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（別紙）
べ っ し

●本文 第４ 条 （監督者の責務）関係
ほんぶん だい じょう かんとくしゃ せ き む かんけい

番 号 主な御意見の概要 御意見に対する 考 え方
ばん ごう おも ご い け ん がいよう ご い け ん たい かんが かた

第４ 条 第１項を以下とすること。 ご指摘を踏まえ，次のとおり 修 文いたします。
だい じょうだい こう い か し て き ふ つぎ しゅうぶん

「第４ 条 職 員のうち，課長相当 職 以上の地位にある者（以下「監督者」という ）は，前２ 条 に掲。
だい じょう しょくいん かちょうそうとうしょくいじょう ち い もの い か かんとくしゃ ぜん じょう かか

１ ・・・地位にあるものは，前２ 条 に掲げる事項に関し，次の各号に掲げる事項を実施しなければ げる事項に関し， 障 害を理由とする差別の解 消を推進するため，次の各号に掲げる事項を実施しなけ
ち い ぜん じょう かか じ こ う かん つぎ かくごう かか じ こ う じ っ し じ こ う かん しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん つぎ かくごう かか じ こ う じ っ し

ならない ればならない 」。

（理由）
り ゆ う

監督者の責務を明確にする観点から。
かんとくしゃ せ き む めいかく かんてん

●本文 第６ 条 （相談体制の整備）関係
ほんぶん だい じょう そうだんたいせい せ い び かんけい

４ 条 ，６ 条 （別紙）第４－３，第６に 「 障 害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を ご指摘を踏まえ，次のとおり 修 文いたします。， ，
じょう じょう べ っ し だい だい しょうがいとくせい おう た よ う しゅだん し て き ふ つぎ しゅうぶん

確保」及び「コミュニケーションを支援する者（手話通訳・要約筆記者等）を配置すること」 「第６ 条 ２ 相談等を受ける場合は，性別，年齢，状 態等に配慮するとともに、対面のほか，電話，
か く ほ およ し え ん もの しゅ わ つうやく ようやく ひ っ き しゃとう は い ち だい じょう そうだん とう う ば あ い せいべつ ねんれい じょうたいとう はいりょ たいめん で ん わ

ファックス，電子メールに加え， 障 害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段
で ん し くわ しょうがいしゃ た に ん はか さい ひつよう た よ う しゅだん

２ （理由） を可能な範囲で用意して対応するものとする 」。
り ゆ う か のう は ん い よ う い たいおう

障 害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴 覚 障 害者による合理的配
しょうがいしゃ さまざま しゅだん よ う い ちょうかくしょうがいしゃ ご う り て き はい

慮の表 明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者，要約筆記者等の配置が必要なため。
りょ ひょうめい そうだんおよ い し そ つ う はいりょ しゅ わ つうやくしゃ ようやく ひ っ き しゃとう は い ち ひつよう

第６ 条 ２の 相談などを 行 おうとする者は 手紙 電話 ＦＡＸ メールなどの任意の方法を用「 ， ， ， 、
だい じょう そうだん おこな もの て が み で ん わ に ん い ほうほう もち

， ， 」いて 前項各号に掲げる相談窓口のうち いずれの窓口にも相談を 行 うことができることとする
ぜんこうかくごう かか そうだんまどぐち まどぐち そうだん おこな

の項に以下を追記されたい。
こう い か つ い き

○ 受けた相談に対する返答には 相談者の 障 害の特性に合わせた配慮を十 分に 行 う 相談元「 ， 。
う そうだん たい へんとう そうだんしゃ しょうがい とくせい あ はいりょ じゅうぶん おこな そうだんもと

と同一の方法で返答することが望ましい」
どういつ ほうほう へんとう のぞ

３ （理由）
り ゆ う

「聴 覚 障 害 者がＦＡＸやメール等，文 章を用いて相談した場合，それに対する返答が電話だと
ちょうかくしょうがいしゃ とう ぶんしょう もち そうだん ば あ い たい へんとう で ん わ

