
1

「ともしび運
うんどう

動」とは・・・

　　高
こうれいしゃ

齢者も若
わかもの

者も、 障
しょう

がいのある人
ひと

も、 国
こくせき

籍が違
ちが

っても、

　　ともに手
て

を取
と

り合
あ

って歩
あゆ

むことのでき 「ともに生
い

きる」　　

　　福
ふくししゃかい

祉社会をめざすことを願
ねが

ってはじまりました。

～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～～心のバリアフリーブック～

あなたのできることから

始めよう
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「心
こころ

のバリアフリー」とは？

　平成１８年１２月２０日から「高
こうれいしゃ

齢者、障
しょうがいしゃなど

害者等の移
い ど う な ど

動等の円
え ん か つ か

滑化の

促
そくしん

進に関
かん

する法
ほうりつ

律 )」（バリアフリー新
しんぽう

法）が施
せ こ う

行されました。

　バリアフリー新
しんぽう

法では、バリアフリー化
か

への促
そくしん

進に関
かん

して、国
こくみん

民の

理
り か い

解を深
ふか

めるとともに、バリアフリー化
か

への実
じ っ し

施に関
かん

して国
こくみん

民の協
きょうりょく

力を

求
もと

めること、いわゆる「心
こころ

のバリアフリー」について規
き て い

定しています。

　現
げんだいしゃかい

代社会は健
けんこう

康な人
ひと

にとっては大
たいへんべんり

変便利で快
かいてき

適な生
せいかつ

活がおくれる環
かんきょう

境

になってきています。

　しかし、障
しょう

がいのある方
かた

やお年
としより

寄りの方
かた

、妊
にんしん

娠している方
かた

、小
ちい

さな子
こ

どもを連
つ

れている方
かた

などにとっては不
ふ べ ん

便で危
き け ん

険なことがたくさんあります。

　このように、障
しょう

がいなどのある方
かた

などにとって社
しゃかいせいかつ

会生活をしていく上
うえ

で、利
り べ ん せ い

便性や安
あんぜんせい

全性を遮
さえぎ

っているものを「バリア（障
しょうへき

壁）」と呼
よ

び、この「バ

リア（障
しょうへき

壁）」を取
と

り除
のぞ

くことを「バリアフリー」と言
い

います。

　いくら建
たてもの

物や施
し せ つ

設がバリアフリー化
か

されていても、建
たてもの

物や設
せ つ び

備を管
か ん り

理

している人
ひと

や周
しゅうい

囲の人
ひと

たちの理
り か い

解や協
きょうりょく

力がなければ意
い み

味がありません。

　さまざまなバリアフリーの取
と

り組
く

みの中
なか

で、みんなが障
しょう

がいのある方
かた

やお年
としより

寄りの方
かた

などのことを理
り か い

解し、思
おも

いやりや配
はいりょ

慮、気
き が る

軽な声
こえ

かけ、

支
し え ん

援などをすることを『心
こころ

のバリアフリー』といいます。

　「心
こころ

のバリアフリー」によって、障
しょう

がいのある方
かた

たちが安
あんしん

心してまちに

出
で

たり、仕
し ご と

事をしたり、社
しゃかいさんか

会参加がしやすい環
かんきょう

境になります。



2

できることから始
はじ

めよう！（その　）１

 　＝積
せっきょくてき

極的に声
こえ

をかけよう1

　お年
と し よ

寄りの方
かた

や障
しょう

がいのある方
かた

などが困
こま

っているときは「何
なに

かお困
こま

り

ですか？」「何
なに

かお手
て つ だ

伝いできることはありますか？」など、積
せっきょくてき

極的に声
こえ

をかけてみましょう。

　　手
て だ す

助けが必
ひつよう

要か声
こえ

をかけて、意
い こ う

向を確
かくにん

認してみましょう。

　　まちのなかで、こんなことに困
こま

っています！

　　困
こま

っているなと思
おも

ったら、「ひと声
こえ

」かけてみましょう。

　 　

