意思
い し

疎通
そ つ う

の配慮
はいりょ

の具体例
ぐ た いれ い

＞ 
・ 初

はじ

めに、利用者
り よ うし ゃ

本人
ほんにん

にとって理解
り か い

しやすいコミュニケーション方法
ほうほう

を把握
は あ く

した上
うえ

で、筆談
ひつだん

、読
よ

み上
あ

げ、手話
し ゅ わ

などのコミュニケーション手段
しゅだん

を用
もち

いる。 
・ 通常

つうじょう

であれば口頭
こうとう

で行
おこな

う案内
あんない

を、紙
かみ

にメモをして渡
わた

す。 
・ 障害者

しょうがいしゃ

本人
ほんにん

から申
もう

し出
で

があった際
さい

に、ゆっくり、丁寧
ていねい

に、繰
く

り返
かえ

し説明
せつめい

し、内容
ないよう

が理解
り か い

されたことを確認
かくにん

しながら応対
おうたい

する。 

 
イ 過重

かじゅう

な負担
ふ た ん

についての考
かんが

え方
かた

 
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

められた者
もの

にとって、過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

があるかどうかの判断
はんだん

にあた

っては、「経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

」や「業務
ぎょうむ

遂行
すいこう

に及
およ

ぼす影響
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。 
① 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

