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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

の制定
せいてい

の背景
はいけい

及
およ

び経過
け い か

 

我
わ

が国
くに

は、平成
へいせい

19年
ねん

に障害者
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。）に

署名
しょめい

して以来
い ら い

、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

）の改正
かいせい

をはじめとする国
こく

内法
ないほう

の

整備
せ い び

等
とう

を進
すす

めてきた。 

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、障害者
しょうがいしゃ

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

に制定
せいてい

された。 

また、令和
れ い 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
き

関
かん

相
そう

互
ご

間
かん

の連
れん

携
けい

の強
きょう

化
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

や事例
じ れ い

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

の強化
きょうか

を内容
ないよう

とする障害
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

に関
かん

する法
ほう

律
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年法律第
ねんほうりつだい

56

号
ごう

）が公布
こ う ふ

された。 

  

２ 法
ほう

の基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

 

(1) 法
ほう

の対象
たいしょう

となる障害者
しょうがいしゃ

は、法
ほう

第
だい

２条
じょう

第
だい

１号
ごう

に規
き

定
てい

する障
しょう

害
がい

者
しゃ

、すなわち、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
なん

病
びょう

等
とう

に起
き

因
いん

する障
しょう

害
がい

を含
ふく

む。以
い

下
か

「障
しょう

害
がい

」と総
そう

称
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
けい

続
ぞく

的
てき

に日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

又
また

は社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

に

相当
そうとう

な制
せい

限
げん

を受
う

ける状
じょう

態
たい

にあるものである。 

これは、障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

第
だい

２条
じょう

第
だい

１号
ごう

に規
き

定
てい

する障
しょう

害
がい

者
しゃ

の定
てい

義
ぎ

と同
どう

様
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

まえている。 

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

られない。 

 

(2) 法
ほう

は、日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

全
ぜん

般
ぱん

に係
かか

る分
ぶん

野
や

を広
ひろ

く対
たい

象
しょう

としている。ただし、

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

の規定
き て い

により、障
しょう

害
がい

者
しゃ

の雇
こ

用
よう

の促
そく

進
しん

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いることか

ら、この対応
たいおう

指針
し し ん

（以下
い か

「本指針
ほ ん し し ん

」という。）の対象外
たいしょうがい

となる。なお、同
どう

法
ほう

第
だい

34条
じょう
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及
およ

び第
だい

35条
じょう

において、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

に対
たい

する差別
さ べ つ

に禁止
き ん し

が定
さだ

めら

れ、また、同
どう

法
ほう

第
だい

36条
じょう

の２及
およ

び第
だい

36条
じょう

の３において、障
しょう

害
がい

者
しゃ

が職
しょく

場
ば

で働
はたら

くに当
あ

たっての支
し

障
しょう

を改
かい

善
ぜん

するための措
そ

置
ち

（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

）が定
さだ

められたこと

を認識
にんしき

し、同
どう

法
ほう

36条
じょう

第
だい

1項
こう

及
およ

び第
だい

36条
じょう

の５第
だい

1項
こう

の規
き

定
てい

に基
もと

づき厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

が定
さだ

める各
かく

指
し

針
しん

を踏
ふ

まえて適
てき

切
せつ

に対
たい

処
しょ

することが求
もと

められることに留意
りゅうい

する。 

 

３ 本
ほん

指
し

針
しん

の位
い

置
ち

付
づ

け 

本指針
ほ ん し し ん

は、法
ほう

第
だい

11条
じょう

第
だい

１項
こう

の規
き

定
てい

に基
もと

づき、また、障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

の

推
すい

進
しん

に関
かん

する基
き

本
ほん

方
ほう

針
しん

（令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

14日
にち

閣議
か く ぎ

決定
けってい

。以下
い か

「基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」という。）に即
そく

して、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、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

が所管
しょかん

する分野
ぶ ん や

における事業者
じぎょうしゃ

（以下
い か

「関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

」という。）が適
てき

切
せつ

に対
たい

応
おう

するために必
ひつ

要
よう

な事
じ

項
こう

を定
さだ

めたものであ

る。 

なお、事
じ

業者
ぎょうしゃ

とは、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

（国
くに

、独
どく

立
りつ

行
ぎょう

政
せい

法
ほう

人
じん

等
とう

、地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

及
およ

び地
ち

方
ほう

独
どく

立
りつ

行
ぎょう

政
せい

法
ほう

人
じん

を除
のぞ

く。）、すなわち、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
どう

種
しゅ

の行
こう

為
い

を反
はん

復
ぷく

継
けい

続
ぞく

する意
い

思
し

をもって行
おこな

う者
もの

をいい、個
こ

人
じん

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

や対
たい

価
か

を得
え

ない無
む

報
ほう

酬
しゅう

の事
じ

業
ぎょう

を行
おこな

う者
もの

、学校
がっこう

法人
ほうじん

、宗教
しゅうきょう

法人
ほうじん

、非営利
ひ え い り

事業
じぎょう

を行
おこな

う社
しゃ

会
かい

福祉
ふ く し

法
ほう

人
じん

及
およ

び特
とく

定
てい

非
ひ

営
えい

利
り

活
かつ

動
どう

法
ほう

人
じん

なども含
ふく

まれる。また、主
しゅ

たる事業
じぎょう

に付随
ふ ず い

する事業
じぎょう

も

法
ほう

の「事業
じぎょう

」に該当
がいとう

し、例
たと

えば、学校
がっこう

法人
ほうじん

が設置
せ っ ち

する大学医
だ い が く い

学部
が く ぶ

の附属
ふ ぞ く

病院
びょういん

や宗教
しゅうきょう

法人
ほうじん

が設
せっ

置
ち

する博
はく

物
ぶつ

館
かん

等
とう

についても、本
ほん

指
し

針
しん

が適
てき

用
よう

される。このほか、本指針
ほ ん し し ん

で使用
し よ う

す

る用語
よ う ご

は、法
ほう

第
だい

２条
じょう

及
およ

び基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に定
さだ

める定
てい

義
ぎ

に従
したが

う。 

また、本指針
ほ ん し し ん

は、法
ほう

施行後
し こ う ご

の具体的
ぐ た い て き

な相談
そうだん

事例
じ れ い

や裁
さい

判例
ばんれい

の集積
しゅうせき

等
とう

を踏
ふ

まえ、必要
ひつよう

に

応
おう

じ見
み

直
なお

しを行
おこな

うものとする。 

 

４ 留意点
りゅういてん

 

本
ほん

指
し

針
しん

で「望
のぞ

ましい」と記
き

載
さい

している内
ない

容
よう

は、関
かん

係
けい

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

がそれに従
したが

わない場
ば

合
あい

で

あっても、法
ほう

に反
はん

すると判
はん

断
だん

されることはないが、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の基本的
き ほ ん て き

な理念
り ね ん

及
およ

び

法
ほう

の目
もく

的
てき

を踏
ふ

まえ、できるだけ取
と

り組
く

むことが望
のぞ

まれることを意味
い み

する。 

なお、関係事
か ん け い 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、各関係事
か く か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

により自主的
じ し ゅ て き

に取
とり

組
くみ

が行
おこな

われることが期待
き た い

されるが、

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、関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

が法
ほう

に反
はん

した

取
とり

扱
あつか

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

めるときは、法
ほう

第
だい

12条
じょう

の規定
き て い

により、文部
も ん ぶ

科学
か が く

大臣
だいじん

は、関係事
か ん け 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
し

導
どう

若
も

しくは勧告
かんこく

をすることができることとされている。 

こうした行
ぎょう

政
せい

措
そ

置
ち

に至
いた

る事
じ

案
あん

を未
み

然
ぜん

に防
ぼう

止
し

するため、文部
も ん ぶ

科学
か が く

大臣
だいじん

は、関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、本指針
ほ ん し し ん

に係
かか

る十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うとともに、関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

からの照会
しょうかい

・
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相談
そうだん

に丁寧
ていねい

に対応
たいおう

するなどの取組
とりくみ

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

う必要
ひつよう

があることから、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

に

おいては、第
だい

５のとおり、相談
そうだん

窓口
まどぐち

を設置
せ っ ち

することとする。 

 

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
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

い及
およ

び合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

の基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

 

１ 不
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

い 

(1) 不
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いの基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

 

関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

は、法
ほう

第
だい

８条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

のとおり、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。 

ア 法
ほう

が禁止
き ん し

する障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

の侵害
しんがい

とは、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
しょう

害
がい

者
しゃ

でない者
もの

に対
たい

しては付
ふ

さない条
じょう

件
けん

を付
ふ

すこと

などによる権利
け ん り

利益
り え き

の侵害
しんがい

である。 

 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
つき

添
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

する。 

 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、

法
ほう

第
だい

８条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いではない。 

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

より優遇
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

）や、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
とり

扱
あつか

い、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

等
とう

するために必要
ひつよう

な範囲
は ん い

で、プライバシーに

配慮
はいりょ

しつつ障害者
しょうがいしゃ

に障害
しょうがい

の状況
じょうきょう

等
とう

を確認
かくにん

することは、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

たらない。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、障害者
しょうがいしゃ

を、関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

の行
おこな

う事
じ

業
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
しょう

害
がい

者
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
とり

扱
あつか

いが客観的
きゃっかんてき

に見
み

て正
せい

当
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
もく

的
てき

に照
て

らしてやむを得
え

ない場
ば

合
あい

である。関係事
か ん け い じ

業者
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

、関係事
か ん け い 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

等
とう

）の観点
かんてん

から、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
そう

合
ごう

的
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。個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに具体的
ぐ た い て き

場面
ば め ん

や状況
じょうきょう

に応
おう

じた検
けん

討
とう

を行
おこな

うこ

となく、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

されるなどの一般的
いっぱんてき

・抽象的
ちゅうしょうてき

な
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理由
り ゆ う

に基
もと

づいて、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
ば

所
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
じょう

件
けん

を付
ふ

すなど

障害者
しょうがいしゃ

を不利
ふ り

に扱
あつか

うことは、法
ほう

の趣
しゅ

旨
し

を損
そこ

なうため、適
てき

当
とう

ではない。 

関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

は、個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに具体的
ぐ た い て き

な検討
けんとう

を行
おこな

った上
うえ

で正当
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

ましい。その際
さい

、関係事
か ん け い 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

められる。 

 

(3) 不
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いの例
れい

 

正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がなく、不当
ふ と う

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
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
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いに該
がい

当
とう

しないと考
かんが

えられる例
れい

は別
べっ

紙
し

１のとおりであ

る。 

  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

に相当
そうとう

するか否
いな

かについては、個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに、前
ぜん

述
じゅつ

の観
かん

点
てん

等
とう

を踏
ふ

まえて判
はん

断
だん

することが必
ひつ

要
よう

であること、正
せい

当
とう

な理
り

由
ゆう

があり不
ふ

当
とう

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いに該
がい

当
とう

しない場
ば

合
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

する。 

 

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

 

 関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

は、法
ほう

第
だい

８条
じょう

第
だい

２項
こう

の規定
き て い

のとおり、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
ねん

齢
れい

及
およ

び障
しょう

害
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

（以下
い か

「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

」とい

う。）をしなければならない。 

ア 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
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
じん

権
けん

及
およ

び基
き

本
ほん

的
てき

自
じ

由
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
へん

更
こう

及
およ

び調
ちょう

整
せい

であって、特定
とくてい

の場合
ば あ い

において必要
ひつよう

とさ

れるものであり、かつ、均
きん

衡
こう

を失
しっ

した又
また

は過
か

度
ど

の負
ふ

担
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
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
じ

業
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
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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、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を行
おこな

うことを求
もと

めてい

る。合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

は、障害者
しょうがいしゃ

が受
う

ける制
せい

限
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
あいたい

することによって生
しょう

ずるものとのいわゆ

る「社
しゃ

会
かい

モデル」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
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するための必要
ひつよう

かつ合理的
ご う り て き

な取組
とりくみ

であり、その実
じっ

施
し

に伴
ともな

う負
ふ

担
たん

が

過
か

重
じゅう

でないものである。 

 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

とされていたが、令和
れ い わ

３年
ねん

の法
ほう

改正
かいせい

により、法的
ほうてき

義務
ぎ む

へと改
あらた

められた。関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

においては、

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

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

められる。 

イ 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
ぐ

体
たい

的
てき

場
ば

面
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
しゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
へき

の除
じょ

去
きょ

のための手
しゅ

段
だん

及
およ

び方
ほう

法
ほう

につい

て、２(2)で示
しめ

す「過
か

重
じゅう

な負
ふ

担
たん

の基
き

本
ほん

的
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
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

がある。さらに、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の

内容
ないよう

は、２(4)で示
しめ

す「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
しゃ

会
かい

情
じょう

勢
せい

の変
へん

化
か

等
とう

に応
おう

じて変
か

わり得
う

るものである。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
ご う り て き

配慮
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。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
じょ

性
せい

であること踏
ふ

まえた対
たい

応
おう

が

求
もと

められることに留
りゅう

意
い

する。 

 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

は、関係事
か ん け い 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

がある。 

 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

と関係事
か ん け い 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

である。例
たと

えば、障
しょう

害
がい

者
しゃ

本
ほん

人
にん

が社
しゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
へき

の除
じょ

去
きょ

のために普
ふ

段
だん

講
こう

じている対
たい

策
さく

や、関係事
か ん け い 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
けん

設
せつ

的
てき

対
たい

話
わ

を通
つう

じて相
そう

互
ご

理
り

解
かい

を深
ふか

め、

様々
さまざま

な対
たい

応
おう

策
さく

を柔
じゅう

軟
なん

に検
けん

討
とう

していくことが円
えん

滑
かつ

な対
たい

応
おう

に資
し

すると考
かんが

えられ

る。 
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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
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
はい