　　　
耳
みみ

が不
ふ じ ゆ う

自由な方
かた

は、音
おんせい

声による

アナウンスではわかりません。

その人
ひと

の正
しょうめん

面から、目
め

を合
あ

わせ

て「ひと声
こえ

」かけてみてくださ

い。

お年
と し よ

寄りの方
かた

が荷
に も つ

物を重
おも

そう

に持
も

っています。

「お手
て つ だ

伝いしましょうか？」と

「ひと声
こえ

」かけみてください。
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できることから始
はじ

めよう！（その　）

 　＝ルールやマナーを守
まも

ろう

健
けんじょうしゃ

常者は車
くるま

いす利
り よ う し ゃ

用者や障
しょう

がい者
しゃ

専
せんようちゅうしゃ

用駐車スペースに駐
ちゅうしゃ

車しない。

歩
ほ ど う

道や通
つ う ろ

路に物
もの

などを置
お

いて

ふさいだり幅
はば

を狭
せま

くしない。

障がい者専用スペース

にはこのマークが書か

れています。

誘
ゆうどうよう

導用ブロックの上
うえ

に

物
もの

を置
お

かない。

▼

2

2
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車
くるま

いす利
り よ う し ゃ

用者や身
か ら だ

体の不
ふ じ ゆ う

自由な人
ひと

に道
みち

や席
せき

をゆずる。

障
しょうがいしゃ

害 者 マ ー ク ( 四
よ つ ば

葉 マ ー ク ) や

聴
ちょうかくしょうがいしゃ

覚障害者マーク、高
こうれいしゃ

齢者マーク

をつけた車
くるま

への幅
は ば よ

寄せや割
わ

り込
こ

み

をしない。

　電
でんしゃ

車やバスに乗
の

ったとき、近
ちか

くに具
ぐ あ い

合が悪
わる

そうな方
かた

、妊
にんしん

娠している方
かた

、

小
ちい

さな子
こ

どもをお連
つ

れの方
かた

、お年
としより

寄りの方
かた

などが立
た

っていたら、席
せき

をゆ

ずろう。

自
し ぜ ん

然に席
せき

をゆずってさしあげる心
こころ

の余
よ ゆ う

裕と思
おも

いやりを持
も

ちましょう。

四葉マーク
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できることから始
はじ

めよう！（その　）

 　＝ルールやマナーを守
まも

ろう

　「バリアフリー」や「心
こころ

のバリアフリー」の大
たいせつ

切さを知
し

るには、お年
と し よ

寄

りの方
かた

や障
しょう

がいのある方
かた

たちが、どんなことに不
ふ べ ん

便を感
かん

じ、どんなこと

に困
こま

っているのかを知
し

ることは重
じゅうよう

要です。

　そのためには、実
じっさい

際にお年
と し よ

寄りの方
かた

や障
しょう

がいのある方
かた

のお話
はな

しを聞
き

い

たり、自
じ ぶ ん

分が車
くるま

いすに乗
の

って建
たてもの

物の中
なか

やまちに出
で

てみたり、目
め

や耳
みみ

を隠
かく

して行
こうどう

動してみるなど、自
じ し ん

身で実
じっさい

際に体
たいけん

験することで、不
ふ べ ん

便さだけでなく、

身
か ら だ

体の不
ふ じ ゆ う

自由な方
かた

たちが感
かん

じている不
ふ あ ん

安や怖
こわ

さなどの気
き も

持ちも知
し

ること

ができます。

体
たいけん

験してみよう！

高
こ う れ い し ゃ ぎ じ た い け ん

齢者疑似体験セット、車
くるま

いす、妊
に ん ぷ

婦セットの貸
か

し出
だ

し

【お問い合わせ：大和市福祉推進委員会事務局（260）5604】

3

用
よ う ぐ

具を装
そうちゃく

着し、加
か れ い

齢に伴
とも

う肉
にくたいてき

体的・心
し ん り て き へ ん か

理的変化を疑
ぎ じ て き

似的に体
たいけん

験し

お年
と し よ

寄りの方
かた

や障
しょう

がいのある方
かた

が感
かん

じているであろう不
ふ じ ゆ う

自由さを少
すこ

しでも実
じっかん

感することにより、いたわりや思
おも

いやりの心
こころ

を育
はぐく

むこと

を目
もくてき

的として、お年
と し よ

寄りの方
かた

や障
しょう

がいのある方
かた

の立
た ち ば

場に立
た

った援
えんじょ

助

とは何
なに

かを考
かんが

えてもらうきっかけづくりのために実
じ っ し

施しています。

3
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市
しないしょうがっこう

内小学校での疑