となる基準
きじゅん

については、合理的
ご う りて き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に要
よう

する経費
け い ひ

の額
がく

等
とう

で一概
いちがい

に

線引
せ ん び

きすることは困難
こんなん

であるが、多額
た が く

の費用
ひ よ う

を要
よう

する場合
ば あ い

には求
もと

められた対応
たいおう

が困難
こんなん

であることも十分
じゅうぶん

に 考
かんが

え得
う

るため、提供
ていきょう

する配慮
はいりょ

の内容
ないよう

については、相手方
あ い てが た

と

代替案
だいたいあん

の検討
けんとう

を含
ふく

めた十分
じゅうぶん

な意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

り、職員
しょくいん

として合理的
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
は

たせるようにすることが必要
ひつよう

である。 
＜代替案

だいたいあん

の具体例
ぐ た いれ い

＞ 
・ 手話

し ゅ わ

による通訳
つうやく

を求
もと

められたが提供
ていきょう

できない場合
ば あ い

に、本人
ほんにん

の了解
りょうかい

を得
え

た上
うえ

で、

筆談
ひつだん

により対応
たいおう

する。 
  → 各窓口

かくまどぐち

に手話通
し ゅ わつ う

訳者
やくしゃ

を配置
は い ち

することは困難
こんなん

であるが、筆談
ひつだん

による対応
たいおう

であ

れば既存
き そ ん

の体制
たいせい

でも対応
たいおう

できる場合
ば あ い

に、求
もと

められた配慮
はいりょ

の形
かたち

とは異
こと

なるが

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を伝
つた

えるという目的
もくてき

を達成
たっせい

するための代替
だいたい

手段
しゅだん

を講
こう

じた例
れい

。 
 

② 業務
ぎょうむ

遂行
すいこう

に及
およ

ぼす影響
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
いちじる

しい支障
ししょう

をきたすか否
いな

か、事業
じぎょう

施策
し さ く

の

本質
ほんしつ

を損
そこ

なわないかといった観点
かんてん

からの判断
はんだん

が必要
ひつよう

である。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

は職員
しょくいん

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
もと

めた者
もの

に対
たい

する丁寧
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
は

たさなければならない。 



 
（３） 情報

じょうほう

環境
かんきょう

の向上
こうじょう

 
市有
し ゆ う

施設
し せ つ

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるよう構造
こうぞう

の改善
かいぜん

や設備
せ つ び

の整備
せ い び

に努
つと

めるとともに、本市
ほんいち

からの各種
かくしゅ

制度
せ い ど

や施策
し さ く

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

についても、障害
しょうがい

のある人
ひと

が利用
り よ う

しやすいようアクセシビリティの向上
こうじょう

に努
つと

める。 
視覚
し か く

障害
しょうがい

 ・ 文書
ぶんしょ

を点訳
てんやく

（点字
て ん じ

文書化
ぶ ん しょ か

）する。 
・ パソコンの音声

おんせい

読
よ

み上
あ

げソフトで利用
り よ う

できるようテキス

トデータで提供
ていきょう

する。 
・ 通常

つうじょう

の文書
ぶんしょ

より文字
も じ

を拡大
かくだい

する。 
・ 文書

ぶんしょ

に音声
おんせい

コードを添付
て ん ぷ

する。 
色覚
しきかく

障害
しょうがい

 ・ 印刷物
いんさつぶつ

に複数
ふくすう

の色
いろ

を使
つか

う場合
ば あ い

は、色
いろ

が見分
み わ

けやすいように

色
いろ

の組
く

み合
あ

わせに配慮
はいりょ

する。 
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

、ノートテイク（筆談
ひつだん

） 

知的
ち て き

障害
しょうがい

 
 

・ 文書
ぶんしょ

にルビを付
つ

ける、文書
ぶんしょ

だけでなく絵
え

や図
ず

を使
つか

う。 

  
 
５ 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

体制
たいせい

の整備
せ い び

 
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

して、障害
しょうがい

のある人
ひと

等
とう

からの相談
そうだん

に応
おう

じると共
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

を下記
か き

のとおり設置
せ っ ち

する。 
 

市長
しちょう

事務
じ む

部局
ぶきょく

 障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

 

教育
きょういく

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

 教育
きょういく

総務課
そ う む か

 

消 防 局
しょうぼうきょく

 総務課
そ う む か

 

選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

 選挙
せんきょ

管理課
か ん り か

 

監査
か ん さ

事務局
じ む きょ く

 監査
か ん さ

事務局
じ む きょ く

 

公平
こうへい

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

 公平
こうへい

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

 

農業
のうぎょう

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

 農業
のうぎょう

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

 

固定
こ て い

資産
し さ ん

評価
ひょうか

審査
し ん さ

委員会
い い んか い

事務局
じ む きょ く

 税務
ぜ い む

管理課
か ん り か

 

議会
ぎ か い

事務局
じ む きょ く

 総務課
そ う む か

 
 
６ 職員

しょくいん

の理解
り か い

促進
そくしん

のための研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

 
差別
さ べ つ

の原因
げんいん

として、障害
しょうがい

に対
たい

する無理解
む り か い

や偏見
へんけん

等
とう

が指摘
し て き

されていることから、職員
しょくいん

は障害
しょうがい

や個別
こ べ つ

の特性
とくせい

に応
おう

じた配慮
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

等
とう

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めるための研修
けんしゅう

や催
もよお

しに積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

する。 
 



 
７ 職員

しょくいん

の懲戒
ちょうかい

について 
 職員

しょくいん

が障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

して、不当
ふ と う

な差別的
さ べ つて き

取扱
とりあつか

い又
また

は過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

がないにもかかわらず

合理的
ご う りて き

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

の事実
じ じ つ

が確認
かくにん

された場合
ば あ い

、その態
たい

様
よう

によっては市民
し み ん

への信用
しんよう

失墜
しっつい

行為
こ う い

など

に該当
がいとう

し、地方
ち ほ う

公務員法
こうむいんほう

第
だい

29 条
じょう

（懲戒
ちょうかい

）の規定
き て い

に基
もと

づき、「西宮市
にしのみやし

職員
しょくいん

の懲戒
ちょうかい

処分
しょぶん

に関
かん

する

指針
し し ん

」に照
て

らして懲戒
ちょうかい

処分
しょぶん

等
とう

に付
ふ

されることがある。 
 

付
ふ

 則
そく

 
この対応

たいおう

要領
ようりょう

は、平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

1日
にち

から施行
し こ う

する。 
この対応

たいおう

要領
ようりょう

は、平成
へいせい

29年
ねん

4月
がつ

1日
にち

から施行
し こ う

する。 