慮
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

、身
み

振
ぶ

りサイン等
とう

による合図
あ い ず

、触覚
しょっかく

によ

る意思
い し

伝達
でんたつ

など、障害者
しょうがいしゃ

が他人
た に ん

とコミュニケーションを図
はか

る際
さい

に必要
ひつよう

な手段
しゅだん

（通訳
つうやく

を介
かい

するものを含
ふく

む。）により伝
つた

えられる。 

また、意思
い し

の表明
ひょうめい

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
しょうがい

の特性
とくせい

等
とう

により本人
ほんにん

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

の家族
か ぞ く

、介助者
かいじょしゃ

、法定
ほうてい

代理人
だ い り に ん

その他
た

意思
い し

の表明
ひょうめい

に関
かん

わる支
し

援
えん

者
しゃ

等
とう

、コミュニケーションを支
し

援
えん

する

者
もの

が本
ほん

人
にん

を補
ほ

佐
さ

して行
おこな

う意
い

思
し

の表
ひょう

明
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

やコミュニケーションを支援
し え ん

する

者
もの

を伴
ともな

っておらず、本人
ほんにん

の意思
い し

の表明
ひょうめい

も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
い

思
し

の表明
ひょうめい

も困難
こんなん

であることなどにより、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

である場合
ば あ い

には、法
ほう

の趣
しゅ

旨
し

に鑑
かんが

み、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して適
てき

切
せつ

と思
おも

われ

る配
はい

慮
りょ

を提案
ていあん

するために建設的
けんせつてき

対話
た い わ

を働
はたら

きかけるなど、自
じ

主
しゅ

的
てき

な取
とり

組
くみ

に努
つと

め

ることが望
のぞ

ましい。 

エ 介助者
かいじょしゃ

や支援員
し え ん い ん

等
とう

の人的
じんてき

支援
し え ん

に関
かん

しては、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

と介助者
かいじょしゃ

や支援員
し え ん い ん

等
とう

の

人間
にんげん

関係
かんけい

や信頼
しんらい

関係
かんけい

の構築
こうちく

・維持
い じ

が重要
じゅうよう

であるため、これらの関係
かんけい

も考慮
こうりょ

し

た支援
し え ん

のための環境
かんきょう

整備
せ い び

にも留意
りゅうい

することが望
のぞ

ましい。また、支援
し え ん

機器
き き

の

活用
かつよう

により、障害者
しょうがいしゃ

と関係事
か ん け い じ

業者
ぎょうしゃ

双方
そうほう

の負担
ふ た ん

が軽減
けいげん

されることも多
おお

くあるこ

とから、支援
し え ん

機器
き き

の適切
てきせつ

な活用
かつよう

についても配慮
はいりょ

することが望
のぞ

ましい。 

 

さらに、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

所管
しょかん

事業
じぎょう

分野
ぶ ん や

のうち教育
きょういく

分野
ぶ ん や

については、教育
きょういく

基本
き ほ ん

法
ほう

（平成
へいせい

18年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

120号
ごう

）や障害
しょうがい

者
しゃ

との関係
かんけい

性
せい

が長期
ちょうき

にわたるなど固有
こ ゆ う

の特徴
とくちょう

を有
ゆう

すること等
とう

を踏
ふ

まえて、スポーツ分野
ぶ ん や

についてはスポーツ基本
き ほ ん

法
ほう

（平成
へいせい

23年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

78号
ごう

）等
とう

を踏
ふ

まえて、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

については文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

基本
き ほ ん

法
ほう

（平成
へいせい

13年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

148号
ごう

）等
とう

を踏
ふ

まえて、各
かく

分野
ぶ ん や

の特
とく

に留意
りゅうい

すべき点
てん

を別紙
べ っ し

２のとおり示
しめ

す。 

 

(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、関係
かんけい

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
そうごう

的
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。個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに具体的
ぐ た い て き

場面
ば め ん

や状況
じょうきょう

に応
おう

じた検討
けんとう

を行
おこな

うことなく、一般的
いっぱんてき

・

抽象的
ちゅうしょうてき

な理由
り ゆ う

に基
もと

づいて過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

に当
あ

たると判断
はんだん

することは、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

を損
そこ

な

うため、適当
てきとう

ではない。関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

は、個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに具体的
ぐ た い て き

な検討
けんとう

を行
おこな

った

上
うえ

で過重
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

には、障害
しょうがい

者
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
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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。その際
さい

には前述
ぜんじゅつ

のとおり、

関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

と障害
しょうがい

者
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、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

められる。 

 

① 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） 

② 実現
じつげん

可能
か の う

性
せい

の程度
て い ど

（物理的
ぶ つ り て き

・技術
ぎじゅつ

的
てき

制約
せいやく

、人的
じんてき

・体制
たいせい

上
じょう

の制約
せいやく

） 

③ 費用
ひ よ う

・負担
ふ た ん

の程度
て い ど

 

④ 事務
じ む

・事業
じぎょう

規模
き ぼ

 

⑤ 財政
ざいせい

・財務
ざ い む

状況
じょうきょう

 

 

(3) 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

の例
れい

は別紙
べ っ し

１のとおりである。 

 なお、２(1)イで示
しめ

したとおり、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
こ べ つ

性
せい

の高
たか

いものであり、掲載
けいさい

した例
れい

についてはあくまでも

例示
れ い じ

であり、掲載
けいさい

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、また、あらゆる関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

が必
かなら

ずしも実施
じ っ し

するものではないことに留意
りゅうい

す

る。 

 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

すると考
かんが

えられる例
れい

及
およ

び該当
がいとう

しない

と考
かんが

えられる例
れい

は別紙
べ っ し

１のとおりである。これらの例
れい

についても、掲載
けいさい

されて

いる例
れい

はあくまでも例示
れ い じ

であり、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

については、個別
こ べ つ

の事案
じ あ ん

ごとに、前述
ぜんじゅつ

の観点
かんてん

等
とう

を踏
ふ

まえて判断
はんだん

することが必要
ひつよう

であることに留意
りゅうい

する。 

 

(4) 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
しょうがい

者
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
しょうがい

者
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
じ ぜ ん

的
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
かいじょ

者
しゃ

等
とう

の人的
じんてき

支援
し え ん

、障害
しょうがい

者
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

をいう。以下
い か

同
おな

じ。）

を、環境
かんきょう

の整備
せ い び

として事業者
じぎょうしゃ

の努力
どりょく

義務
ぎ む

としている。 

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
ぎ

術
じゅつ

開
かい

発
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

される。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、規程
き て い

の整備
せ い び

等
とう

の対応
たいおう

も含
ふく

まれることが重要
じゅうよう

であ

る。 
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障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

のための取組
とりくみ

は、法
ほう

や高齢者
こうれいしゃ

、障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑
えんかつ

化
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

）等
とう

不特定
ふ と く て い

多数
た す う

の障害
しょうがい

者
しゃ

を

対象
たいしょう

とした事前
じ ぜ ん

的
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

めることが必要
ひつよう

であり、特
とく

に、公立
こうりつ

小中
しょうちゅう

学校
がっこう

等
とう

及
およ

び特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

については、一定
いってい

規模
き ぼ

以上
いじょう

の施設
し せ つ

の新築
しんちく

等
とう

を行
おこな

う場合
ば あ い

には、高齢者
こうれいしゃ

、

障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑
えんかつ

化
か

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

施行
し こ う

令
れい

（平成
へいせい

18年
ねん

政令
せいれい

第
だい

379号
ごう

）で

定
さだ

める建築物
けんちくぶつ

移動
い ど う

等
とう

円滑
えんかつ

化
か

基準
きじゅん

に適合
てきごう

させなければならず、既存
き そ ん

の施設
し せ つ

について

も、同基準
どうきじゅん

に適合
てきごう

させるために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めなければならないこ

ととされている。また、その他
た

の学校
がっこう

施設
し せ つ

についても、新築
しんちく

等
とう

を行
おこな

う場合
ば あ い

には同
どう

基準
きじゅん

への適合
てきごう

が努力
どりょく

義務
ぎ む

となっている。 

環境
かんきょう

の整備
せ い び

は、不特定
ふ と く て い

多数
た す う

の障害
しょうがい

者
しゃ

向
む

けに事前
じ ぜ ん

的
てき

改善
かいぜん

措置
そ ち

を行
おこな

うものである

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
しょうがい

者
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
ご う り て き

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

は異
こと

なる

こととなるが、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

めることが重要
じゅうよう

で

ある。合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

と環境
かんきょう

の整備
せ い び

の関係
かんけい

に係
かか

る例
れい

は別紙
べ っ し

１のとおりである。 

なお、多数
た す う

の障害
しょうがい

者
しゃ

が直面
ちょくめん

し得
え

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
ほか

の障害
しょうがい

者
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

である。また環境
かんきょう

の整備
せ い び

は、障害
しょうがい

者
しゃ

との関係
かんけい

が長期
ちょうき

にわたる場合
ば あ い

において

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
ちょうき

的
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

することとなる。 

 

第
だい

３ 関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

における相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

 

関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

においては、障害
しょうがい

者
しゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
た

の関係
かんけい

者
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、既存
き そ ん

の利用
り よ う

者
しゃ

等
とう

からの相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

の活用
かつよう

や窓口
まどぐち

の開設
かいせつ

による相談
そうだん

窓口
まどぐち

の整備
せ い び

や、相談
そうだん

対応
たいおう

を行
おこな

う担当者
たんとうしゃ

をあらかじめ定
さだ

めておく等
とう

といった、組織
そ し き

的
てき

な対応
たいおう

ができるような措置
そ ち

を講
こう

ずることが重要
じゅうよう

である。また、ホームページ等
とう

を活用
かつよう

し、

相談
そうだん

窓口
まどぐち

等
とう

に関
かん

する情報
じょうほう

を周知
しゅうち

することや、相談
そうだん

の際
さい

に、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

するとともに、対話
た い わ

のほか、電話
で ん わ

、ファックス、電子
で ん し

メール、筆談
ひつだん

、読
よ

み上
あ

げ、

手話
し ゅ わ

、点字
て ん じ

、拡大
かくだい

文字
も じ

、るび付与
ふ よ

、オンライン会議
か い ぎ

システムなど、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じ

た多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

手段
しゅだん

を、相談
そうだん

者
しゃ

の障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じて

用意
よ う い

して対応
たいおう

することが望
のぞ

ましい。なお、ホームページによる周知
しゅうち

に際
さい

しては、視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の情報
じょうほう

アクセシビリティに配慮
はいりょ

し、例
たと

えば、音声
おんせい

読
よ

み上
あ

げ機能
き の う

に対応
たいおう

できるよう画像
が ぞ う

には説明
せつめい

文
ぶん

を付
ふ

す、動画
ど う が

を掲載
けいさい

する場合
ば あ い

に字幕
じ ま く

、手話
し ゅ わ

等
とう

を付
ふ

す

などの配慮
はいりょ

を行
おこな

うことが望
のぞ

ましい。 
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また、実際
じっさい

の相談
そうだん

事例
じ れ い

については、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

し、以後
い 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

に活用
かつよう

することが望
のぞ

ましい。 

 

第
だい

４  関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

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

仕組
し く

みの整備
せ い び

 

 関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

は、障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

して性別
せいべつ

や年
ねん

齢
れい

等
とう

にも配慮
はいりょ

しながら適切
てきせつ

に対応
たいおう

し、また、

障害
しょうがい

者
しゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
た

の関係
かんけい

者
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、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、いわゆる「社会
しゃかい

モデル」の考
かんが

え方
かた

を含
ふく

めた

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

ることが重要
じゅうよう

である。普及
ふきゅう

すべき法
ほう

の趣旨
し ゅ し

には、法
ほう

第
だい

１

条
じょう

に規定
き て い

する法
ほう

の目的
もくてき

、すなわち、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

を目指
め ざ

すこと

が含
ふく

まれる点
てん

にも留意
りゅうい

する。 

 特
とく

に学校
がっこう

教育
きょういく

分野
ぶ ん や

においては、教職員
きょうしょくいん

の理解
り か い

の在
あ

り方
かた

や指導
し ど う

の姿勢
し せ い

が幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

、

生徒
せ い と

及
およ

び学生
がくせい

（以下
い か

「児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

」という。）に大
おお

きく影響
えいきょう

することに十分
じゅうぶん

留意
りゅうい

し、

児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

の発達
はったつ

の段階
だんかい

に応
おう

じた支援
し え ん

方法
ほうほう

、外部
が い ぶ

からは気付
き づ

きにくいこともある難病
なんびょう

等
とう

をはじめとした病弱
びょうじゃく

（身体
しんたい

虚弱
きょじゃく

を含
ふく

む。）、発達
はったつ

障害
しょうがい

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

等
とう

についての

理解
り か い

、児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

の間
あいだ

で不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

的
てき

取扱
とりあつか

いが行
おこな

われている場合
ば あ い

の適切
てきせつ

な対応
たいおう

方法
ほうほう

等
とう

も含
ふく

め、研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うことが望
のぞ

ましい。また、スポーツ分野
ぶ ん や

や文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

にお

いても、指導
し ど う

者
しゃ

等
とう

関係
かんけい

者
しゃ

の理解
り か い

の在
あ

り方
かた

や指導
し ど う

の姿勢
し せ い

がスポーツや文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に参加
さ ん か

する者
もの

等
とう

に大
おお

きく影響
えいきょう

することに十分
じゅうぶん

留意
りゅうい

した研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うことが望
のぞ

ましい。 

研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

においては、内閣府
な い か く ふ

が障害
しょうがい

者
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、事業者
じぎょうしゃ

が障害
しょうがい

者
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
たいおう

例
れい

及
およ

び文部
も ん ぶ

科学
か が く

省
しょう

や同省
どうしょう

が所管
しょかん

する独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

が提供
ていきょう

する各種
かくしゅ

情報
じょうほう

を活用
かつよう

すること

が効果
こ う か

的
てき

である（独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国立
こくりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

総合
そうごう

研究所
けんきゅうじょ

が運営
うんえい

する「インクルー

シブ教育
きょういく

システム構築
こうちく

支援
し え ん

データベース」や独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

学生
がくせい

支援
し え ん

機構
き こ う

が作成
さくせい

す

る「大学
だいがく

等
とう

における障害
しょうがい

のある学生
がくせい

への支援
し え ん

・配慮
はいりょ

事例
じ れ い

」、「教職員
きょうしょくいん

のための障害
しょうがい

学生
がくせい

修学
しゅうがく

支援
し え ん

ガイド」、「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

ハンドブック」等
とう

）。また、障害
しょうがい

者
しゃ

から話
はなし

を聞
き

く機会
き か い

を

設
もう

けることや、研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

の内容
ないよう

によっては、医療
いりょう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

や障害
しょうがい

者
しゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

と連携
れんけい

して実施
じ っ し

することも効果
こ う か

的
てき

である。 

 さらに、関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

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
しょうがい

者
しゃ

へのサービス提供
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

するような対応
たいおう

が重要
じゅうよう

である。 

 

第
だい

５ 文部
も ん ぶ

科学
か が く

省
しょう

所管
しょかん

事業
じぎょう

分野
ぶ ん や

に係
かか

る相談
そうだん

窓口
まどぐち
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  文部
も ん ぶ

科学
か が く

省
しょう

所管
しょかん

事業
じぎょう

分野
ぶ ん や

に係
かか

る相談
そうだん

窓口
まどぐち

は以下
い か

のとおり。 

  なお、さらに詳細
しょうさい

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

は内閣府
な い か く ふ

のホームページに掲載
けいさい

している。 

事業
じぎょう

分野
ぶ ん や

 相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

〇教育
きょういく

分野
ぶ ん や

 