ぎ じ た い け ん ふ う け い

似体験風景

目
め

の不
ふ じ ゆ う

自由な方
かた

たちが感
かん

じてい

ることを体
たいかん

感し、その気
き も

持ちを

知
し

ろう。

車
くるま

いすの扱
あつか

い方
かた

の学
がくしゅうふうけい

習風景

車
くるま

いすに乗
の

っている方
かた

の気
き も

持ち

を感
かん

じたり、押
お

し方
かた

を学
まな

ぼう。

車
くるま

いす講
こうしゅう

習のテキスト

気
き も

持ちを感
かん

じるとともに、車
くるま

いす

の構
こうぞう

造や各
か く ぶ

部の名
めいしょう

称を学
まな

ぼう。
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できることから始
はじ

めよう！（その　）

 　＝お年
と し よ

寄りの方
かた

や障
しょう

がいのある方
かた

について学
まな

ぼう

　市
し

や福
ふくしだんたいなど

祉団体等が開
かいさい

催する講
こうしゅうかい

習会や研
けんしゅうかい

修会、ボランティア活
かつどう

動などに

参
さ ん か

加して、お年
と し よ

寄りの方
かた

や障
しょう

がいのある方
かた

について学
まな

ぶことが大
たいせつ

切です。

　年
ねんれい

齢を重
かさ

ねていくにしたがって起
お

こる心
こころ

や身
か ら だ

体の変
へ ん か

化や認
にんちしょう

知症など、

お年
と し よ

寄りの方
かた

がかかりやすい病
びょうき

気について学
まな

んだり、障
しょう

がいについて学
まな

ぶことで適
てきせつ

切な心
こころづか

遣いや対
たいおう

応ができるようになります。

車
くるま

いすを使
し よ う

用している人
ひと

、片
かた

まひなど

で杖
つえ

を使
し よ う

用している人
ひと

など。

長
なが

い距
き ょ り

離・長
なが

い時
じ か ん

間歩
ある

いたり、階
かいだん

段や

急
きゅう

な坂
さか

の移
い ど う

動が困
こんなん

難です。

自
じ ど う は ん ば い き

動販売機や駅
えき

の券
け ん ば い き

売機などの機
き き

器が使
つか

いにくいです。

片
かた

まひのある人
ひと

は、転
ころ

びやすいし、右
み ぎ て

手または左
か た て

手のどちらかしか使
つか

え

ません。

肢
し た い

体の不
ふ じ ゆ う

自由な人
ひと

について知
し

ろう

4

4
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　「片
かた

まひ」について

　脳
のう

の病
びょうき

気やけがなどによって、身
か ら だ

体の右
みぎ

または左
ひだりはんしん

半身が自
じ ぶ ん

分の意
い し

志

では動
うご

かせなくなることです。

　片
かた

まひで杖
つえ

を使
し よ う

用している人
ひと

などが、荷
に も つ

物を持
も

ちながら歩
ある

くことは

ころびやすいうえ、階
かいだん

段の上
のぼ

り下
お

りやエレベーターのボタンなどを押
お

したりすることは大
たいへん

変です。

　また、雨
あめ

の日
ひ

などは傘
かさ

を持
も

って歩
ある

くことが困
こんなん

難です。

「何
なに

かお手
て つ だ

伝いしましょうか！」と声
こえ

をかけてみましょう。

　坂
さかみち

道、でこぼこ道
みち

、段
だ ん さ

差のある場
ば し ょ

所

では前
まえ

に進
すす

むことが困
こんなん

難になります。

　車
くるま

いすを使
し よ う

用している本
ほんにん

人にどう

手
て つ だ

伝ったらよいか聞
き

きましょう。

　ひとりでできないときは、無
む り

理をし

ないで、まわりの人
ひと

に声
こえ

をかけましょう。

車いす各部の名称

　車
くるま

いすを使
し よ う

用している方
かた

への支
しえんほうほう

援方法

押
お

し方
かた

車
くるま

いすの真
ま う し

後ろで、なるべく車
くるま

いすの近
ちか

くに立
た

ちます。

座
すわ

っている人
ひと

の手
て あ し

足の位
い ち

置、姿
し せ い

勢を確
かくにん

認

します。

ハンドルをしっかり握
にぎ

り、両
りょうて

手に均
きんとう

等に

力
ちから

をかけまっすぐに押
お

します。

座
すわ

っている人
ひと

の足
あしさき

先が見
み

えないことが多
おお

いので、曲
ま

がり角
かど

では十
じゅうぶん

分注
ちゅうい

意します。

ハンドル バックレスト
( 背もたれ )

シート
( 座席 )

フットレスト
キャスタ ( 前輪 )