理解できない。聴覚 障害者がＦＡＸやメール等の文 章で情 報発信やコミュニケーションをはか
り かい ちょうかくしょうがいしゃ とう ぶんしょう じょうほうはっしん

るのは 音声言語が聞こえないという理由からにより 他に変わる手段がない よって返答も電話， ， 。
おんせい げ ん ご き り ゆ う ほか か しゅだん へんとう で ん わ

ではなく文 章によるものでなければならない」
ぶんしょう

第２に「理解を得られない場合は，相談窓口と調 整を図ること 」と明記すること。 相談窓口である以上，ご理解を得られるよう対応することは，当然のことと 考 えており，遺漏の無いよ。
だい り か い え ば あ い そうだんまどぐち ちょうせい はか め い き そうだん まどぐち いじょう り か い え たいおう とうぜん かんが い ろ う な
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う対応させて 頂 きます。
たいおう いただ

４ （理由）
り ゆ う

上記の場合，調 整を図る必要があるため。
じょうき ば あ い ちょうせい はか ひつよう

第４項以下を以下のとおりとすること。 ご指摘を踏まえ，次のとおり 修 文・盛り込むことといたします。
だい こう い か い か し て き ふ つぎ しゅうぶん も こ

４ 第１項の相談窓口については，必要に応じ，相談体制の充 実を図るものとする。
だい こう そうだんまどぐち ひつよう おう そうだんたいせい じゅうじつ はか

５ 第１項の相談窓口については，障 害者及び関係者にわかりやすい 形 で周知されなければな ４ 第１項の相談窓口は，必要に応じ，相談体制の充 実を図るものとする。
だい こう そうだん まどぐち しょうがいしゃ かんけい しゃ かたち しゅうち だい こう そうだんまどぐち ひつよう おう そうだんたいせい じゅうじつ はか

らない。 ５ 第１項の相談窓口は，障 害者及び関係者にわかりやすい 形 で周知することとする。
だい こう そうだんまどぐち しょうがいしゃ かんけいしゃ かたち しゅうち

５ （理由）
り ゆ う

４ 相談体制の充 実を図る旨明記することが適切であることから。
そうだんたいせい じゅうじつ はか むね め い き てきせつ

５ 相談窓口の一覧が対応要 領に記載されただけではどこに相談すればよいのかわかりにくいこ
そうだん まどぐち いちらん たいおう ようりょう き さ い そうだん

とから，相談の実効性を高める観点から周知についての規定を加えるべき。
そうだん じっこうせい たか かんてん しゅうち き て い くわ

「相談窓口には障 害当事者を含む外部有識者を入れ，更に障 害者からの理解が得られない案件 案文において 「障 害者である 職 員等長 官官房秘書課長が指名する者」を相談窓口としています。な，
そうだん まどぐち しょうがい と う じ しゃ ふく が い ぶ ゆうしき しゃ い さら しょうがいしゃ り か い え あんけん あんぶん しょうがいしゃ しょくいんとう ちょうかん かんぼう ひしょ かちょ う し め い もの そうだん まどぐち

に関し，障 害当事者団体に意見を求め相談する等，建設的な解決に努める 」の文言を入れるこ お 相談窓口においては プライバシーや人事に係る情 報を 扱 うことも想定されることから 守秘義務。 ， ， ，
かん しょうがい と う じ しゃ だんたい い け ん もと そうだん など けんせつてき かいけつ つと もんごん い そうだんまどぐち じ ん じ かか じょうほう あつか そうてい し ゅ ひ ぎ む

と。 のかかっていない外部の方を参画させることは予定しておりません。
が い ぶ かた さんかく よ て い

６

（理由）
り ゆ う

障 害者と担当者の 間 で解決が 難 しい案件は 相談窓口を中 心に解決に当たるよう明文化が必要，
しょうがいしゃ たんとうしゃ あいだ かいけつ むずか あんけん そうだんまどぐち ちゅうしん かいけつ あ め い ぶ ん か ひつよう