 ・幼稚園
よ う ち え ん

、小
しょう

学校
がっこう

、中
ちゅう

学校
がっこう

、

義務
ぎ む

教育
きょういく

学校
がっこう

、高等
こうとう

学校
がっこう

、

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

学校
がっこう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

関係
かんけい

 

 ・大学
だいがく

、高等
こうとう

専門
せんもん

学校
がっこう

関係
かんけい

 

 ・専修
せんしゅう

学校
がっこう

、各種
かくしゅ

学校
がっこう

関係
かんけい

 

 ・社会
しゃかい

教育
きょういく

、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

関係
かんけい

 

 

初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

局
きょく

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

課
か

 

 

 

 

高等
こうとう

教育
きょういく

局
きょく

学生
がくせい

支援
し え ん

課
か

 

総合
そうごう

教育
きょういく

政策
せいさく

局
きょく

生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

推進
すいしん

課
か

専修
せんしゅう

学校
がっこう

教育
きょういく

振興
しんこう

室
しつ

 

総合
そうごう

教育
きょういく

政策
せいさく

局
きょく

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

共生
きょうせい

社会
しゃかい

学習
がくしゅう

・安全
あんぜん

課
か

 

〇スポーツ分野
ぶ ん や

 スポーツ庁
ちょう

健康
けんこう

スポーツ課
か

障害
しょうがい

者
しゃ

スポーツ振興
しんこう

室
しつ

 

〇文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

 文化
ぶ ん か

庁
ちょう

各
かく

事業
じぎょう

所管
しょかん

課
か

室
しつ

 

〇科学
か が く

技術
ぎじゅつ

・学術
がくじゅつ

分野
ぶ ん や

 科学
か が く

技術
ぎじゅつ

・学術
がくじゅつ

政策
せいさく

局
きょく

政策
せいさく

課
か
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附
ふ

 則
そく

 

 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

（令和
れ い わ

３年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

56号
ごう

）の施行
し こ う

の日
ひ

から施行
し こ う

する。
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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

的
てき

取扱
とりあつか

い、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

等
とう

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
さ べ つ

的
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

  

○ 障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

として、学校
がっこう

、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

、スポーツ施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

において、一律
いちりつ

に窓口
まどぐち

対応
たいおう

を拒否
き ょ ひ

し、又
また

は対応
たいおう

の順序
じゅんじょ

を後回
あとまわ

しにすること。 

 

○ 障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

として、一律
いちりつ

に資料
しりょう

の送付
そ う ふ

、パンフレットの提供
ていきょう

、説明
せつめい

会
かい

やシンポジウムへの出席
しゅっせき

等
とう

を拒
こば

んだり、資料
しりょう

等
とう

に関
かん

する必要
ひつよう

な説明
せつめい

を省
はぶ

いたりする

こと。 

 

○ 障害
しょうがい

の種類
しゅるい

や程度
て い ど

、サービス提供
ていきょう

の場面
ば め ん

における本人
ほんにん

や第三者
だいさんしゃ

の安全
あんぜん

性
せい

などにつ

いて考慮
こうりょ

することなく、一律
いちりつ

にあるいは漠然
ばくぜん

とした安全
あんぜん

上
じょう

の問題
もんだい

を理由
り ゆ う

に社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

、スポーツ施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

の施設
し せ つ

利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

すること。例
たと

えば、車椅子
く る ま い す

利用
り よ う

者
しゃ

が体育
たいいく

館
かん

の利用
り よ う

を希望
き ぼ う

した場合
ば あ い

に、他
ほか

の利用
り よ う

者
しゃ

の活動
かつどう

に支障
ししょう

がないにも関
かか

わら

ず、単
たん

にタイヤの跡
あと

が付
つ

いてしまうという理由
り ゆ う

で体育
たいいく

館
かん

の利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

すること。 

 

○ 障害
しょうがい

があることを理由
り ゆ う

として、具体的
ぐ た い て き

な場面
ば め ん

や状況
じょうきょう

に応
おう

じた検討
けんとう

を行
おこな

うことな

く、障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

し一律
いちりつ

に、入学
にゅうがく

の出願
しゅつがん

の受理
じ ゅ り

、受験
じゅけん

、入学
にゅうがく

、授業
じゅぎょう

等
とう

の受講
じゅこう

や研究
けんきゅう

指導
し ど う

、実習
じっしゅう

等
とう

校外
こうがい

教育
きょういく

活動
かつどう

、入寮
にゅうりょう

、式典
しきてん

参加
さ ん か

を拒
こば

むことや、これらを拒
こば

まない代
か

わ

りとして正当
せいとう

な理由
り ゆ う

のない条件
じょうけん

を付
ふ

すこと。 

 

○ 試験
し け ん

等
とう

において合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を受
う

けたことを理由
り ゆ う

に、当該
とうがい

試験
し け ん

等
とう

の結果
け っ か

を

学習
がくしゅう

評価
ひょうか

の対象
たいしょう

から除外
じょがい

したり、評価
ひょうか

において差
さ

を付
つ

けたりすること。 

 

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
さ べ つ

的
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

 

○ 学校
がっこう

、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

、スポーツ施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

において、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

等
とう

するために必要
ひつよう

な範囲
は ん い

で、プライバシーに配慮
はいりょ

しつつ、障害
しょうがい

者
しゃ

である利用
り よ う

者
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。（障害
しょうがい

者
しゃ

本人
ほんにん

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

の観点
かんてん

） 

 

○ 通級
つうきゅう

による指導
し ど う

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

及
およ

び特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

において、特別
とくべつ

の教育
きょういく

課程
か て い

を

編成
へんせい

すること。（障害
しょうがい

者
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

） 

 

○ アレルギー疾患
しっかん

を有
ゆう

する障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

の実習
じっしゅう

において、アレルゲンとな

（別紙
べ っ し

1） 
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る材料
ざいりょう

を使用
し よ う

するなど、病気
びょうき

や障害
しょうがい

の特性
とくせい

等
とう

によって実習
じっしゅう

に必要
ひつよう

な作業
さぎょう

の遂行
すいこう

上
じょう

具体的
ぐ た い て き

な危険
き け ん

の発生
はっせい

が見込
み こ

まれる場合
ば あ い

、アレルゲンとならない材料
ざいりょう

に代替
だいたい

し、別
べつ

の

部屋
へ や

で実習
じっしゅう

を設定
せってい

すること。（障害
しょうがい

者
しゃ

本人
ほんにん

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

の観点
かんてん

） 

 

○ 手続
てつづき

を行
おこな

うため、障害
しょうがい

者
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
しょうがい

者
しゃ

本人
ほんにん

に対
たい

し障害
しょうがい

の状況
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
しょうがい

者
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

に当
あ

たり得
う

る配慮
はいりょ

の例
れい

 

(1) 物理的
ぶ つ り て き

環境
かんきょう

への配慮
はいりょ

や人的
じんてき

支援
し え ん

の配慮
はいりょ

の例
れい

 

①主
しゅ

として物理的
ぶ つ り て き

環境
かんきょう

への配慮
はいりょ

に関
かん

するもの 

○ 学校
がっこう

、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

、スポーツ施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

において、災害
さいがい

時
じ

の警報音
けいほうおん

、

緊急
きんきゅう

連絡
れんらく

等
とう

が聞
き

こえにくい障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

し、災害
さいがい

時
じ

に関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

の管理
か ん り

する施設
し せ つ

の

職員
しょくいん

が直接
ちょくせつ

災害
さいがい

を知
し

らせたり、緊急
きんきゅう

情報
じょうほう

・館内
かんない

放送
ほうそう

を視覚
し か く

的
てき

に受容
じゅよう

することがで

きる警報
けいほう

設備
せ つ び

・電光
でんこう

表示
ひょうじ

機器
き き

等
とう

を用意
よ う い

したりすること。 

 

○ 管理
か ん り

する施設
し せ つ

・敷地内
し き ち な い

において、車椅子
く る ま い す

利用
り よ う

者
しゃ

のためにキャスター上
あ

げ等
とう

の

補助
ほ じ ょ

をし、又
また

は段差
だ ん さ

に携帯
けいたい

スロープを渡
わた

すこと。 

 

○ 配架
は い か

棚
だな

の高
たか

い所
ところ

に置
お

かれた図書
と し ょ

やパンフレット等
とう

を取
と

って渡
わた

したり、図書
と し ょ

やパ

ンフレット等
とう

の位置
い ち

を分
わ

かりやすく伝
つた

えたりすること。 

 

○ 疲労
ひ ろ う

を感
かん

じやすい障害
しょうがい

者
しゃ

から別室
べっしつ

での休憩
きゅうけい

の申出
もうしで

があった際
さい

、別室
べっしつ

の確保
か く ほ

が

困難
こんなん

である場合
ば あ い

に、当該
とうがい

障害
しょうがい

者
しゃ

に事情
じじょう

を説明
せつめい

し、対応
たいおう

窓口
まどぐち

の近
ちか

くに長
なが

椅子
い す

を移動
い ど う

させて臨時
り ん じ

の休憩
きゅうけい

スペースを設
もう

けること。 

 

◯ 移動
い ど う

に困難
こんなん

のある学生
がくせい

等
とう

のために、通学
つうがく

のための駐車場
ちゅうしゃじょう

を確保
か く ほ

したり、参加
さ ん か

す

る授業
じゅぎょう

で使用
し よ う

する教室
きょうしつ

をアクセスしやすい場所
ば し ょ

に変更
へんこう

したりすること。 

 

○ 学校
がっこう

、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

、スポーツ施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

において、障害
しょうがい

のある子供
こ ど も

が

必要
ひつよう

以上
いじょう

の発声
はっせい

やこだわりのある行動
こうどう

をするなど落
お

ち着
つ

かない状況
じょうきょう

にある場合
ば あ い

に、保護者
ほ ご し ゃ

から子供
こ ど も

の特性
とくせい

やコミュニケーションの方法
ほうほう

等
とう

について聞
き

き取
と

った上
うえ

で、落
お

ち着
つ

くことができるよう、個室
こ し つ

等
とう

を提供
ていきょう

すること。  

 

○ 児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

が医療
いりょう

的
てき

ケアを必要
ひつよう

とする場合
ば あ い

、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や特性
とくせい

に配慮
はいりょ

しなが
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ら、医療
いりょう

的
てき

ケアの実施
じ っ し

のための別室
べっしつ

等
とう

を用意
よ う い

するなど、衛生的
えいせいてき

な環境
かんきょう

を提供
ていきょう

する

こと。  

 

〇 劇場
げきじょう

・音楽
おんがく

堂
どう

等
とう

において、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や字幕
じ ま く

、音声
おんせい

ガイド等
とう

の対応
たいおう

に努
つと

めるとと

もに、施設
し せ つ

や公演
こうえん

主催者
しゅさいしゃ

等
とう

のウェブサイトや SNS等
とう

で、鑑賞
かんしょう

サポートに関
かん

する

情報
じょうほう

提供
ていきょう

に努
つと

めること。 

 

②主
しゅ

として人的
じんてき

支援
し え ん

の配慮
はいりょ

に関
かん

するもの   

○ 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
しょうがい

者
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、

介助
かいじょ

する位置
い ち

（左右
さ ゆ う

・前後
ぜ ん ご

・距離
き ょ り

等
とう

）について、障害
しょうがい

者
しゃ

の希望
き ぼ う

を聞
き

いたりするこ

と。 

 

〇 介助
かいじょ

等
とう

を行
おこな

う学生
がくせい

（以下
い か

「支援
し え ん

学生
がくせい

」という。）、保護者
ほ ご し ゃ

、支援
し え ん

員
いん

等
とう

の教室
きょうしつ

への

入室
にゅうしつ

、授業
じゅぎょう

や試験
し け ん

でのパソコン入力
にゅうりょく

支援
し え ん

、移動
い ど う

支援
し え ん

、待合室
まちあいしつ

での待機
た い き

を許可
き ょ か

す

ること。 

 

○ 学校
がっこう

、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

、スポーツ施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

において、視覚
し か く

障害
しょうがい

のある者
もの

からトイレの個室
こ し つ

へ案内
あんない

するよう求
もと

めがあった場合
ば あ い

に、求
もと

めに応
おう

じてトイレの

個室
こ し つ

まで案内
あんない

すること。その際
さい

、同性
どうせい

の職員
しょくいん

がいる場合
ば あ い

は、障害
しょうがい

者
しゃ

本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

に応
おう

じて同性
どうせい

の職員
しょくいん

が案内
あんない

すること。 

 

(2) 情報
じょうほう

の取得
しゅとく

、利用
り よ う

及
およ

び意思
い し

疎通
そ つ う

への配慮
はいりょ

の例
れい

   

○ 学校
がっこう

、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

、スポーツ施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

において、筆談
ひつだん

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、

読
よ

み上
あ

げ、手話
し ゅ わ

、点字
て ん じ

、支援
し え ん

機器
き き

、触覚
しょっかく

による意思
い し

伝達
でんたつ

などによる多様
た よ う

なコミュ

ニケーション手段
しゅだん

、るびや写真
しゃしん

、イラストなど分
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
い し

疎通
そ つ う

の配慮
はいりょ

を行
おこな

うこと。  

 

○ 情報
じょうほう

保障
ほしょう

の観点
かんてん

から、見
み

えにくさに応
おう

じた情報
じょうほう

の提供
ていきょう

（聞
き

くことで内容
ないよう

が理解
り か い

できる説明
せつめい

・資料
しりょう

や、拡大
かくだい

コピー、拡大
かくだい

文字
も じ

又
また

は点字
て ん じ

を用
もち

いた資料
しりょう

、カラーユニ

バーサルデザインに配慮
はいりょ

した資料
しりょう

、遠
とお

くのものや動
うご

きの速
はや

いものなど触
さわ

ることが

できないものを確認
かくにん

できる模型
も け い

や写真
しゃしん

等
とう

の提供
ていきょう

）、聞
き

こえにくさに応
おう

じた視覚
し か く

的
てき

な

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、見
み

えにくさと聞
き

こえにくさの両方
りょうほう

がある場合
ば あ い

に応
おう

じた情報
じょうほう

の提供
ていきょう

（手
て

のひらに文字
も じ

を書
か

いて伝
つた

える、活動
かつどう

や場所
ば し ょ

の手
て

がかりとなるものを示
しめ

す等
とう

）、

知的
ち て き

障害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

の提供
ていきょう

（伝
つた

える内容
ないよう

の要点
ようてん

を筆記
ひ っ き

する、漢字
か ん じ

にるびを振
ふ

る、単語
た ん ご

や文節
ぶんせつ

の区切
く ぎ

りに空白
くうはく

を挟
はさ

んで記述
きじゅつ

する「分
わ

かち書
が

き」にする、なじみ
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のない外来語
が い ら い ご

は避
さ

ける等
とう

）を行
おこな

うこと。また、その際
さい

、各
かく

媒体
ばいたい

間
かん

でページ番号
ばんごう

等
とう

が異
こと

なり得
う

ることに留意
りゅうい

して使用
し よ う

すること。  

 