ティッピングバー

ブレーキ

ハンドリム

駆動輪

アームレスト
( 肘あて )
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車
くるま

いすの横
よこ

に立
た

ちます。

片
か た て

手でハンドルを握
にぎ

り、他
た ほ う

方の手
て

でブレーキ

をかけます。

反
はんたいがわ

対側も同
どうよう

様にして忘
わす

れずにブレーキを

かけます。

車
くるま

いすから少
すこ

しでも離
はな

れる場
ば あ い

合は、必
かなら

ず

ブレーキをかけます。

ブレーキのかけ方
かた

　キャスター ( 前
ぜんりん

輪 ) 上
あ

げと移
い ど う

動

ティッピングバーを踏
ふ

むと同
ど う じ

時にハンド

ルを後
こうほう

方に下
さ

げます。

キ ャ ス タ ー ( 前
ぜんりん

輪 ) を 浮
う

か せ た ま ま、

後
こうりん

輪だけでバランスを取
と

り移
い ど う

動します。

　段
だ ん さ

差の上
あ

がり方
かた

ティッピングバーを踏
ふ

むと同
ど う じ

時にハン

ドルを後
こうほう

方に下
さ

げます。

キャスター ( 前
ぜんりん

輪 ) を浮
う

かせたまま、

そのまま前
まえ

に進
すす

み、段
だん

の上
うえ

にキャス

ターを上
あ

げます。

さらに前
ぜんしん

進し、後
こうりん

輪が段
だん

にぶつかった

ところでハンドルを持
も

ち上
あ

げながら前
まえ

に押
お

し出
だ

します。
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段
だ ん さ

差の下
さ

がり方
かた

後
うし

ろ向
む

きになり、ハンドルを持
も

ち上
あ

げる

ようにしながらゆっくり静
しず

かに後
こうりん

輪をお

ろします。

キャスター ( 前
ぜんりん

輪 ) を上
あ

げて後
こうほう

方に下
さ

が

り、フットレストとつま先
さき

が階
かいだん

段に当
あ

た

らないようにして、キャスターを静
しず

かに

おろします。

坂
さかみち

道の上
あ

がり方
かた

介
か い ご し ゃ

護者の身
か ら だ

体を前
ぜんけい

傾させ、一
い っ ぽ い っ ぽ

歩一歩

確
かくじつ

実に押
お

し上
あ

げます。

坂
さかみち

道の下
さ

がり方
かた

ゆるやかな坂
さかみち

道　 急
きゅう

な坂
さかみち

道

前
ま え む

向きで、相
あ い て

手の様
よ う す

子を見
み

な

がらゆっくり降
お

ります。

後
うし

ろ向
む

きで、介
かいじょしゃ

助者の身
か ら だ

体で

車
くるま

いすを支
ささ

えながら降
お

ります。

→ →
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目
め

が不
ふ じ ゆ う

自由な人
ひと

について知
し

ろう

目
め

が不
ふ じ ゆ う

自由な人
ひと

は、全
まった

く何
なに

も見
み

え

ない人
ひと

だけではありません。

見
み

える範
は ん い

囲が狭
せま

かったり、見
み

えな

い部
ぶ ぶ ん

分があったり、明
あか

るさや暗
くら

さ

に目
め

が慣
な

れなかったり、違
ちが

う色
いろ

に

見
み

えたりと様
さまざま

々です。

白
はくじょう

杖、盲
もうどうけん

導犬、ガイドヘルパーと外
がいしゅつ

出します。

点
て ん じ

字を読
よ

める人
ひと

は少
すく

ないです。

音
おんせい

声による案
あんない

内や文
も じ

字を大
おお

きくして表
ひょうじ

示したり、わかりやすい色
いろ

にした

り、照
しょうめい