なため。

●別紙 第２（正当な理由の判断の視点）関係
べ っ し だい せいとう り ゆ う はんだん し て ん かんけい

次の記述を追加する。 ご指摘を踏まえ，次のとおり 修 文いたします。
つぎ きじゅつ つ い か し て き ふ つぎ しゅうぶん

なお 「客 観 的に判断する」とは，主観的な判断に委ねられるのではなく，その主 張が客観 的 「・・・正当な理由に相当するか否かについて，具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解 釈するな，
きゃっかんてき はんだん しゅかんてき はんだん ゆだ しゅちょう きゃっかんてき せいとう り ゆ う そうとう いな ぐ た い て き けんとう せいとう り ゆ う かくだい かいしゃく

な事実によって裏付けられ，第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要と どして法の趣旨を損なうことなく，個別の事案ごとに，障 害者，第三者の権利利益・・・障 害者にそ
じ じ つ う ら づ だいさんしゃ た ち ば み なっとく え きゃっかんせい ひつよう ほう し ゅ し そこ こ べ つ じ あ ん しょうがいしゃ だいさんしゃ け ん り り え き しょうがいしゃ

されるものです また 正当な理由 を根拠に 不当な差別的取 扱 いを禁止する法の趣旨が形骸化 の理由を説明するものとし ・・・」。 ，「 」 ， ，
せいとう り ゆ う こんきょ ふ と う さ べ つ て き とりあつか き ん し ほう し ゅ し けいがい か り ゆ う せつめい

されるべきではなく，抽 象 的に事故の危惧がある，危険が想定されるといった理由によりサー
ちゅうしょうてき じ こ き ぐ き け ん そうてい り ゆ う

７ ビスを提 供しないといったことは適切ではありません。 また，案分においても 「個別の事案ごとに，障 害者，第三者の権利利益・・・及び宮内庁の事務又は，
ていきょう てきせつ あんぶん こ べ つ じ あ ん しょうがいしゃ だいさんしゃ け ん り り え き およ くないちょう じ む また

事業の目的・内容・機能の維持等の観点に 鑑 み，具体的場面や状 況に応じて総合的・客 観 的に判断
もくてき ないよう き の う い じ とう かんてん かんが ぐ た い て き ば め ん じょうきょう おう そうごうてき きゃっかんてき はんだん

（理由） することが必要である 」と明記しています。。
り ゆ う ひつよう め い き

厚労 省 福祉事業者向けガイドライン，経産 省 の対応指針案に上記の文 章が書かれている。これ
こうろうしょう ふ く し じぎょうしゃ む けいさんしょう たいおう し し ん あ ん じょうき ぶんしょう か

は非常に大事な視点である。
ひじょう だ い じ し て ん
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別紙第２ ４行目以降を以下とすること。 ご指摘を踏まえ，次のとおり 修 文いたします。
べ っ し だい ぎょうめ い こ う い か し て き ふ つぎ しゅうぶん

・・正当な理由に相当するか否かについて，具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解 釈する
せいとう り ゆ う そうとう いな ぐ た い て き けんとう せいとう り ゆ う かくだい かいしゃく

などして法の趣旨を損なうことなく 個別の事案ごとに 障 害者 第三者の権利利益・・・ 障 害者 「・・・正当な理由に相当するか否かについて，具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解 釈するなど， ， ，
ほう し ゅ し そこ こ べ つ じ あ ん しょうがいしゃ だいさんしゃ け ん り り え き しょうがいしゃ せいとう り ゆ う そうとう いな ぐ た い て き けんとう せいとう り ゆ う かくだいかいしゃく

にその理由を説明するものとし ・・・」 して法の趣旨を損なうことなく 個別の事案ごとに 障 害者 第三者の権利利益・・・障 害者にその理由， ， ， ，
り ゆ う せつめい ほう し ゅ し そこ こ べ つ じ あ ん しょうがいしゃ だいさんしゃ け ん り り え き しょうがいしゃ り ゆ う