○ 知的
ち て き

障害
しょうがい

のある利用
り よ う

者
しゃ

等
とう

に対
たい

し、抽象的
ちゅうしょうてき

な言葉
こ と ば

ではなく、具体的
ぐ た い て き

な言葉
こ と ば

を使
つか

う

こと。例
たと

えば、「手続
てつづき

」や「申請
しんせい

」などのサービスを受
う

ける際
さい

に必要
ひつよう

な言葉
こ と ば

の意味
い み

を短
みじか

い言葉
こ と ば

で分
わ

かりやすく具体的
ぐ た い て き

に説明
せつめい

して、当該
とうがい

利用
り よ う

者
しゃ

等
とう

が理解
り か い

しているかを

確認
かくにん

すること。  

 

○ 言葉
こ と ば

だけを聞
き

いて理解
り か い

することや言葉
こ と ば

だけでの意思
い し

疎通
そ つ う

に困難
こんなん

がある障害
しょうがい

者
しゃ

に

対
たい

し、絵
え

や写真
しゃしん

カード、コミュニケーションボード、タブレット端末
たんまつ

等
とう

の ICT機器
き き

の活用
かつよう

、視覚
し か く

的
てき

に伝
つた

えるための情報
じょうほう

の文字
も じ

化
か

、質問
しつもん

内容
ないよう

を「はい」又
また

は「いい

え」で端的
たんてき

に答
こた

えられるようにすることなどにより意思
い し

を確認
かくにん

したり、本人
ほんにん

の

自己
じ こ

選択
せんたく

・自己
じ こ

決定
けってい

を支援
し え ん

したりすること。 

 

○ 比喩
ひ ゆ

表現
ひょうげん

等
とう

の理解
り か い

が困難
こんなん

な障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

し、比喩
ひ ゆ

や暗喩
あ ん ゆ

、二重
にじゅう

否定
ひ て い

表現
ひょうげん

などを用
もち

いずに説明
せつめい

すること。 

 

(3) ルール・慣行
かんこう

の柔軟
じゅうなん

な変更
へんこう

の例
れい

  

○ 学校
がっこう

、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

、スポーツ施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

において、事務
じ む

手続
てつづき

の際
さい

に、

職員
しょくいん

や教員
きょういん

、支援
し え ん

学生
がくせい

等
とう

が必要
ひつよう

書類
しょるい

の代筆
だいひつ

を行
おこな

うこと。 

 

○ 障害
しょうがい

者
しゃ

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

の理解
り か い

を得
え

た上
うえ

で、

当該
とうがい

障害
しょうがい

者
しゃ

の順番
じゅんばん

が来
く

るまで別室
べっしつ

や席
せき

を用意
よ う い

すること。 

 

○ 他人
た に ん

との接触
せっしょく

、多人数
おおにんずう

の中
なか

にいることによる緊張
きんちょう

のため、不随意
ふ ず い い

の発声
はっせい

等
とう

があ

る場合
ば あ い

、緊張
きんちょう

を緩和
か ん わ

するため、当該
とうがい

障害
しょうがい

者
しゃ

に説明
せつめい

の上
うえ

、施設
し せ つ

の状況
じょうきょう

に応
おう

じて別室
べっしつ

を用意
よ う い

すること。 

 

○ 学校
がっこう

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

において、視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

に対
たい

して板書
ばんしょ

やスクリーン等
とう

がよく

見
み

えるように、黒板
こくばん

等
とう

に近
ちか

い席
せき

を確保
か く ほ

すること。   

 

○ スポーツ施設
し せ つ

、文化
ぶ ん か

施設
し せ つ

等
とう

において、移動
い ど う

に困難
こんなん

のある障害
しょうがい

者
しゃ

を早
はや

めに入場
にゅうじょう

さ

せ席
せき

に誘導
ゆうどう

したり、車椅子
く る ま い す

を使用
し よ う

する障害
しょうがい

者
しゃ

の希望
き ぼ う

に応
おう

じて、決
き

められた車椅子
く る ま い す

用
よう

以外
い が い

の客席
きゃくせき

も使用
し よ う

できるようにしたりすること。 

 



17 

 

○ 入学
にゅうがく

試験
し け ん

や検定
けんてい

試験
し け ん

において、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の希望
き ぼ う

、障害
しょうがい

の状況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえ、

別室
べっしつ

での受験
じゅけん

、試験
し け ん

時間
じ か ん

の延長
えんちょう

、点字
て ん じ

や拡大
かくだい

文字
も じ

、音声
おんせい

読
よ

み上
あ

げ機能
き の う

の使用
し よ う

、

車椅子
く る ま い す

の持参
じ さ ん

使用
し よ う

等
とう

を許可
き ょ か

すること。 

 

○ 点字
て ん じ

や拡大
かくだい

文字
も じ

、音声
おんせい

読
よ

み上
あ

げ機能
き の う

を使用
し よ う

して学習
がくしゅう

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

のために、

授業
じゅぎょう

で使用
し よ う

する教科書
きょうかしょ

や資料
しりょう

、問題
もんだい

文
ぶん

を点訳
てんやく

又
また

は拡大
かくだい

したものやテキストデータ

等
とう

を事前
じ ぜ ん

に渡
わた

すこと。  

 

○ 聞
き

こえにくさのある児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

に対
たい

し、外国語
が い こ く ご

のヒアリングの際
さい

に、音質
おんしつ

・

音量
おんりょう

を調整
ちょうせい

したり、文字
も じ

による代替
だいたい

問題
もんだい

を用意
よ う い

したりすること。 

 

○ 知的
ち て き

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

に対
たい

し、抽象的
ちゅうしょうてき

な言葉
こ と ば

や文章
ぶんしょう

を説明
せつめい

する際
さい

、絵
え

カー

ド、文字
も じ

カード、ICT機器
き き

等
とう

、分
わ

かりやすい教材
きょうざい

・教具
きょうぐ

に代
か

えて行
おこな

うこと。 

   

○ 肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

に対
たい

し、体育
たいいく

の授業
じゅぎょう

の際
さい

に、上
じょう

・下肢
か し

の機能
き の う

に応
おう

じてボール運動
うんどう

におけるボールの大
おお

きさや投
な

げる距離
き ょ り

を変
か

えたり、走
そう

運動
うんどう

における

走
はし

る距離
き ょ り

を短
みじか

くしたり、スポーツ用
よう

車椅子
く る ま い す

の使用
し よ う

を許可
き ょ か

したりすること。 

 

○ 日常的
にちじょうてき

に医療
いりょう

的
てき

ケアを要
よう

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

に対
たい

し、 本人
ほんにん

が対応
たいおう

可能
か の う

な場合
ば あ い

もある

ことなどを含
ふく

め、配慮
はいりょ

を要
よう

する程度
て い ど

には個人差
こ じ ん さ

があることに留意
りゅうい

して、医療
いりょう

機関
き か ん

や

本人
ほんにん

が日常的
にちじょうてき

に支援
し え ん

を受
う

けている介助
かいじょ

者
しゃ

等
とう

と連携
れんけい

を図
はか

り、個々
こ こ

の状態
じょうたい

や必要
ひつよう

な

支援
し え ん

を丁寧
ていねい

に確認
かくにん

し、過剰
かじょう

に活動
かつどう

の制限
せいげん

等
とう

をしないようにすること。 

 

○ 慢性
まんせい

的
てき

な病気
びょうき

等
とう

のために他
ほか

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

と同
おな

じように運動
うんどう

ができない児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

に対
たい

し、運動
うんどう

量
りょう

を軽減
けいげん

したり、代替
だいたい

できる運動
うんどう

を用意
よ う い

したりするなど、病気
びょうき

等
とう

の

特性
とくせい

を理解
り か い

し、過度
か ど

に予防
よ ぼ う

又
また

は排除
はいじょ

をすることなく、参加
さ ん か

するための工夫
く ふ う

をするこ

と。 

 

○ 病気
びょうき

療養
りょうよう

等
とう

のため学習
がくしゅう

できない期間
き か ん

が生
しょう

じる児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

に対
たい

し、ICT を活用
かつよう

し

た学習
がくしゅう

活動
かつどう

や補講
ほ こ う

を行
おこな

うなど、学習
がくしゅう

機会
き か い

を確保
か く ほ

する方法
ほうほう

を工夫
く ふ う

すること。  

 

○ 読
よ

み・書
か

き等
とう

に困難
こんなん

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

のために、授業
じゅぎょう

や試験
し け ん

において読
よ

みやす

い字体
じ た い

による資料
しりょう

を作成
さくせい

したり、タブレット端末
たんまつ

等
とう

の ICT機器
き き

使用
し よ う

を許可
き ょ か

したり、

筆記
ひ っ き

に代
か

えて口頭
こうとう

試問
し も ん

で行
おこな

ったりすること。  
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○ 障害
しょうがい

の特性
とくせい

等
とう

により人前
ひとまえ

での発表
はっぴょう

が困難
こんなん

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

に対
たい

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて

代替
だいたい

措置
そ ち

としてレポートを課
か

すことや、児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

が自
みずか

らの発表
はっぴょう

を録画
ろ く が

したもの

を発表
はっぴょう

用
よう

資料
しりょう

として活用
かつよう

すること。  

 

○ 学校
がっこう

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

において、対人
たいじん

関係
かんけい

の形成
けいせい

に困難
こんなん

があったり、意思
い し

を伝
つた

えることに

時間
じ か ん

を要
よう

したりする児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
とう

に対
たい

し、活動
かつどう

時間
じ か ん

を十分
じゅうぶん

に確保
か く ほ

したり障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じて個別
こ べ つ

に対応
たいおう

したりすること。  

 

〇 理工
り こ う

系
けい

の実験
じっけん

、地質
ち し つ

調査
ちょうさ

のフィールドワークなどでグループワークができない

学生
がくせい

等
とう

や、実験
じっけん

の手順
てじゅん

や試薬
し や く

を混同
こんどう

するなど、作業
さぎょう

が危険
き け ん

な学生
がくせい

等
とう

に対
たい

し、当該
とうがい

科目
か も く

の履修
りしゅう

に当
あ

たり、個別
こ べ つ

の実験
じっけん

時間
じ か ん

や実習
じっしゅう

課題
か だ い

を設定
せってい

するほか、個別
こ べ つ

のティー

チング・アシスタント等
とう

を付
つ

けることや、実験
じっけん

補助
ほ じ ょ

のための機器
き き

などの教室
きょうしつ

設備
せ つ び

の整備
せ い び

等
とう

をすること。 

 

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

  

○ 入学
にゅうがく

試験
し け ん

や検定
けんてい

試験
し け ん

等
とう

において、筆記
ひ っ き

が困難
こんなん

なためデジタル機器
き き

の使用
し よ う

を求
もと

める

申出
もうしで

があった場合
ば あ い

に、「デジタル機器
き き

の使用
し よ う

を認
みと

めた前例
ぜんれい

がない」という理由
り ゆ う

で、

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。  

 

〇 介助
かいじょ

を必要
ひつよう

とする障害
しょうがい

者
しゃ

から、講座
こ う ざ

の受講
じゅこう

に当
あ

たり介助
かいじょ

者
しゃ

の同席
どうせき

を求
もと

める申出
もうしで

が

あった場合
ば あ い

に、当該
とうがい

講座
こ う ざ

が受講
じゅこう

者
しゃ

本人
ほんにん

のみの参加
さ ん か

をルールとしていることを理由
り ゆ う

とし

て、受講
じゅこう

者
しゃ

である障害
しょうがい

者
しゃ

本人
ほんにん

の個別
こ べ つ

事情
じじょう

や講座
こ う ざ

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

等
とう

を確認
かくにん

することなく、

一律
いちりつ

に介助
かいじょ

者
しゃ

の同席
どうせき

を断
ことわ

ること。  

 

○ 自由
じ ゆ う

席
せき

での開催
かいさい

を予定
よ て い

しているセミナーにおいて、視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

からスクリーンや

板書
ばんしょ

等
とう

がよく見
み

える席
せき

でのセミナー受講
じゅこう

を希望
き ぼ う

する申出
もうしで

があった場合
ば あ い

に、事前
じ ぜ ん

の座席
ざ せ き

確保
か く ほ

などの対応
たいおう

を検討
けんとう

せずに「特別
とくべつ

扱
あつか

いはできない」という理由
り ゆ う

で一律
いちりつ

に対応
たいおう

を断
ことわ

ること。  

 

○ 視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

が、点字
て ん じ

ブロックのないイベント会場
かいじょう

内
ない

の移動
い ど う

に必要
ひつよう

な介助
かいじょ

を求
もと

める

場合
ば あ い

に、「安全
あんぜん

上
じょう

何
なに

かあったら困
こま

る」という理由
り ゆ う

で移動
い ど う

介助
かいじょ

の可能
か の う

性
せい

を検討
けんとう

せず、

一律
いちりつ

に介助
かいじょ

を断
ことわ

ること。  

 

○ 着替
き が

えに介助
かいじょ

を必要
ひつよう

とするスポーツ施設
し せ つ

の利用
り よ う

者
しゃ

が、支援
し え ん

者
しゃ

と共
とも

に利用
り よ う

できる

更衣室
こ う い し つ

を希望
き ぼ う

した場合
ば あ い

に、空
あ

いている会議室
か い ぎ し つ

や事務
じ む

室
しつ

など代替
だいたい

施設
し せ つ

を検討
けんとう

することな



19 

 

く、設備
せ つ び

がないという理由
り ゆ う

で一律
いちりつ

に対応
たいおう

を断
ことわ

ること。  

 

〇 劇場
げきじょう

・音楽
おんがく

堂
どう

等
とう

において、車椅子
く る ま い す

利用
り よ う

者
しゃ

から施設
し せ つ

の構造上
こうぞうじょう

もしくは前
ぜん

席
せき

の観客
かんきゃく

の

体格
たいかく

や行動
こうどう

等
とう

により舞台
ぶ た い

がよく見
み

えないこと等
とう

を理由
り ゆ う

として、観覧
かんらん

席
せき

の変更
へんこう

を求
もと

める

申出
もうしで

があった場合
ば あ い

に、車椅子
く る ま い す

利用
り よ う

者
しゃ

観覧
かんらん

席
せき

の床面
ゆかめん

を嵩
かさ

上
あ

げしたり、良好
りょうこう

な視野
し や

を

確保
か く ほ

できる別
べつ

の場所
ば し ょ

や席
せき

に案内
あんない

したりといった対応
たいおう

が可能
か の う

かどうかの検討
けんとう

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。 

 