明を明
あか

るくしたりと工
く ふ う

夫することによって、分
わ

かりやすくなります。

目
め

が不
ふ じ ゆ う

自由な人
ひと

は、誰
だれ

かと一
いっしょ

緒に歩
ある

くのが一
いちばん

番安
あんしん

心できます。

説
せつめい

明するときは、「あれ」「あっち」「そこ」「あそこ」と言
い

われたり、指
ゆび

でさされてもわかりません。

方
ほうこう

向は、「前
まえ

」「後
うし

ろ」「右
みぎ

」「左
ひだり

」、距
き ょ り

離は「約
やく

○○メートル」「あと○○

歩
ほ

くらい」などとわかりやすく話
はな

しましょう。

白
はくじょう

杖
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支
し え ん

援やコミュニケーションの仕
し か た

方

困
こま

っている様
よ う す

子に気
き

がついたら、

まず声
こえ

をかけて手
て だ す

助けが必
ひつよう

要か、

聞
き

いてみよう。

いきなり触
ふ

れたり、手
て

を引
ひ

っぱたり

してはいけません。

盲
もうどうけん

導犬はペットではありません。

目
め

が不
ふ じ ゆ う

自由な人
ひと

のために特
とくべつ

別な訓
くんれん

練

を受
う

けた犬
いぬ

です。

ハーネス ( 胴
ど う わ

輪 ) をつけた盲
もうどうけん

導犬は

仕
しごとちゅう

事中なので、声
こえ

をかけたり頭
あたま

を

なでたりしないでください。

どこまで行きますか？

ハーネス
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できることから始
はじ

めよう！（その　）

メモ用
よ う し

紙などに文
も じ

字を書
か

いて

「筆
ひつだん

談」で伝
つた

えよう。

文
ぶんしょう

章は短
みじか

く簡
かんたん

単に！

電
でんこうひょうじ

光表示などの視
し か く て き

覚的な案
あんない

内や表
ひょうじ

示に気
き

が付
つ

かない場
ば あ い

合は、教
おし

えてあげ

ましょう。

 　＝お年
と し よ

寄りの方
かた

や障
しょう

がいのある方
かた

について学
まな

ぼう

耳
みみ

が不
ふ じ ゆ う

自由な人
ひと

、話
はな

し方
かた

に障
しょう

がいがある人
ひと

について知
し

ろう

耳
みみ

が不
ふ じ ゆ う

自由な人
ひと

は、外
がいけん

見からでは分
わ

かりにくいもの

です。

駅
えき

のホームや電
でんしゃない

車内での放
ほうそう

送、後
うし

ろからの車
くるま

のクラ

クションや自
じ て ん し ゃ

転車のベルに気
き づ

付くことができません。

耳
みみ

に障
しょう

がいがなくても、話
はな

すことに障
しょう

がいのある人
ひと

もいます。

支
し え ん

援やコミュニケーションの仕
し か た

方

顔
かお

の表
ひょうじょう

情、体
からだ

の動
うご

きを使
つか

った「手
し ゅ わ

話」

を使
つか

って伝
つた

えよう。

4

4
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内
ないぶしょう

部障がいとは、心
しんぞう

臓、じん臓
ぞう

、呼
こ き ゅ う き

吸器、膀
ぼうこう

胱・直
ちょくちょう　しょうちょう

腸、小腸、免
め ん え き き

疫機

能
のうしょう

障がいの６つの障
しょう

がいの総
そうしょう

称です。

体
からだ

の中
なか

の障
しょう

がいなので、外
がいけん

見からは病
びょうき

気を持
も

っているのか分
わ

かりにくい

です。

内
ないぶしょう

部障がいの人
ひと

は、疲
つか