を説明するものとし ・・・」，
せつめい

８ （理由）
り ゆ う

正当な拡大解 釈されることで結果として障 害を理由とする差別が解 消されない事態が 考 えら
せいとう かくだい かいしゃく け っ か しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう じ た い かんが

れることから。また，正当な理由があると判断した場合の障 害者への説明は義務化するべきであ
せいとう り ゆ う はんだん ば あ い しょうがいしゃ せつめい ぎ む か

ることから。

正当な理由は削除すべきである。 ご意見につきましては，障 害を理由とする差別の解 消の推進に関する基本方針（平成27年２月24日
せいとう り ゆ う さくじょ い け ん しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん き ほ ん ほうしん へいせい ねん がつ にち

閣議決定）において基本的な 考 え方が整理・記述されており，これに基づく対応要 領についても同様
か く ぎ けってい き ほ ん て き かんが かた せ い り きじゅつ もと たいおう ようりょう どうよう

（理由） の記述としております。
り ゆ う きじゅつ

， ， 。９ 正当な理由を判断するのは 障 害者当事者とその家族ではなく 常に行政側に委ねられている
せいとう り ゆ う はんだん しょうがいしゃ と う じ しゃ か ぞ く つね ぎょうせいがわ ゆだ

， 。行 政が障 害者に対して不当な差別的取 扱いをしないこと 合理的配慮をすることは義務である
ぎょうせい しょうがいしゃ たい ふ と う さ べ つ て き とりあつか ご う り て き はいりょ ぎ む

障 害は本人のせいではなく社会側が作っていることから多種多様な障 害者に対して社会的 障 壁
しょうがい ほんにん しゃかいがわ つく た し ゅ た よ う しょうがいしゃ たい しゃかいてきしょうへき

の除去は公的機関は義務である。差別を解 消することが本来の目的であり正当な理由を記載する
じょきょ こうてき き か ん ぎ む さ べ つ かいしょう ほんらい もくてき せいとう り ゆ う き さ い

ことはおかしい。

●別紙 第４（合理的配慮の基本的な 考 え方）関係
べ っ し だい ごうりてきはいりょ き ほ ん てき かんが かた かんけい

「合理的配慮は，宮内庁の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし，必要とされる範囲で本来 ご意見につきましては，障 害を理由とする差別の解 消の推進に関する基本方針（平成27年２月24日
ごうりてきはいりょ くないちょう じ む ま た じぎょう もくてき ないよう き の う て ひつよう は ん い ほんらい い け ん しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん き ほ ん ほうしん へいせい ねん にち

１０ 業務に付随するものに限られること」とされているが，本来業務の範囲を厳格に解 釈して，合理 閣議決定）において基本的な 考 え方が整理・記述されており，これに基づく対応要 領についても同様
ぎょうむ ふ ず い かぎ ほんらい ぎょうむ は ん い げんかく かいしゃく ご う り か く ぎ けってい き ほ ん てき かんが かた せ い り きじゅつ もと たいおう ようりょう どうよう

的配慮を提 供すべき場面を限定すべきではない。 の記述としております。対応要 領の運用に当たっては，いただいた御意見を参考にさせて 頂 きます。
てきはいりょ ていきょう ば め ん げんてい きじゅつ たいおうようりょう うんよう あ ご い け ん さんこう いただ

「意思の表 明に当たっては，具体的場面において，社会的 障 壁の除去に関する配慮を必要とし
い し ひょうめい あ ぐ た い てき ば め ん しゃかい てきしょうへき じょきょ かん はいりょ ひつよう

ている状 況にあることを言語 手話を含む のほか 点字 拡大文字 筆談 実物の提示や身振（ 。） ， ， ， ，
じょうきょう げ ん ご しゅ わ ふく て ん じ か く だ い も じ ひつだん じつぶつ て い じ み ぶ

１１ りサイン等による合図 触 覚による意思伝達など 障 害者が他人とコミュニケーションを図る際， ，
とう あ い ず しょっかく い し でんたつ しょうがいしゃ た に ん はか さい

に必要な手段（通訳を介するものを含む ）により伝えられる 」とされるが （通訳を介するも。 。 ，
ひつよう しゅだん つうやく かい ふく つた つうやく かい