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

   

○ 医療
いりょう

的
てき

ケア児
じ

が体調
たいちょう

不良
ふりょう

のため登校
とうこう

ができない場合
ば あ い

に、医療
いりょう

的
てき

ケア看護
か ん ご

職員
しょくいん

に

家庭
か て い

での個別
こ べ つ

の体調
たいちょう

管理
か ん り

を依頼
い ら い

する等
とう

、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

を保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

から求
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

）  

 

○ オンライン講座
こ う ざ

の配信
はいしん

のみを行
おこな

っている社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

等
とう

が、オンラインでの集団
しゅうだん

受講
じゅこう

では内容
ないよう

の理解
り か い

が難
むずか

しいことを理由
り ゆ う

に対面
たいめん

での個別
こ べ つ

指導
し ど う

を求
もと

められた場合
ば あ い

に、

当該
とうがい

対応
たいおう

はその事業
じぎょう

の目的
もくてき

・内容
ないよう

とは異
こと

なるものであり、対面
たいめん

での個別
こ べ つ

指導
し ど う

を可能
か の う

と

する人的
じんてき

体制
たいせい

・設備
せ つ び

も有
ゆう

していないため、当該
とうがい

対応
たいおう

を断
ことわ

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
ほんしつ

的
てき

な変更
へんこう

には及
およ

ばないことの観点
かんてん

） 

 

○ 図書
と し ょ

館
かん

等
とう

において、混雑
こんざつ

時
じ

に視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

から職員
しょくいん

等
とう

に対
たい

し、館内
かんない

を付
つ

き添
そ

って

利用
り よ う

の補助
ほ じ ょ

を求
もと

められた場合
ば あ い

に、混雑
こんざつ

時
じ

のため付添
つ き そ

いはできないが、職員
しょくいん

が聞
き

き取
と

った書籍
しょせき

等
とう

を準備
じゅんび

することができる旨
むね

を提案
ていあん

すること。（過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

（人的
じんてき

・体制
たいせい

上
じょう

の制約
せいやく

）の観点
かんてん

）  

 

○ 発達
はったつ

障害
しょうがい

等
とう

の特性
とくせい

のある大
だい

学生
がくせい

から、得意
と く い

科目
か も く

で習得
しゅうとく

した単位
た ん い

を不
ふ

得意
と く い

な科目
か も く

の

単位
た ん い

として認定
にんてい

してほしい（卒業
そつぎょう

要件
ようけん

を変更
へんこう

して単位
た ん い

認定
にんてい

をしてほしい）と要望
ようぼう

さ

れた場合
ば あ い

、受講
じゅこう

方法
ほうほう

の調整
ちょうせい

などの支援
し え ん

策
さく

を提示
て い じ

しつつ、卒業
そつぎょう

要件
ようけん

を変更
へんこう

しての単位
た ん い

認定
にんてい

は、自
じ

大学
だいがく

におけるディプロマ・ポリシー等
とう

に照
て

らし、教育
きょういく

の目的
もくてき

・内容
ないよう

・

機能
き の う

の本質
ほんしつ

的
てき

な変更
へんこう

に当
あ

たるとの判断
はんだん

から、当該
とうがい

対応
たいおう

を断
ことわ

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
ほんしつ

的
てき

な変更
へんこう

には及
およ

ばないことの観点
かんてん

）  

 

○ 車椅子
く る ま い す

利用
り よ う

者
しゃ

が試合
し あ い

直前
ちょくぜん

になって介助
かいじょ

者
しゃ

を同伴
どうはん

してスポーツを観戦
かんせん

することにな

った場合
ば あ い

に、介助
かいじょ

者
しゃ

席
せき

として車椅子
く る ま い す

利用
り よ う

者
しゃ

の隣
となり

の席
せき

は用意
よ う い

できなかったが、できる

だけ近接
きんせつ

した席
せき

を用意
よ う い

すること。（過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

（物理的
ぶ つ り て き

・技術的
ぎじゅつてき

制約
せいやく

）の観点
かんてん

）  
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○ 歩行
ほ こ う

に困難
こんなん

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

やその保護者
ほ ご し ゃ

から段差
だ ん さ

でつまずかないように特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援
し え ん

員
いん

を追加
つ い か

で配置
は い ち

するよう求
もと

めがあった場合
ば あ い

に、つまずきを防止
ぼ う し

するための

方策
ほうさく

について検討
けんとう

した結果
け っ か

として、例
たと

えば簡易
か ん い

スロープによる段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

といった

代替
だいたい

案
あん

を提案
ていあん

すること。（過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

の観点
かんてん

） 

 

６ 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

と環境
かんきょう

の整備
せ い び

の関係
かんけい

に係
かか

る例
れい

   

○ 校長
こうちょう

が、教職員
きょうしょくいん

による特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に対
たい

する理解
り か い

を促進
そくしん

するための校内
こうない

研修
けんしゅう

を

実施
じ っ し

（環境
かんきょう

の整備
せ い び

）するとともに、教職員
きょうしょくいん

が、児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人
ひ と り

一人
ひ と り

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

等
とう

に

応
おう

じた配慮
はいりょ

を行
おこな

うこと。（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

） 

 

○ 設置
せ っ ち

者
しゃ

が、エレベーターやバリアフリートイレ、スロープの設置
せ っ ち

といった学校
がっこう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

を進
すす

める（環境
かんきょう

の整備
せ い び

）とともに、教職員
きょうしょくいん

が、車椅子
く る ま い す

を利用
り よ う

する

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の求
もと

めに応
おう

じて教室
きょうしつ

間
かん

の移動
い ど う

等
とう

の補助
ほ じ ょ

を行
おこな

うこと。（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

） 

 

○ 障害
しょうがい

者
しゃ

から申込
もうしこみ

書類
しょるい

への代筆
だいひつ

を求
もと

められた場合
ば あ い

に円滑
えんかつ

に対応
たいおう

できるよう、あらか

じめ申込
もうしこみ

手続
てつづき

における適切
てきせつ

な代筆
だいひつ

の仕方
し か た

について研修
けんしゅう

を行
おこな

う（環境
かんきょう

の整備
せ い び

）ととも

に、障害
しょうがい

者
しゃ

から代筆
だいひつ

を求
もと

められた場合
ば あ い

には、研修
けんしゅう

内容
ないよう

を踏
ふ

まえ、本人
ほんにん

の意向
い こ う

を確認
かくにん

しながら担当者
たんとうしゃ

が代筆
だいひつ

すること。（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

） 

 

○ オンラインでの申込
もうしこみ

手続
てつづき

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

に、手続
てつづき

を行
おこな

うためのウェブサイトが障害
しょうがい

者
しゃ

にとって利用
り よ う

しづらいものとなっていることから、手続
てつづき

に際
さい

しての支援
し え ん

を求
もと

める

申出
もうしで

があった場合
ば あ い

に、求
もと

めに応
おう

じて電話
で ん わ

や電子
で ん し

メールでの対応
たいおう

を行
おこな

う（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

）とともに、以後
い ご

、障害
しょうがい

者
しゃ

がオンライン申込
もうしこ

みの際
さい

に不便
ふ べ ん

を感
かん

じることのな

いよう、ウェブサイトの改良
かいりょう

を行
おこな

うこと。（環境
かんきょう

の整備
せ い び

） 

 

○ 講演会
こうえんかい

等
とう

で、情報
じょうほう

保障
ほしょう

の観点
かんてん

から、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

を配置
は い ち

したり、スクリーンへ文字
も じ

情報
じょうほう

を提示
て い じ

したりする（環境
かんきょう

の整備
せ い び

）とともに、申出
もうしで

があった際
さい

に、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

や

文字
も じ

情報
じょうほう

が見
み

えやすい位置
い ち

に座席
ざ せ き

を設定
せってい

すること。（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

）  

 

○ 社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

等
とう

を利用
り よ う

する知的
ち て き

障害
しょうがい

者
しゃ

や読字
ど く じ

に障害
しょうがい

のある方
かた

に向
む

けて、わかりや

すい資料
しりょう

を準備
じゅんび

したり、施設
し せ つ

内
ない

の看板
かんばん

や表示
ひょうじ

にるびやピクトグラムを使用
し よ う

したりする

（環境
かんきょう

の整備
せ い び

）と
）

ともに、利用
り よ う

者
しゃ

一人
ひ と り

一人
ひ と り

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

等
とう

に応
おう

じて、スタッフがわ

かりやすい言葉
こ と ば

を用
もち

いて説明
せつめい

、代読
だいどく

する等
とう

の配慮
はいりょ

を行
おこな

うこと。（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

） 

 



21 

 

〇 図書
と し ょ

館
かん

への来館
らいかん

が困難
こんなん

な障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

して、郵送
ゆうそう

や宅配
たくはい

による貸出
かしだし

等
とう

のサービスを

行
おこな

う（環境
かんきょう

の整備
せ い び

）とともに、それらを独自
ど く じ

に行
おこな

っていない図書
と し ょ

館
かん

において、郵送
ゆうそう

や宅配
たくはい

による貸出
かしだし

等
とう

のサービスを行
おこな

っている図書
と し ょ

館
かん

と連携
れんけい

し利用
り よ う

者
しゃ

一人
ひ と り

一人
ひ と り

の障害
しょうがい

の程度
て い ど

に応
おう

じた貸出
かしだし

等
とう

の配慮
はいりょ

を行
おこな

うこと。（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

） 
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分野
ぶ ん や

別の留意
りゅうい

点
てん

 

教育
きょういく

分野
ぶ ん や

 

 

１ 総論
そうろん

 

権利
け ん り

条約
じょうやく

のうち、教育
きょういく

分野
ぶ ん や

について規定
き て い

した第
だい

24条
じょう

は、教育
きょういく

についての障害
しょうがい

者
しゃ

の権利
け ん り

を認
みと

めることを明言
めいげん

し、「インクルーシブ教育
きょういく

システム」（inclusive education 

system、障害
しょうがい

者
しゃ

を包容
ほうよう

する教育
きょういく

制度
せ い ど

）及
およ

び生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の確保
か く ほ

を締
てい

約
やく

国
こく

に求
もと

めている。  

 これらは、人間
にんげん

の多様
た よ う

性
せい

の尊重
そんちょう

等
とう

の強化
きょうか

、障害
しょうがい

者
しゃ

が精神
せいしん

的
てき

及
およ

び身体
しんたい

的
てき

な能力
のうりょく

等
とう

を可能
か の う

な最大
さいだい

限度
げ ん ど

まで発達
はったつ

させ、自由
じ ゆ う

な社会
しゃかい

に効果
こ う か

的
てき

に参加
さ ん か

することを可能
か の う

とするとの目的
もくてき

の

下
もと

、障害
しょうがい

のある者
もの

と障害
しょうがい

のない者
もの

が共
とも

に学
まな

ぶ仕組
し く

みであり、障害
しょうがい

のある者
もの

が一般的
いっぱんてき

な

教育
きょういく

制度
せ い ど

から排除
はいじょ

されないこと、自己
じ こ

の生活
せいかつ

する地域
ち い き

において初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

の機会
き か い

が与
あた

えられること、個人
こ じ ん

に必要
ひつよう

な合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

が提供
ていきょう

されること等
とう

が必要
ひつよう

とされている。 

 障害
しょうがい

者
しゃ

基本
き ほ ん

法
ほう

においては、第
だい

４条第
じょうだい

１項
こう

において「何人
なんぴと

も、障害
しょうがい

者
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」と、ま

た、同条
どうじょう

第
だい

２項
こう

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

は、それを必要
ひつよう

としている障害
しょうがい

者
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」とされている。さらに、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、教育
きょういく

基本
き ほ ん

法
ほう

第
だい

４条第
じょうだい

２

項
こう

において「障害
しょうがい

のある者
もの

が、その障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じ、十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けられるよう、

教育
きょういく

上
じょう

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を講
こう

じなければならない」とされているほか、障害
しょうがい

者
しゃ

基本
き ほ ん

法
ほう

第
だい

16条第
じょうだい

１項
こう

において「障害
しょうがい

者
しゃ

が、その年
ねん

齢
れい

及
およ

び能力
のうりょく

に応
おう

じ、かつ、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

が受
う

けられるようにするため、可能
か の う

な限
かぎ

り障害
しょうがい

者
しゃ

である児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

が障害
しょうがい

者
しゃ

でな

い児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

と共
とも

に教育
きょういく

を受
う

けられるよう配慮
はいりょ

しつつ、教育
きょういく

の内容
ないよう

及
およ

び方法
ほうほう

の改善
かいぜん

及
およ

び充実
じゅうじつ

を図
はか

る等
とう

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならない」とされている。  

 学校
がっこう

教育
きょういく

分野
ぶ ん や

においては、これらの規定
き て い

も踏
ふ

まえて既
すで

に権利
け ん り

条約
じょうやく

等
とう

への対応
たいおう

のための

取組
とりくみ

が進
すす

められており、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

等
とう

の考
かん

え方
かた

も、中央
ちゅうおう

教育
きょういく

審
しん

議会
ぎ か い

初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

分科会
ぶ ん か か い

が平成
へいせい

24年
ねん

７月
がつ

に取
と

りまとめた「共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

に向
む

けたインクルーシブ教育
きょういく

システム

構築
こうちく

のための特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

（報告
ほうこく

）」及
およ

び文部
も ん ぶ

科学
か が く

省
しょう

高等
こうとう

教育
きょういく

局
きょく

長
ちょう

決定
けってい

により

開催
かいさい

された「障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の修学
しゅうがく

支援
し え ん

に関
かん

する検討
けんとう

会
かい

」が平成
へいせい

29年
ねん

３月
がつ

に取
と

りまとめ

た「障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の修学
しゅうがく

支援
し え ん

に関
かん

する検討
けんとう

会
かい

報告
ほうこく

（第
だい

二次
に じ

まとめ）」等
とう

により示
しめ

されて

いる。 

また、平成
へいせい

31年
ねん

３月
がつ

に取
と

りまとめられた「学校
がっこう

卒業
そつぎょう

後
ご

における障害
しょうがい

者
しゃ

の学
まな

びの推進
すいしん

に

関
かん

する有識者
ゆうしきしゃ

会議
か い ぎ

」報告
ほうこく

書
しょ

において、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず共
とも

に学
まな

ぶ場
ば

づくりに当
あ

た

（別紙
べ っ し

２） 
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って、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