れやすい、ストレスを受
う

けやすいなど、外
がいけん

見から

は見
み

えにくい状
じょうたい

態であるために、周
しゅうい

囲から理
り か い

解されにくい面
めん

があります。

身
か ら だ

体の内
な い ぶ

部に障
しょう

がいのある人
ひと

( 内
な い ぶ

部障
しょう

がい ) について知
し

ろう

支
し え ん

援やコミュニケーションの仕
し か た

方

思
おも

いやりの気
き も

持ちが大
たいせつ

切です。

外
がいけん

見では分
わ

かりにくいので、病
びょうき

気のことを理
り か い

解して、思
おも

いやりの気
き も

持ち

を大
たいせつ

切にしましょう。

オストメイト対
たいおう

応トイレ

ペースメーカーやストーマといった生
せいかつ

活

補
ほ じ ょ き ぐ

助器具を用
もち

いている人
ひと

も多
おお

いです。

膀
ぼうこう

胱や直
ちょくちょう

腸などの機
きのうしょう

能障がいのために、

ストーマ ( 人
じんこうぼうこう

工膀胱や人
じんこうこうもん

工肛門 ) を持
も

って

いる人
ひと

のことを「オストメイト」といい

ます。市
し

役
やくしょ

所やデパートなどには、オス

トメイト対
たい

応
おう

トイレのあるところも増
ふ

え

てきています。
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できることから始
はじ

めよう！（その　）

 　＝お年
と し よ

寄りの方
かた

や障
しょう

がいのある方
かた

について学
まな

ぼう

知
ち て き

的障
しょう

がいについて知
し

ろう

知
ち て き

的な障
しょう

がいのある人
ひと

は以
い か

下のことが苦
に が て

手です。

むずかしい言
こ と ば

葉や言
い

い方
かた

は理
り か い

解しにくいです。　　

お金
かね

の計
けいさん

算は少
すこ

し苦
に が て

手です。

時
じ こ く

刻を読
よ

んだり、時
じ か ん

間を計
けいさん

算するのが苦
に が て

手です。

初
はじ

めてのことを覚
おぼ

えるのに、時
じ か ん

間がかかります。

支
し え ん

援やコミュニケーションの仕
し か た

方

共
とも

に生
い

きる気
き も

持ちを持
も

って接
せっ

しましょう。

ゆっくり、分
わ

かりやすい言
こ と ば

葉で話
はな

しかけましょう。

話
はな

すより、紙
かみ

に書
か

いた方
ほう

が理
り か い

解しやすい人
ひと

もいます。

発
はったつ

達障
しょう

がいとは、広
こうはんせい

汎性発
はったつ

達障
しょう

がい ( 自
じへいしょう

閉症、アスペルガー症
しょうこうぐん

候群など )、

学
がくしゅうしょう

習 障がい ( ＬＤ )、注
ちゅうい

意欠
けっかん

陥多
た ど う せ い

動性障
しょう

がい ( ＡＤＨＤ ) その他
た

これに類
るい

する脳
の う き の う

機能障
しょう

がいで、低
ていねんれいき

年齢期に発
はっせい

生するものと言
い

われています。

全
ぜんぱんてき

般的な知
ち の う

能の遅
おく

れがある場
ば あ い

合とは違
ちが

い、人
にんげんかんけい

間関係やコミュニケーションが

苦
に が て

手であるため、周
しゅうい

囲の理
り か い

解と支
し え ん

援が必
ひつよう

要となります。

発
はったつ

達障
しょう

がいについて知
し

ろう

4

4
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支
し え ん

援やコミュニケーションの仕
し か た

方

短
みじか

い言
こ と ば

葉でゆっくり話
はな