のを）を（言語通訳・手話通訳・要約筆記者・盲ろう通訳等を介するもの）とすべきである。
げ ん ご つうやく し ゅ わ つうやく ようやく ひ っ き しゃ もう つうやくとう かい

別紙 第４を以下とすること。 ご指摘を踏まえ，本文第２ 条 に次のとおり盛り込みます。
べ っ し だい い か し て き ふ ほんぶんだい じょう つぎ も こ

３の末尾・・・自主的に取り組むものとする。 「なお，別紙 中 「望ましい」と記載している内容は，それを実施しない場合であっても，法に反する，
ま つ び じ し ゅ てき と く べ っ し ちゅう のぞ き さ い ないよう じ っ し ば あ い ほう はん
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と判断されることはないが，障 害者基本法の基本的な理念及び法の目的を踏まえ，できるだけ取り組む
はんだん しょうがいしゃ き ほ ん ほう き ほ ん てき り ね ん およ ほう もくてき ふ と く

１２ ５の末尾・・・盛り込むものとする。 ことが望まれることを意味する 」。
ま つ び も こ のぞ い み

（理由）
り ゆ う

法の趣旨を広く定 着させるために，率先垂範の観点から。
ほう し ゅ し ひろ ていちゃく そっせんすいはん かんてん

●別紙 第５（過重な負担の基本的な 考 え方）関係
べ っ し だい かじゅう ふ た ん き ほ ん てき かんが かた かんけい

次の記述を追加する。 ご意見につきましては，障 害を理由とする差別の解 消の推進に関する基本方針（平成27年２月24日
つぎ きじゅつ つ い か い け ん しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん き ほ ん ほうしん へいせい ねん がつ にち

閣議決定）において基本的な 考 え方が整理・記述されており，これに基づく対応要 領についても同様
か く ぎ けってい き ほ ん てき かんが かた せ い り きじゅつ もと たいおう ようりょう どうよう

「過重な負担」とは，主観的な判断に委ねられるのではなく，その主 張が客 観的な事実によっ の記述としております。対応要 領の運用に当たっては，いただいた御意見を参考にさせて 頂 きます。
かじゅう ふ た ん しゅかん てき はんだん ゆだ しゅちょう きゃっかんてき じ じ つ きじゅつ たいおうようりょう うんよう あ ご い け ん さんこう いただ

て裏付けられ，第三者の立場から見ても納得を得られるような「客 観性」が必要とされるもので
う ら づ だいさんしゃ た ち ば み なっとく え きゃっかんせい ひつよう

す。

また 「過重な負担」を根拠に，合理的配慮の提 供をもとめる法の趣旨が形骸化されるべきでは，
かじゅう ふ た ん こんきょ ごうりてきはいりょ ていきょう ほう し ゅ し け い が い か

１３ ありません。

（理由）
り ゆ う

「 」 （ ）障 害のない人が普通に行使できる権利を制限する 過重な負担 という抗弁 差別行為の正当化
しょうがい ひと ふ つ う こ う し け ん り せいげん かじゅう ふ た ん こうべん さ べ つ こ う い せ い と う か

， ，はあくまでも例外的なものであり 国や独立行 政法人などの 省 庁 機関は民間の手本となるよう
れいがいてき くに どくりつぎょうせいほうじん しょうちょう き か ん みんかん て ほ ん

それらについてはできるだけ慎 重に判断すべきである。
しんちょう はんだん

別紙 第５の３行目を以下とすること。 ご指摘を踏まえ，次のとおり 修 文いたします。
べ っ し だい ぎょうめ い か し て き ふ つぎ しゅうぶん

・・・その理由を説明するものとし ・・・ 「・・・その理由を説明するものとし ・・・」， ，
り ゆ う せつめい り ゆ う せつめい

１４ （理由）
り ゆ う

過重な負担と判断した場合には，判断した側はその理由等について障 害者に説明することを義務
かじゅう ふ た ん はんだん ば あ い はんだん がわ り ゆ う とう しょうがいしゃ せつめい ぎ む