の必要
ひつよう

性
せい

が示
しめ

されている。 

さらに、令和
れ い わ

４年
ねん

９月
がつ

に公表
こうひょう

された障害
しょうがい

者
しゃ

権利
け ん り

委員会
い い ん か い

からの総括
そうかつ

所見
しょけん

において、

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の保障
ほしょう

も含
ふく

めた教育
きょういく

環境
かんきょう

の改善
かいぜん

等
とう

について勧告
かんこく

された。令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

には

「通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

への支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

に関
かん

する検討
けんとう

会議
か い ぎ

報告
ほうこく

」

も取
と

りまとめられ、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

においても障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

一人
ひ と り

一人
ひ と り

の教育
きょういく

的
てき

ニーズ

に応
おう

じた適切
てきせつ

な指導
し ど う

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

がなされるよう方向
ほうこう

性
せい

が示
しめ

されている。 

加
くわ

えて、令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

より、法
ほう

の改正
かいせい

等
とう

を背景
はいけい

として、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の修学
しゅうがく

支援
し え ん

に

関
かん

する検討
けんとう

会
かい

が改
あらた

めて設置
せ っ ち

され、高等
こうとう

教育
きょういく

段階
だんかい

における障害
しょうがい

学生
がくせい

の修学
しゅうがく

支援
し え ん

のあり方
かた

に

ついて検討
けんとう

が行
おこな

われている。 

また、令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

６月
がつ

には視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

等
とう

の読書
どくしょ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（令和
れ い わ

元
がん

年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

49号
ごう

）が、令和
れ い わ

４年
ねん

５月
がつ

には障害
しょうがい

者
しゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

び利用
り よ う

並
なら

びに意思
い し

疎通
そ つ う

に係
かか

る施策
し さ く

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（令和
れ い わ

４年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

50号
ごう

）が、それぞれ成立
せいりつ

したところであ

り、これらの法
ほう

による理念
り ね ん

や規定
き て い

を踏
ふ

まえた取組
とりくみ

は、学校
がっこう

教育
きょういく

段階
だんかい

だけでなく、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

における生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

提供
ていきょう

者
しゃ

や社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

等
とう

においても共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて

同様
どうよう

に推進
すいしん

されるべきものである。 

教育
きょういく

基本
き ほ ん

法
ほう

第
だい

４条第
じょうだい

２項
こう

による義務
ぎ む

を負
お

うのは国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

であるが、障害
しょうがい

者
しゃ

基本
き ほ ん

法
ほう

第
だい

４条
じょう

及
およ

び同条
どうじょう

を具体
ぐ た い

化
か

する法
ほう

の理念
り ね ん

を踏
ふ

まえ、学校
がっこう

教育
きょういく

を行
おこな

う事業者
じぎょうしゃ

において

も、これらの法
ほう

の理念
り ね ん

や規定
き て い

、有識者
ゆうしきしゃ

会議
か い ぎ

により示
しめ

された考
かんが

え方
かた

を参考
さんこう

とし、取組
とりくみ

を

一層
いっそう

推進
すいしん

することが必要
ひつよう

である。また、専修
せんしゅう

学校
がっこう

及
およ

び各種
かくしゅ

学校
がっこう

を設置
せ っ ち

する事業者
じぎょうしゃ

におい

ては、後述
こうじゅつ

する初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

段階
だんかい

又
また

は高等
こうとう

教育
きょういく

段階
だんかい

のうち相当
そうとう

する教育
きょういく

段階
だんかい

の留意
りゅうい

点
てん

を

参考
さんこう

として対応
たいおう

することが望
のぞ

ましい。 

なお、これらの法
ほう

の理念
り ね ん

や規定
き て い

、有識者
ゆうしきしゃ

会議
か い ぎ

により示
しめ

された考
かんが

え方
かた

は、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の修学
しゅうがく

支援
し え ん

及
およ

び、学校
がっこう

卒業
そつぎょう

後
ご

に社会
しゃかい

で学
まな

ぶ機会
き か い

の全体
ぜんたい

に関
かん

するも

のであり、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

を受
う

けて行
おこな

う合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

にとどまらず、これらに基
もと

づく取組
とりくみ

を推進
すいしん

することにより、当該
とうがい

意思
い し

の表明
ひょうめい

がない場合
ば あ い

にも、適切
てきせつ

と思
おも

われる配慮
はいりょ

に関
かん

する建設的
けんせつてき

対話
た い わ

を働
はたら

きかけるなどの自主的
じ し ゅ て き

な

取組
とりくみ

も推進
すいしん

され、自
みずか

ら意思
い し

を表明
ひょうめい

することが必
かなら

ずしも容易
よ う い

ではない障害
しょうがい

児
じ

・者
しゃ

も差別
さ べ つ

を

受
う

けることのない環境
かんきょう

の醸成
じょうせい

につながることが期待
き た い

される。 

 

２ 初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

段階
だんかい

 

(1) 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

に関
かん

する留意
りゅうい

点
てん

 

障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

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

については、中央
ちゅうおう

教育
きょういく

審議会
し ん ぎ か い

初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

分科会
ぶ ん か か い

の報告
ほうこく

に示
しめ

された合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえて対応
たいおう

する

ことが適当
てきとう

である。具体的
ぐ た い て き

には、主
しゅ

として以下
い か

の点
てん

に留意
りゅうい

する。 

ア 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の合意
ご う い

形成
けいせい

に当
あ

たっては、権利
け ん り

条約
じょうやく

第
だい

24条第
じょうだい

１項
こう

にある、人間
にんげん

の多様
た よ う
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性
せい

の尊重
そんちょう

等
とう

の強化
きょうか

、障害
しょうがい

者
しゃ

が精神
せいしん

的
てき

及
およ

び身体
しんたい

的
てき

な能力
のうりょく

等
とう

を可能
か の う

な最大
さいだい

限度
げ ん ど

まで

発達
はったつ

させ、自由
じ ゆ う

な社会
しゃかい

に効果
こ う か

的
てき

に参加
さ ん か

することを可能
か の う

とするといった目的
もくてき

に合致
が っ ち

す

るかどうかの観点
かんてん

から検討
けんとう

が行
おこな

われることが重要
じゅうよう

である。 

イ 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

は、一人
ひ と り

一人
ひ と り

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や教育
きょういく

的
てき

ニーズ等
とう

に応
おう

じ、設置
せ っ ち

者
しゃ

・学校
がっこう

（学校
がっこう

教育
きょういく

法
ほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

26号
ごう

）第
だい

１条
じょう

に規定
き て い

する学校
がっこう

（大学
だいがく

及
およ

び高等
こうとう

専門
せんもん

学校
がっこう

を除
のぞ

く。）をいう。以下
い か

同
おな

じ。）及
およ

び本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

により、発達
はったつ

の段階
だんかい

を考慮
こうりょ

し

つつ合意
ご う い

形成
けいせい

を図
はか

った上
うえ

で提供
ていきょう

されることが望
のぞ

ましく、その内容
ないよう

を個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

に明記
め い き

することが重要
じゅうよう

である。 

ウ 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の合意
ご う い

形成
けいせい

後
ご

も、幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

一人
ひ と り

一人
ひ と り

の発達
はったつ

の程度
て い ど

、適応
てきおう

の

状況
じょうきょう

等
とう

を勘案
かんあん

しながら柔軟
じゅうなん

に見直
み な お

しができることを共通
きょうつう

理解
り か い

とすることが重要
じゅうよう

で

ある。 

エ 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

は、障害
しょうがい

者
しゃ

がその能力
のうりょく

を可能
か の う

な最大
さいだい

限度
げ ん ど

まで発達
はったつ

させ、自由
じ ゆ う

な社会
しゃかい

に

効果
こ う か

的
てき

に参加
さ ん か

することを可能
か の う

とするとの目的
もくてき

の下
もと

、障害
しょうがい

のある者
もの

と障害
しょうがい

のない者
もの

が

共
とも

に学
まな

ぶ仕組
し く

みであるインクルーシブ教育
きょういく

システムの理念
り ね ん

に照
て

らし、その障害
しょうがい

のあ

る幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

が十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

が受
う

けられるために提供
ていきょう

できているかという

観点
かんてん

から評価
ひょうか

することが重要
じゅうよう

である。例
たと

えば、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

や個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

について、各
かく

学校
がっこう

において計画
けいかく

に基
もと

づき実行
じっこう

した結果
け っ か

を評価
ひょうか

して定期
て い き

的
てき

に見直
み な お

すなど、ＰＤＣＡサイクルを確立
かくりつ

させていくことが重要
じゅうよう

である。 

オ 進学
しんがく

や進級
しんきゅう

等
とう

の移行
い こ う

時
じ

においても途切
と ぎ

れることのない一貫
いっかん

した支援
し え ん

を提供
ていきょう

するた

め、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

の引継
ひ き つ

ぎ、学校
がっこう

間
かん

や関係
かんけい

機関
き か ん

も含
ふく

めた情報
じょうほう

交換
こうかん

等
とう

により、

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の引継
ひ き つ

ぎを行
おこな

うことが必要
ひつよう

である。 

なお、学校
がっこう

教育
きょういく

分野
ぶ ん や

において、障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

の将来
しょうらい

的
てき

な自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を見据
み す

えた障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

支援
し え ん

の必要
ひつよう

性
せい

及
およ

びインクルーシブ教育
きょういく

システムの

理念
り ね ん

に鑑
かんが

み、幼児
よ う じ

教育
きょういく

段階
だんかい

や小
しょう

学校
がっこう

入学
にゅうがく

時点
じ て ん

において、意思
い し

の表明
ひょうめい

の有無
う む

に関
かか

わら

ず、幼児
よ う じ

及
およ

び児童
じ ど う

に対
たい

して適切
てきせつ

と思
おも

われる支援
し え ん

を検討
けんとう

するため、幼児
よ う じ

及
およ

び児童
じ ど う

の障害
しょうがい

の

状態
じょうたい

等
とう

の把握
は あ く

に努
つと

めることが望
のぞ

ましい。具体的
ぐ た い て き

には、保護者
ほ ご し ゃ

と連携
れんけい

し、プライバシーに

も留意
りゅうい

しつつ、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が実施
じ っ し

する乳
にゅう

幼児
よ う じ

健診
けんしん

の結果
け っ か

や就学
しゅうがく

前
まえ

の療育
りょういく

の状況
じょうきょう

、

就学
しゅうがく

相談
そうだん

の内容
ないよう

を参考
さんこう

とすること、後述
こうじゅつ

する校内
こうない

委員会
い い ん か い

において幼児
よ う じ

及
およ

び児童
じ ど う

の支援
し え ん

の

ニーズ等
とう

に関
かん

する実態
じったい

把握
は あ く

を適切
てきせつ

に行
おこな

うこと等
とう

が考
かんが

えられる。また、障害
しょうがい

のある子供
こ ど も

一人
ひ と り

一人
ひ と り

の教育
きょういく

的
てき

ニーズや必要
ひつよう

な支援
し え ん

の内容
ないよう

を、複数
ふくすう

の担当者
たんとうしゃ

で検討
けんとう

したり、実態
じったい

の

的確
てきかく

な把握
は あ く

（各種
かくしゅ

のアセスメント等
とう

）や個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

等
とう

を作成
さくせい

するために専門家
せ ん も ん か

等
とう

の活用
かつよう

を図
はか

ったりするなど、具体的
ぐ た い て き

な対応
たいおう

を組織
そ し き

的
てき

に進
すす

めることが大切
たいせつ

である。 

 

(２) 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の例
れい

 

別紙
べ っ し

１のほか、報告
ほうこく

において整理
せ い り

された合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の観点
かんてん

や障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の例
れい

及
およ

び独立
どくりつ
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行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国立
こくりつ

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

総合
そうごう

研究所
けんきゅうじょ

が運営
うんえい

する「インクルーシブ教育
きょういく

システム構築
こうちく

支援
し え ん

データベース」や「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

教材
きょうざい

ポータルサイト」も参考
さんこう

とすることが効果
こ う か

的
てき

である。 

なお、これらに示
しめ

されているもの以外
い が い

は提供
ていきょう

する必要
ひつよう

がないということではなく、

一人
ひ と り

一人
ひ と り

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や教育
きょういく

的
てき

ニーズ等
とう

に応
おう

じて決定
けってい

されることが望
のぞ

ましい。 

 

(３) 相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に関
かん

する留意
りゅうい

点
てん

 

学校
がっこう

教育
きょういく

法
ほう

第
だい

81条第
じょうだい

１項
こう

の規定
き て い

により、私立
し り つ

学校
がっこう

を含
ふく

め、障害
しょうがい

により教育
きょういく

上
じょう

特別
とくべつ

の

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

が在籍
ざいせき

する全
すべ

ての学校
がっこう

において、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を

実施
じ っ し

することとされている。 

学校
がっこう

の校長
こうちょう

（園長
えんちょう

を含
ふく

む。以下
い か

同
おな

じ。）は、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の実施
じ っ し

の責任者
せきにんしゃ

として、自
みずか

らが特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

や障害
しょうがい

に関
かん

する認識
にんしき

を深
ふか

めるとともに、リーダーシップを発揮
は っ き

しつ

つ、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

のセンター的
てき

機能
き の う

等
とう

も活用
かつよう

しながら、次
つぎ

の体制
たいせい

の整備
せ い び

を行
おこな

い、組織
そ し き

と

して十分
じゅうぶん

に機能
き の う

するよう教職員
きょうしょくいん

を指導
し ど う

することが重要
じゅうよう

である。 

ア 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーターの指名
し め い

 

各
かく

学校
がっこう

の校長
こうちょう

は、各
かく

学校
がっこう

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

のため、主
おも

に、２（３）イに

述
の

べる校内
こうない

委員会
い い ん か い

や校内
こうない

研修
けんしゅう

の企画
き か く

・運営
うんえい

、関係
かんけい

諸
しょ

機関
き か ん

や関係
かんけい

する学校
がっこう

との連絡
れんらく

・

調整
ちょうせい

、保護者
ほ ご し ゃ

からの相談
そうだん

窓口
まどぐち

などの役割
やくわり

を担
にな

う教員
きょういん

を「特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネータ

ー」に指名
し め い

し、校務
こ う む

分掌
ぶんしょう

に明確
めいかく

に位置
い ち

付
づ

ける。 

また、校長
こうちょう

は、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーターが合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の合意
ご う い

形成
けいせい

、提供
ていきょう

、

評価
ひょうか

、引継
ひ き つ

ぎ等
とう

の一連
いちれん

の過程
か て い

において重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を担
にな

うことに十分
じゅうぶん

留意
りゅうい

し、学校
がっこう

にお

いて組織
そ し き

的
てき

に機能
き の う

するよう努
つと

める。 

イ 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する校内
こうない

委員会
い い ん か い

の設置
せ っ ち

 