しかけてみよう。

気
き も

持ちを伝
つた

える方
ほうほう

法を考
かんが

えよう。

目
め

で見
み

てわかるように絵
え

や写
しゃしん

真などを使
つか

うと伝
つた

え

られていることがよくわかります。

その人
ひと

にあった方
ほうほう

法を考
かんが

えてみよう。

精
せいしん

神障
しょう

がいについて知
し

ろう

精
せいしん

神障
しょう

がいとは、脳
のう

をはじめとした神
しんけいけい

経系の機
き の う

能などに障
しょう

がいがあり、

社
しゃかいせいかつ

会生活を送
おく

るのに困
こんなん

難をともなう障
しょう

がいです。

周
しゅうい

囲から理
り か い

解されにくく、症
びょうじょう

状が不
ふ あ ん て い

安定なため、さまざまな症
びょうじょう

状が

あります。

不
ふ あ ん

安になったり緊
きんちょう

張したりします。

人
ひと

の視
し せ ん

線や会
か い わ

話などで不
ふ あ ん

安になったり

緊
きんちょう

張したりなどで、疲
つか

れやすくなることが

あります。

受
う

け入
い

れられないことがあります。

人
ひと

ごみや強
つよ

すぎる光
ひかり

、渋
じゅうたい

滞など受
う

け入
い

れ

られないことがあります。

支
し え ん

援やコミュニケーションの仕
し か た

方

障
しょう

がいのことを理
り か い

解して、思
おも

い込
こ

みや誤
ご か い

解をなくそう。

ゆったりとした態
た い ど

度で、わかりやすい声
こえ

かけをしよう。
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　「心
こころ

のバリアフリー」に関
かか

わるシンボルマーク

　さまざまな方
かた

への配
はいりょ

慮がマークになっています。そのマークの意
い み

味を

正
ただ

しく理
り か い

解し、適
てきせつ

切な配
はいりょ

慮をすることは大
たいせつ

切なことです。

　一
ひ と り

人ひとりがマナーや思
おも

いやりを持
も

って、少
すこ

しでも暮
く

らしやすい町
まち

を

つくりましょう。

障
しょうがいしゃ

害者のための国
こくさい

際シンボルマーク

　

　肢
し た い ふ じ ゆ う

体不自由であることを理
り ゆ う

由に免
めんきょ

許に

条
じょうけん

件を付
ふ

されている方
かた

が運
うんてん

転する車
くるま

に表
ひょう

示
じ

するマークです。

　マークの表
ひょうじ

示については努
どりょく

力義
ぎ む

務となっ

ています。

　やむを得
え

ない場
ば あ い

合を除
のぞ

き、このマーク

を付
つ

けた車
くるま

に幅
は ば よ

寄せや割
わ

り込
こ

みを行
おこな

った

運
うんてんしゃ

転者は、道
どうろこうつうほう

路交通法の規
き て い

定により罰
ばっ

せら

れます。

　障
しょう

がいのある方
かたがた

々が利
り よ う

用できる建
けんちくぶつ

築物や

公
こうきょうゆそう

共輸送機
き か ん

関であることを示
しめ

す世
せかいきょう

界共通
つう

の

マークです。

　このマークは、全
すべ

ての障
しょう

がい者
しゃ

を対
たいしょう

象と

したもので、とくに車
くるま

いすを利
り よ う

用する障
しょう

がい

者
しゃ

を限
げんてい

定し使
し よ う

用されるものではありません。

身
しんたいしょうがいしゃひょうしき

体障害者標 識
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 聴
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