化することが適切であることから。
か てきせつ

過重な負担の一番目○事務又は事業への影 響の程度（事務又は事業の目的，内容，機能を損なう ご意見につきましては，障 害を理由とする差別の解 消の推進に関する基本方針（平成27年２月24日
かじゅう ふ た ん いちばん め じ む ま た じぎょう えいきょう て い ど じ む また じぎょう もくてき ないよう き の う そこ い け ん しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん き ほ ん ほうしん へいせい ねん がつ にち

か否か）は削除すべきである。 閣議決定）において基本的な 考 え方が整理・記述されており，これに基づく対応要 領についても同様
いな さくじょ か く ぎ けってい き ほ ん てき かんが かた せ い り きじゅつ もと たいおう ようりょう どうよう

２番目，３番目の○もできたら削除すべきである。 の記述としております。
ばん め ばん め さくじょ きじゅつ

（理由）
り ゆ う
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１５ 社会モデルの 考 え方では，障 害は本人が作っているのではないし，本人の責任ではない。しか
しゃかい かんが かた しょうがい ほんにん つく ほんにん せきにん

し，過重な負担という 考 え方は，障 害の程度や特性などについて社会的 障 壁を取り除くこと，
かじゅう ふ た ん かんが かた しょうがい て い ど とくせい しゃかいてきしょうへき と のぞ

過重な負担であればしなくてよいこと，イコール本人の責任にしている。
かじゅう ふ た ん ほんにん せきにん

これでは 差別解消法ではなく差別促進法である 合理的配慮をすることにつては第４合理的配慮， 。
さべつかいしょうほう さ べ つ そくしんほう ごうりてきはいりょ だい ごうりてきはい りょ

の基本的な 考 え方にかかれており，あえて過重な負担を明記する必要はない。
き ほ ん てき かんが かた かじゅう ふ た ん め い き ひつよう

●別紙 第６（合理的配慮の具体例）関係
べ っ し だい ごうりてきはいりょ ぐ た い れ い かんけい

物理的環境への配慮として 「電光表示板，磁気誘導ループなどの補聴装置の設置，音声ガイド ご指摘を踏まえ，次のとおり盛り込みます。，
ぶつりてきかんきょう はいりょ でんこうひょうじばん じ き ゆうどう ほ ち ょう そう ち せ っ ち おんせい し て き ふ つぎ も こ

１６ の設置」を加えるべきである。 ○災害や事故が発生した際 館内放送で避難情 報等の緊 急情 報を聞くことが 難 しい聴 覚障 害者に対「 ，
せ っ ち くわ さいがい じ こ はっせい さい かんないほうそう ひ な ん じょうほうとう きんきゅうじょうほう き むずか ちょうかくしょうがいしゃ たい

し，電光掲示板，手書きのボード等を用いて，分かりやすく案内し誘導を図る 」。
でんこう け い じ ば ん て が とう もち わ あんない ゆうどう はか

， 。合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例に 聴覚障害者への配慮が見られません
ごうりてきはいりょ あ え ぶつりてきかんきょう はいりょ ぐ た い れ い ちょうかくしょうがいしゃ はいりょ み

１７ 下記を具体例に加えてください。
か き ぐ た い れ い くわ

「具体例：館内放送や天災や事故などの緊 急情 報を聞くことが 難 しい障 害者に対し，電光
ぐ た い れ い かんない ほうそう てんさい じ こ きんきゅう じょうほう き むずか しょうがい しゃ たい でんこう

， 。」ボードや電光掲示板などを活用し 館内の目につきやすい場所に分かりやすい表 現で掲示する
でんこう け い じ ば ん かつよう かんない め ば し ょ わ ひょうげん け い じ

（合理的配慮に当たり得るルール・慣行の柔 軟な変更の具体例）に下記を具体例に加えてくださ ご指摘のありましたことについては，本文第６ 条 ２に次のとおり記載しております。
ごうりてきはいりょ あ え かんこう じゅうなん へんこう ぐ た い れ い か き ぐ た い れ い くわ し て き ほんぶんだい じょう つぎ き さ い