各
かく

学校
がっこう

においては、校長
こうちょう

のリーダーシップの下
もと

、全校
ぜんこう

的
てき

な支援
し え ん

体制
たいせい

を確立
かくりつ

し、障害
しょうがい

のある又
また

はその可能
か の う

性
せい

があり特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

としている幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

の実態
じったい

把握
は あ く

や支援
し え ん

方策
ほうさく

の検討
けんとう

等
とう

を行
おこな

うため、校内
こうない

に特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する校内
こうない

委員会
い い ん か い

を設置
せ っ ち

する。 

校内
こうない

委員会
い い ん か い

は、校長
こうちょう

、教頭
きょうとう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター、教務
きょうむ

主任
しゅにん

、生徒
せ い と

指導
し ど う

主事
し ゅ じ

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

担当
たんとう

教員
きょういん

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

担当
たんとう

教員
きょういん

、養護
よ う ご

教諭
きょうゆ

、対象
たいしょう

の幼児
よ う じ

、

児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

の学級
がっきゅう

担任
たんにん

、学年
がくねん

主任
しゅにん

、その他
た

必要
ひつよう

と認
みと

められる者
もの

などで構成
こうせい

する。 

 

学校
がっこう

においては、主
しゅ

として学級
がっきゅう

担任
たんにん

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター等
とう

が、幼児
よ う じ

、

児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

・保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

からの相談
そうだん

及
およ

び現
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

を最初
さいしょ

に受
う

け付
つ

けることが想定
そうてい

される。各
かく

学校
がっこう

は、相談
そうだん

等
とう

を受
う

けた学級
がっきゅう

担任
たんにん

や特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター等
とう

と本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

との対話
た い わ

による合意
ご う い

形成
けいせい

が困難
こんなん

であ
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る場合
ば あ い

には、校内
こうない

委員会
い い ん か い

を含
ふく

む校内
こうない

体制
たいせい

への接続
せつぞく

が確実
かくじつ

に行
おこな

われるようにし、校長
こうちょう

のリ

ーダーシップの下
もと

、合意
ご う い

形成
けいせい

に向
む

けた検討
けんとう

を組織
そ し き

的
てき

に行
おこな

うことが必要
ひつよう

である。 

このような校内
こうない

体制
たいせい

を用
もち

いてもなお合意
ご う い

形成
けいせい

が難
むずか

しい場合
ば あ い

は、設置
せ っ ち

者
しゃ

である学校
がっこう

法人
ほうじん

等
とう

が、法的
ほうてき

知見
ち け ん

を有
ゆう

する専門家
せ ん も ん か

等
とう

の助言
じょげん

を得
え

るなどしつつ、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

に即
そく

して適切
てきせつ

に

対応
たいおう

することが必要
ひつよう

である。また、必要
ひつよう

に応
おう

じ、法
ほう

に基
もと

づいて設置
せ っ ち

される地域
ち い き

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

と連携
れんけい

を図
はか

ることも考
かんが

えられる。 

 

(４) 研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

に関
かん

する留意
りゅうい

点
てん

 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

は、地域
ち い き

住民
じゅうみん

等
とう

に対
たい

する啓発
けいはつ

活動
かつどう

として、「国民
こくみん

一人
ひ と り

一人
ひ と り

が法
ほう

の趣旨
し ゅ し

につい

て理解
り か い

を深
ふか

め、建設的
けんせつてき

対話
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
しょうがい

者
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」としている。 

この周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

において学校
がっこう

教育
きょういく

が果
は

たす役割
やくわり

は大
おお

きく、例
たと

えば、障害
しょうがい

者
しゃ

基本
き ほ ん

法
ほう

第
だい

16

条第
じょうだい

３項
こう

にも規定
き て い

されている障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

と障害
しょうがい

のない幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

の交流
こうりゅう

及
およ

び共同
きょうどう

学習
がくしゅう

は、障害
しょうがい

のない幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

が障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

と特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めるための絶好
ぜっこう

の機会
き か い

であり、

同
おな

じ社会
しゃかい

に生
い

きる人間
にんげん

として、お互
たが

いを正
ただ

しく理解
り か い

し、共
とも

に助
たす

け合
あ

い、支
ささ

え合
あ

って生
い

き

ていくことの大切
たいせつ

さを学
まな

ぶ場
ば

である。また、障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

の保護者
ほ ご し ゃ

、

障害
しょうがい

のない幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

の保護者
ほ ご し ゃ

や地域
ち い き

の方々が、共同
きょうどう

学習
がくしゅう

や学校
がっこう

開放
かいほう

等
とう

を通
つう

じ

て学校
がっこう

教育
きょういく

に関
かん

わることにより、障害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めていくことができる。 

学校
がっこう

においては、学校
がっこう

教育
きょういく

が担
にな

う重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を認識
にんしき

し、幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

の指導
し ど う

や

保護者
ほ ご し ゃ

との連絡
れんらく

に携
たずさ

わる教職員
きょうしょくいん

一人
ひ と り

一人
ひ と り

が、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

を理解
り か い

すると

ともに、障害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めることが重要
じゅうよう

である。 

 

３ 高等
こうとう

教育
きょういく

段階
だんかい

 

障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の修学
しゅうがく

支援
し え ん

については、本
ほん

項
こう

に記載
き さ い

の内容
ないよう

のほか、文部
も ん ぶ

科学
か が く

省
しょう

高等
こうとう

教育
きょういく

局長
きょくちょう

決定
けってい

による「障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の修学
しゅうがく

支援
し え ん

に関
かん

する検討
けんとう

会
かい

」において報告
ほうこく

されて

いる各
かく

「まとめ」も参照
さんしょう

しつつ対応
たいおう

することが望
のぞ

ましい。 

 

(１) 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

に関
かん

する留意
りゅうい

点
てん

 

障害
しょうがい

のある学生
がくせい

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

については、大学
だいがく

等
とう

（大学
だいがく

及
およ

び高等
こうとう

専門
せんもん

学校
がっこう

をいう。以下
い か

同
おな

じ。）が個々
こ こ

の学生
がくせい

の状態
じょうたい

・特性
とくせい

等
とう

に応
おう

じて提供
ていきょう

するものであり、

多様
た よ う

かつ個別
こ べ つ

性
せい

が高
たか

いものである。合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

するに当
あ

たり、大学
だいがく

等
とう

が指針
し し ん

とす

べき考
かんが

え方
かた

を項
こう

目
もく

別
べつ

に以下
い か

のように整理
せ い り

した。ここで示
しめ

すもの以外
い が い

は合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

として

提供
ていきょう

する必要
ひつよう

がないというものではなく、個々
こ こ

の学生
がくせい

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

・特性
とくせい

や教育
きょういく

的
てき

ニー

ズ等
とう

に応
おう

じて配慮
はいりょ

されることが望
のぞ

まれる。 
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① 機会
き か い

の確保
か く ほ

：障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に修学
しゅうがく

を断念
だんねん

することがないよう、修学
しゅうがく

機会
き か い

を確保
か く ほ

す

ること、また、高
たか

い教養
きょうよう

と専門
せんもん

的
てき

能力
のうりょく

を培
つちか

えるよう、教育
きょういく

の質
しつ

を維持
い じ

すること。 

② 情報
じょうほう

公開
こうかい

：障害
しょうがい

のある大学
だいがく

進学
しんがく

希望
き ぼ う

者
しゃ

や学内
がくない

の障害
しょうがい

のある学生
がくせい

に対
たい

し、大学
だいがく

等
とう

全体
ぜんたい

としての受入
う け い

れ姿勢
し せ い

・方針
ほうしん

を示
しめ

すこと。 

③ 決定
けってい

過程
か て い

：権利
け ん り

の主体
しゅたい

が学生
がくせい

本人
ほんにん

にあることを踏
ふ

まえ、学生
がくせい

本人
ほんにん

の要望
ようぼう

に基
もと

づい

た調整
ちょうせい

を行
おこな

うこと。 

④ 教育
きょういく

方法
ほうほう

等
とう

：情報
じょうほう

保障
ほしょう

、コミュニケーション上
じょう

の配慮
はいりょ

を行
おこな

うこと、また、

試験
し け ん

、成績
せいせき

評価
ひょうか

の実施
じ っ し

にあたっては、教育
きょういく

目標
もくひょう

や公平
こうへい

性
せい

を損
そこ

なう評価
ひょうか

基準
きじゅん

の変更
へんこう

や、合格
ごうかく

基準
きじゅん

を下
さ

げるなどの対応
たいおう

は行
おこな

わないよう留意
りゅうい

しつつ、配慮
はいりょ

を行
おこな

うこと。 

⑤ 支援
し え ん

体制
たいせい

：大学
だいがく

等
とう

全体
ぜんたい

として専門
せんもん

性
せい

のある支援
し え ん

体制
たいせい

の確保
か く ほ

に努
つと

めること。 

⑥ 施設
し せ つ

・設備
せ つ び

：安全
あんぜん

かつ円滑
えんかつ

に学生
がくせい

生活
せいかつ

を送
おく

れるよう、バリアフリー化
か

に配慮
はいりょ

する

こと。 

 

(２) 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の例
れい

 

  別紙
べ っ し

１のほか、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

学生
がくせい

支援
し え ん

機構
き こ う

が作成
さくせい

する「大学
だいがく

等
とう

における障害
しょうがい

のあ

る学生
がくせい

への支援
し え ん

・配慮
はいりょ

事例
じ れ い

」や「教職員
きょうしょくいん

のための障害
しょうがい

学生
がくせい

修学
しゅうがく

支援
し え ん

ガイド」、「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

ハンドブック」等
とう

も参考
さんこう

とすることが効果
こ う か

的
てき

である。 

なお、これらに示
しめ

されているもの以外
い が い

は提供
ていきょう

する必要
ひつよう

がないということではなく、

一人
ひ と り

一人
ひ と り

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や教育
きょういく

的
てき

ニーズ等
とう

に応
おう

じて決定
けってい

されることが望
のぞ

ましい。 

 

(３) 相談
そうだん

体制
たいせい

の整備
せ い び

に関
かん

する留意
りゅうい

点
てん

 

大学
だいがく

等
とう

の学長
がくちょう

（校長
こうちょう

を含
ふく

む。以下
い か

同
おな

じ。）は、リーダーシップを発揮
は っ き

し、大学
だいがく

等
とう

全体
ぜんたい

として、学生
がくせい

から相談
そうだん

を受
う

けた時
とき

の体制
たいせい

整備
せ い び

を含
ふく

む次
つぎ

のような支援
し え ん

体制
たいせい

を確保
か く ほ

すること

が重要
じゅうよう

である。 

ア 担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

の設置
せ っ ち

及
およ

び適切
てきせつ

な人的
じんてき

配置
は い ち

 

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

するに当
あ

たり、必要
ひつよう

に応
おう

じ、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の支援
し え ん

を専門
せんもん

に行
おこな

う

担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

の設置
せ っ ち

及
およ

び適切
てきせつ

な人的
じんてき

配置
は い ち

（専門
せんもん

性
せい

のある専任
せんにん

教職員
きょうしょくいん

、コーディネータ

ー、相談
そうだん

員
いん

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

の専門
せんもん

技術
ぎじゅつ

を有
ゆう

する支援
し え ん

者
しゃ

等
とう

）を行
おこな

うほか、学内
がくない

（学生
がくせい

相談
そうだん

に関
かん

する部署
ぶ し ょ

・施設
し せ つ

、保健
ほ け ん

管理
か ん り

に関
かん

する部署
ぶ し ょ

・施設
し せ つ

、学習
がくしゅう

支援
し え ん

に関
かん

する部署
ぶ し ょ

・施設
し せ つ

、

障害
しょうがい

に関
かん

する様々
さまざま

な専門
せんもん

性
せい

を持
も

つ教職員
きょうしょくいん

）との役割
やくわり

を明確
めいかく

にした上
うえ

で、関係
かんけい

部署
ぶ し ょ

・

施設
し せ つ

との連携
れんけい

を図
はか

る。 

なお、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の所属
しょぞく

学部
が く ぶ

や学科
が っ か

、担当
たんとう

教職員
きょうしょくいん

により提供
ていきょう

する支援
し え ん

の内容
ないよう

が 著
いちじる

しく異
こと

なるなどの状況
じょうきょう

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

は、学長
がくちょう

及
およ

び障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の支援
し え ん

を

専門
せんもん

に行
おこな

う担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

等
とう

を中心
ちゅうしん

に、これらの事案
じ あ ん

の内容
ないよう

を十分
じゅうぶん

に確認
かくにん

した上
うえ

で、必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

を図
はか

り、さらに再発
さいはつ

防止
ぼ う し

のための措置
そ ち

を講
こう

じることが重要
じゅうよう

である。 
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加
くわ

えて、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

と大学
だいがく

等
とう

との間
あいだ

で提供
ていきょう

する合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

の決定
けってい

が

困難
こんなん

な場合
ば あ い

、大学
だいがく

等
とう

は、本人
ほんにん

からの不服
ふ ふ く

申立
もうした

てを受
じゅ

理
り

し、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

への支援
し え ん

を

行
おこな

う部署
ぶ し ょ

や委員会
い い ん か い

等
とう

に対
たい

して、第三者
だいさんしゃ

的
てき

視点
し て ん

から中立
ちゅうりつ

的
てき

な立場
た ち ば

で調停
ちょうてい

ができる、

紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のための調整
ちょうせい

を行
おこな

う学内
がくない

組織
そ し き

を整備
せ い び

することが望
のぞ

ましい。 

これらの調整
ちょうせい

の結果
け っ か

、なお合意
ご う い

形成
けいせい

が難
むずか

しい場合
ば あ い

は、大学
だいがく

等
とう

の設置
せ っ ち

者
しゃ

である学校
がっこう

法人
ほうじん

等
とう

が、法的
ほうてき

知見
ち け ん

を有
ゆう

する専門家
せ ん も ん か

等
とう

の助言
じょげん

を得
え

るなどしつつ、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

に即
そく

して

適切
てきせつ

に対応
たいおう

することが必要
ひつよう

である。 

併
あわ

せて、大学
だいがく

等
とう

は、学内
がくない

の紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のための学内
がくない

組織
そ し き

の存在
そんざい

に加
くわ

えて、法
ほう

に基
もと

づく

紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のための学外
がくがい

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

の存在
そんざい

を障害
しょうがい

のある学生
がくせい

に周知
しゅうち

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて

連携
れんけい

を図
はか

ることが重要
じゅうよう

である。 

 イ 外部
が い ぶ

資源
し げ ん

の活用
かつよう

 

障害
しょうがい

は多岐
た き

にわたり、各
かく

大学
だいがく

等
とう

内
ない

の資源
し げ ん

のみでは十分
じゅうぶん

な対応
たいおう

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

があるこ

とから、必要
ひつよう

に応
おう

じ、学外
がくがい

（地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

、ＮＰＯ、他
ほか

の大学
だいがく

等
とう

、

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

など）の教育
きょういく

資源
し げ ん

の活用
かつよう

や障害
しょうがい

者
しゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、労働
ろうどう

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

との連携
れんけい

についても検討
けんとう

する。 

ウ 周囲
しゅうい

の学生
がくせい

の支援
し え ん

者
しゃ

としての活用
かつよう

 

障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の日常的
にちじょうてき

な支援
し え ん

には、多数
た す う

の人材
じんざい

が必要
ひつよう

となる場合
ば あ い

が多
おお

いことか

ら、周囲
しゅうい

の学生
がくせい

を支援
し え ん

者
しゃ

として活用
かつよう

することも一
ひと

つの方法
ほうほう

である。 

一方
いっぽう

で、これらの学生
がくせい

の支援
し え ん

者
しゃ

としての活用
かつよう

に当
あ

たっては、一部
い ち ぶ

の学生
がくせい

に過度
か ど

な

負担
ふ た ん

が掛
か

かることや支援
し え ん

に携
たずさ

わる学生
がくせい

と障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の人間
にんげん

関係
かんけい

に問題
もんだい

が生
しょう

じる

場合
ば あ い

があることから、これらに十分
じゅうぶん

留意
りゅうい

するとともに、障害
しょうがい

の知識
ち し き

や対応
たいおう

方法
ほうほう

、守秘
し ゅ ひ

義務
ぎ む

の徹底
てってい

等
とう

、事前
じ ぜ ん

に十分
じゅうぶん

な研修
けんしゅう

を行
おこな

い、支援
し え ん

の質
しつ

を担保
た ん ぽ

した上
うえ

で実施
じ っ し

することが

重要
じゅうよう

である。 

 

(４) 学生
がくせい

・教職員
きょうしょくいん

の理解
り か い

促進
そくしん

・意識
い し き

啓発
けいはつ

を図
はか

るための配慮
はいりょ

 

障害
しょうがい

のある学生
がくせい

からの様々
さまざま

な相談
そうだん

は、必
かなら

ずしも担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

に対
たい

して行
おこな

われるとは限
かぎ

ら

ず、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の身近
み ぢ か

にいる学生
がくせい

や教職員
きょうしょくいん

に対
たい

して行
おこな

われることも多
おお

いと考
かんが

えら

れる。それらに適切
てきせつ

に対応
たいおう

するためには、障害
しょうがい

により日常
にちじょう

生活
せいかつ

や学習
がくしゅう

場面
ば め ん

において様々
さまざま

な困難
こんなん

が生
しょう

じることについて、周囲
しゅうい

の学生
がくせい

や教職員
きょうしょくいん

が理解
り か い

していることが望
のぞ

ましく、

その理解
り か い

促進
そくしん

・意識
い し き

啓発
けいはつ

を図
はか

ることが重要
じゅうよう

である。なお、情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

方法
ほうほう

・共有
きょうゆう

内容
ないよう

等
とう

については、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

決定
けってい

と同様
どうよう

に、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

本人
ほんにん

との建設的
けんせつてき

対話
た い わ

によ

る相互
そ う ご

理解
り か い

を通
つう

じて決定
けってい

する必要
ひつよう

があることに留意
りゅうい

する。 

 

(５) 情報
じょうほう

公開
こうかい

 

各
かく

大学
だいがく

等
とう

は、障害
しょうがい

のある大学
だいがく

進学
しんがく

希望
き ぼ う

者
しゃ

や学内
がくない

の障害
しょうがい

のある学生
がくせい

に対
たい

し、大学
だいがく

等
とう



29 

 

全体
ぜんたい

としての受入
う け い

れ姿勢
し せ い

・方針
ほうしん

を明確
めいかく

に示
しめ

すことが重要
じゅうよう

である。 

また、各
かく

大学
だいがく

等
とう

が明確
めいかく

にすべき受入
う け い

れ姿勢
し せ い

・方針
ほうしん

は、入学
にゅうがく

試験
し け ん

における障害
しょうがい

のある

受験
じゅけん

者
しゃ

への配慮
はいりょ

の内容
ないよう

、大学
だいがく

構内
こうない

のバリアフリーの状況
じょうきょう

、入学
にゅうがく

後
ご

の支援
し え ん

内容
ないよう

・支援
し え ん

体制
たいせい

（支援
し え ん

に関
かん

する窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

状況
じょうきょう

、授業
じゅぎょう

や試験
し け ん

等
とう

における支援
し え ん

体制
たいせい

、教材
きょうざい

の保障
ほしょう

等
とう

）、受入
う け い

れ実績
じっせき

（入学
にゅうがく

者
しゃ

数
すう

、在学
ざいがく

者
しゃ

数
すう

、卒業
そつぎょう

・修了
しゅうりょう

者
しゃ

数
すう

、就職
しゅうしょく

者
しゃ

数
すう

等
とう

）など、

可能
か の う

な限
かぎ

り具体的
ぐ た い て き

に明示
め い じ

することが望
のぞ

ましく、それらの情報
じょうほう

をホームページ等
とう

に掲載
けいさい

するなど、広
ひろ

く情報
じょうほう

を公開
こうかい

することが重要
じゅうよう

である。なお、ホームページ等
とう

に掲載
けいさい

する

情報
じょうほう

は、障害
しょうがい

のある者
もの

が利用
り よ う

できるように情報
じょうほう

アクセシビリティに配慮
はいりょ

することが望
のぞ

まれる。 

 

４ 社会
しゃかい

教育
きょういく

・生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

 

(１) 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

に関
かん

する留意
りゅうい

点
てん

 

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、交流
こうりゅう

する機会
き か い

や共
とも

に学
まな

ぶ機会
き か い

を広
ひろ

く整備
せ い び

していくことが

重要
じゅうよう

である。教育
きょういく

基本
き ほ ん

法
ほう

第
だい

３条
じょう

では「生涯
しょうがい

にわたって、あらゆる機会
き か い

に、あらゆる

場所
ば し ょ

において学習
がくしゅう

することができ、その成果
せ い か

を適切
てきせつ

に生
い

かすことのできる社会
しゃかい

の実現
じつげん

が図
はか

られなければならない。」と規定
き て い

されている。また同法
どうほう

第
だい

４条第
じょうだい

２項
こう

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
しょうがい

のある者
もの

が、その障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じ、十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けられるよう、教育
きょういく

上
じょう

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を講
こう

じなければならない。」と規定
き て い

されており、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

等
とう

の担当者
たんとうしゃ

や生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

における学習
がくしゅう

機会
き か い

提供
ていきょう

者
しゃ

においては、学習
がくしゅう

参加
さ ん か

者
しゃ

本人
ほんにん

・家族
か ぞ く

等
とう

と可能
か の う

な限
かぎ

りの合意
ご う い

形成
けいせい

を図
はか

った上
うえ

で、一人
ひ と り

一人
ひ と り

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

やニーズ

等
とう

に応
おう

じた合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を決定
けってい

し、提供
ていきょう

することが期待
き た い

されている。 

「学校
がっこう

卒業
そつぎょう

後
ご

における障害
しょうがい

者
しゃ

の学
まな

びの推進
すいしん

に関
かん

する有識者
ゆうしきしゃ

会議
か い ぎ

」の報告
ほうこく

書
しょ

では、

以下
い か

に挙
あ

げるバリアが指摘
し て き

されている。 

① 学
まな

びの場
ば

における施設
し せ つ

・設備
せ つ び

面
めん

における環境
かんきょう

のバリア 

② 学習
がくしゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

主体
しゅたい

等
とう

の「障害
しょうがい

」に対
たい

する理解
り か い

や合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

に関
かん

する知識
ち し き

の不
ふ

十分
じゅうぶん

さによる意識
い し き

のバリア 

③ 学
まな

びの場
ば

にたどり着
つ

くまでの情報
じょうほう

や学習
がくしゅう

に参加
さ ん か

した際
さい

の情報
じょうほう

保障
ほしょう

の不
ふ

十分
じゅうぶん

さによ

る情報
じょうほう

のバリア 

①については、公民館
こうみんかん

や図書
と し ょ

館
かん

において個別
こ べ つ

に定
さだ

めている設置
せ っ ち

や運営
うんえい

についての

基準
きじゅん

の中
なか

で、障害
しょうがい

者
しゃ

の参加
さ ん か

促進
そくしん

や円滑
えんかつ

な利用
り よ う

に向
む

けた施設
し せ つ

整備
せ い び

に努
つと

めるものとしてい

る。加
くわ

えて②意識
い し き

のバリア③情報
じょうほう

のバリアに留意
りゅうい

し、社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

等
とう

における既存
き ぞ ん

事業
じぎょう

において、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の準備
じゅんび

があることを周知
しゅうち

する等
とう

、段階
だんかい

を踏
ふ

み、継続
けいぞく

して

障害
しょうがい

者
しゃ

が安心
あんしん

して学
まな

ぶことができる環境
かんきょう

を醸成
じょうせい

することも必要
ひつよう

である。障害
しょうがい

があるこ

とで、自由
じ ゆ う

に学習
がくしゅう

機会
き か い

を選択
せんたく

し、学
まな

ぶことが阻害
そ が い

されないよう、担当者
たんとうしゃ

や生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

提供
ていきょう

者
しゃ

が、障害
しょうがい

や合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

への理解
り か い

を深
ふか

め、参加
さ ん か

のための情報
じょうほう

提供
ていきょう

段階
だんかい

から留意
りゅうい

す
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ることが望
のぞ

まれる。 

 

(２) 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の例
れい

 

別紙
べ っ し

１に記載
き さ い

のある学習
がくしゅう

参加
さ ん か

時
じ

の合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

だけでなく、潜在
せんざい

的
てき

ニーズのある障害
しょうがい

者
しゃ

が社会
しゃかい

教育
きょういく

施設
し せ つ

等
とう

での学
まな

びの情報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、選択
せんたく

するに当
あ

たっての障壁
しょうへき

について、以下
い か

に挙
あ

げる配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

することが望
のぞ

ましい。 

〇 講座
こ う ざ

の広報
こうほう

に「車
くるま

椅
い

子
す

来
らい

場
じょう

可
か

」、「補助
ほ じ ょ

犬
けん

同伴可
ど う は ん か

」等
とう

、アイコン等
とう

を用
もち

いてわか

りやすく表示
ひょうじ

する。 

〇 視覚
し か く

障害
しょうがい

者
しゃ

へのパンフレットやイベントチラシに、点字
て ん じ

版
ばん

を作成
さくせい

したり、アプリ

で読込
よ み こ

みできる音声
おんせい

コードを記載
き さ い

して郵送
ゆうそう

したりする。  

〇 知的
ち て き

障害
しょうがい

や発達
はったつ

障害
しょうがい

のある参加
さ ん か

者
しゃ

に向
む

けたパンフレットや資料
しりょう

等
とう

にるびを振
ふ

る。 

 

スポーツ・文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

 

スポーツ分野
ぶ ん や

については、スポーツ基本
き ほ ん

法
ほう

第
だい

２条第
じょうだい

５項
こう

において、「スポーツは、障害
しょうがい

者
しゃ

が自主的
じ し ゅ て き

かつ積極的
せっきょくてき

にスポーツを行
おこな

うことができるよう、障害
しょうがい

の種類
しゅるい

及
およ

び程度
て い ど

に応
おう

じ

必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

をしつつ推進
すいしん

されなければならない。」と規定
き て い

されている。スポーツに関
かん

する

施設
し せ つ

及
およ

びサービス等
とう

を提供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

においては、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず誰
だれ

もが楽
たの

し

く安全
あんぜん

にスポーツに親
した

しむことができる環境
かんきょう

を整備
せ い び

し、障害
しょうがい

者
しゃ

がスポーツに参加
さ ん か

する

機会
き か い

の拡充
かくじゅう

を図
はか

るとの基本
き ほ ん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえて対応
たいおう

することが適当
てきとう

である。 

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

について、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

基本
き ほ ん

法
ほう

の前文
ぜんぶん

は、「我
わ

が国
くに

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

の振興
しんこう

を図
はか

るた

めには、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

の 礎
いしずえ

たる表現
ひょうげん

の自由
じ ゆ う

の重要
じゅうよう

性
せい

を深
ふか

く認識
にんしき

し、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を行
おこな

う者
もの

の自主
じ し ゅ

性
せい

を尊重
そんちょう

することを旨
むね

としつつ、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を国民
こくみん

の身近
み ぢ か

なものとし、それを尊重
そんちょう

し大切
たいせつ

にするよう包括
ほうかつ

的
てき

に施策
し さ く

を推進
すいしん

していくことが不可欠
ふ か け つ

である」との理念
り ね ん

を、障害
しょうがい

者
しゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

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

30年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

47号
ごう

）第
だい

３条
じょう

は、「文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を創造
そうぞう

し、享受
きょうじゅ

することが人々
ひとびと

の生
う

まれながらの権利
け ん り

であることに鑑
かんが

み、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、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

を鑑賞
かんしょう

し、これに参加
さ ん か

し、又
また

はこれを創造
そうぞう

することができ

るよう、障害
しょうがい

者
しゃ

による文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を幅広
はばひろ

く促進
そくしん

すること」等
とう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

をそれぞれ掲
かか

げている。文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

分野
ぶ ん や

の関係
かんけい

事業者
じぎょうしゃ

においては、これらの理念
り ね ん

に基
もと

づき、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

に親
した

しむことができるよう、適切
てきせつ

に対応
たいおう

することが

重要
じゅうよう

である。 

具体的
ぐ た い て き

には、以下
い か

の点
てん

に留意
りゅうい

する。 

○ 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

は、一人
ひ と り

一人
ひ と り

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

、活動
かつどう

内容
ないよう

等
とう

に応
おう

じて決定
けってい

さ

れるものである。本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

とよく相談
そうだん

し、可能
か の う

な限
かぎ

り合意
ご う い

形成
けいせい

を図
はか

った上
うえ

で

決定
けってい

し、提供
ていきょう

されることが望
のぞ

ましい。 

○ 障害
しょうがい

者
しゃ

が使用
し よ う

する用具
よ う ぐ

等
とう

が施設
し せ つ

の管理
か ん り

・維持
い じ

に与
あた

える影響
えいきょう

の程度
て い ど

については、
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具体的
ぐ た い て き

場面
ば め ん

や状況
じょうきょう

により異
こと

なるものであるため、当該
とうがい

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

することが重要
じゅうよう

である。 