い。 第６ 条 ２ 相談等を受ける場合は，性別，年齢，状 態等に配慮するとともに、対面のほか，電話，フ
だい じょう そうだん とう う ば あ い せいべつ ねんれい じょうたいとう はいりょ たいめん で ん わ

「問合せに際し，電話・ＦＡＸ番号やメールアドレスを明記したり，インターネット画面への ァックス，電子メールに加え，障 害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を
といあわ さい で ん わ ばんごう め い き が め ん で ん し くわ しょうがいしゃ た に ん はか さい ひつよう た よ う しゅだん

入 力など，視覚障 害者や聴覚障害者いずれとも対応できるようにする 」 可能な範囲で用意して対応するものとする 」。 。
にゅうりょく し か く しょうがいしゃ ちょうかくしょうがいしゃ たいおう か の う は ん い よ う い たいおう

１８ また，問合せ窓口の連絡先等は宮内庁ホームページに分かりやすく掲載することとしています。
といあわ まどぐち れんらくさきとう くないちょう わ けいさい

（理由）
り ゆ う

問合せ等に際し，音声によるもの（フリーダイヤル又は問い合わせ先は電話番号しか明記されて
といあわ とう さい おんせい また と あわ さき で ん わ ばんごう め い き

いない がほとんどであるのが現 状であると思います 音声及び視覚的な問合せ方法を両方兼ね備） 。
げんじょう おも おんせいおよ し か く てき といあわ ほうほう りょうほうか そな

えることを，具体例として示すべきではないでしょうか？
ぐ た い れ い しめ

（ルール・慣行の柔 軟な変更の具体例）における〈○スクリーンや板書等がよく見えるように， ご指摘を踏まえ，次のとおり 修 文いたします。
かんこう じゅうなん へんこう ぐ た い れ い ばんしょとう み し て き ふ つぎ しゅうぶん

スクリーンに近い席を確保する 〉の箇所について，下記の表 現に変えて下さい。 「○スクリーン、手話通訳者，板書等がよく見えるように，スクリーン等に近い席を確保する 」。 。
ちか せき か く ほ か し よ か き ひょうげん か くだ し ゅ わ つうやくしゃ ばんしょとう み とう ちか せき か く ほ

１９ 「スクリーンや板書，手話通訳者等がよく見えるように，スクリーンや手話通訳者に近い席を
ばんしょ し ゅ わ つうやく しゃとう み し ゅ わ つうやく しゃ ちか せき

確保する 」。
か く ほ

２０ 意思疎通の配慮の具体例に「要約筆記」を明記すべきである。 別紙記載の具体例はあくまでも例示で有り，記載されている具体例に限られるものではありません。
い し そ つ う はいりょ ぐ た い れ い ようやく ひ っ き め い き べ っ し き さ い ぐ た い れ い れ い じ あ き さ い ぐ た い れ い かぎ
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ルール・慣行の柔 軟な変更の具体例 中 の ○順 番を待つことが苦手な障 害者に対し 周 囲 この記載は， 必 ずしも特定の障 害を念頭に置いたものではありません。（ ） 〈 ，
かんこう じゅうなん へんこう ぐ た い れ い ちゅう じゅんばん ま に が て しょうがいしゃ たい しゅう い き さ い かなら とくてい しょうがい ねんとう お

の者の理解を得た上で，手続き 順 を入れ替える 〉についてですが，もし発達障 害者を想定した 障 害には様々な種類があり，またその状 況も人によって大きく異なることから，実際の運用に当たっ。
もの り か い え うえ て つ づ じゅん い か はったつしょうがいしゃ そうてい しょうがい さまざま しゅるい じょうきょう ひと おお こと じっさい うんよう あ

ものであるならば，多少ご検討いただく余地があると思います。 ては，ご本人や周囲の方に状 況をお 伺 いしながら，適切に対応させていただきます。
たしょう けんとう よ ち おも ほんにん しゅうい かた じょうきょう うかが てきせつ たいおう

確かに発達障害者の中には順 番を待つことに非常にイライラしたりする方もいます。ですが，
たし はったつしょうがいしゃ なか じゅんばん ま ひじょう かた

それは障 害特性というよりは 「順 番を守る」ことを学 習しそこねた結果（未学習の結果）と，
しょうがい とくせい じゅんばん まも がくしゅう け っ か みがくしゅう け っ か

いうべきものです（発達障 害者でも多くは学童期あたりまでには学 習できるものです 。）
はったつしょうがいしゃ おお が く ど う き がくしゅう

「順 番の入れ替え」については，これを国レベルで推 奨すべき合理的配慮としてしまうことに
じゅんばん い か くに すいしょう ごうりてきはいりょ

２１ より，未学習のある当事者において「自分は発達障 害だから優先されるべき」といった誤学習に
みがくしゅう と う じ し ゃ じ ぶ ん はつたつしょうがい ゆうせん ごがくしゅう

もつながりかねず，いきすぎた配慮の要 求や，自治体窓口や民間でのトラブルへの波及，ひいて
はいりょ ようきゅう じ ち た い まどぐち みんかん はきゅう

は訴訟等の増加等なども懸念されます。
そしょうとう ぞ う か とう け ね ん

窓口対応などにおいては手続き 順 などを入れ替えてしまったほうがスムースに行くといった面は
まどぐち たいおう て つ づ じゅん い か い めん

あるかと思いますが，社会と当事者の先々のためにも，この項目における「順 番の入れ替え」部
おも しゃかい と う じ し ゃ さきざき こうもく じゅんばん い か ぶ

分については削除あるいは発達障 害者の除外を明記していただきたく，ご検討お願い申し上げま
ぶん さくじょ はったつしょうがいしゃ じょがい め い き けんとう ねが もう あ

す。

文言の訂正（意思疎通の配慮の具体例） ご指摘を踏まえ，次のとおり 修 文いたします。
もんごん ていせい い し そ つ う はいりょ ぐ た い れ い し て き ふ つぎ しゅうぶん

知的障 害者から申出があった際に ・・・，
ち てきしょうがいしゃ もうしで さい

障 害者から申出があった際に ・・・，
しょうがいしゃ もうしで さい

障 害者から申出があった際に ・・・，
しょうがいしゃ もうしで さい

２２

（理由）
り ゆ う

ゆっくり，丁寧な説明，なじみのない外来語はさける，といった配慮は知的障 害者だけでなく，
ていねい せつめい が い ら い ご はいりょ ち てきしょうがいしゃ

他の障 害者等からも申出があることが 考 えられるため。
た しょうがいしゃとう もうしで かんが

合理的配慮の具体例（意思疎通）に以下明記すること ご指摘を踏まえ，次のとおり盛り込みます。
ご う り てきはいりょ ぐ た い れ い い し そ つ う い か め い き し て き ふ つぎ も こ

「会議の進行の際には，委員の障 害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること 」 「○会議の進行に当たっては， 職 員等が委員の障 害の特性に合ったサポートを 行 う等，可能な範囲で。
か い ぎ しんこう さい い い ん しょうがい とくせい あ かいじょいん つ などはいりょ か い ぎ しんこう あ しょくいんとう い い ん しょうがい とくせい あ おこな とう か の う は ん い

の配慮を 行 う 」。
はいりょ おこな

２３ （理由）
り ゆ う

改正障 害者基本法３３ 条 ２にあるように 「会議における合理的配慮事例」の記述が必要。例え，
かいせいしょうがいしゃ き ほ ん ほう じょう か い ぎ ご う り てきはいりょ じ れ い きじゅつ ひつよう たと

ば，聴 覚障 害者は音声情 報が入らないため，資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることが
ちょうかくしょうがいしゃ おんせい じょうほう はい しりょう し ゅ わ も じ つうやく ど う じ み

できず，そのため介助員が必要。
かいじょいん ひつよう