覚 障 害 者 標 識

 盲
もうじん

人のための国
こくさい

際シンボルマーク

 聴
ちょうかくしょうがいしゃ

覚障害者シンボルマーク ( 耳
みみ

マーク )

　聞
き

こえが不
ふ じ ゆ う

自由なことを表
あらわ

す、国
こくない

内で

使
し よ う

用されているマークです。

　聴
ちょうかく

覚障
しょう

がい者
しゃ

は見
み

た目
め

には分
わ

からないた

めに、自
じ

分
ぶん

の耳
みみ

が不
ふ じ ゆ う

自由であることを表
ひょうげん

現

するために考
かんが

えられました。

　聴
ちょうかく

覚障
しょう

がい者
しゃ

と話
はな

すときは、「筆
ひつだん

談する」

などのご配
はいりょ

慮をお願
ねが

いします。

　世
せかいもうじんれんごう

界盲人連合で 1984 年に制
せいてい

定された盲
もうじん

人

のための世
せかいきょうつう

界共通のマークです。

　視
し か く

覚障
しょう

がい者
しゃ

の安
あんぜん

全やバリアフリーに

配
はいりょ

慮した建
たて

物
もの

、設
せ つ び

備、機
き き

器などに付
つ

けられ

ています。

　このマークを見
み

かけた場
ば あ い

合、視
しかくしょう

覚障がい

者
しゃ

へのご配
はいりょ

慮をお願
ねが

いします。

　聴
ちょうかく

覚障
しょう

がい者
しゃ

であることを理
り ゆ う

由に免
めんきょ

許に

条
じょうけん

件を付
ふ

されている方
かた

が運
うんてん

転をする車
くるま

に

表
ひょうじ

示するマークです。

　やむを得
え

ない場
ば あ い

合を除
のぞ

き、このマーク

を付
つ

けた車
くるま

に幅
は ば よ

寄せや割
わ

り込
こ

みを行
おこな

った

運
うんてんしゃ

転者は、道
どうろこうつうほう

路交通法の規
き て い

定により罰
ばっ

せら

れます。
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 オストメイトマーク

ほじょ犬
けん

マーク

　身
しんたいしょうがいしゃ

体障害者補
ほ じ ょ け ん

助犬同
どうはん

伴の啓
けいはつ

発のための

マークです。

　身
しんたいしょうがいしゃ

体障害者補
ほ じ ょ け ん

助犬とは、盲
もうどうけん

導犬、介
かいじょけん

助犬、

聴
ちょうどうけん

導犬のことを言
い

います。

　公
こうきょう

共の施
し せ つ

設や交
こうつうきかん

通機関はもちろん、デパー

トやスーパー、ホテル、レストランなどの

民
み ん か ん し せ つ

間施設でも身
しんたいしょうがいしゃ

体障害者補
ほ じ ょ け ん

助犬が同
どうはん

伴でき

るようになりました。

　補
ほ じ ょ け ん

助犬はペットではありません。身
か ら だ

体の

不
ふ じ ゆ う

自由な方
かた

の体
からだ

の一
い ち ぶ

部となって働
はたら

いていま

す。社
しゃかい

会のマナーも訓
くんれん

練されており、衛
えいせい

生

面
めん

でも管
か ん り

理されています。

　このマークや補
ほ じ ょ け ん

助犬を連
つ

れている方
かた

を見
み

かけた場
ば

合
あい

はご配
はいりょ

慮をお願
ねが

いします。

　人
じんこうこうもん

工肛門・人
じんこうぼうこう

工膀胱を造
ぞうせつ

設している人
ひと

( オストメイト ) のための設
せ つ び

備があることを

表
あらわ

しています。

　 オ ス ト メ イ ト 対
たいおう

応 の ト イ レ の 入
いりぐち

口・

案
あんないゆうどう

内誘導プレートに表
ひょうじ

示されています。

　このマークを見
み

かけた場
ば あ い

合、そのトイレ

がオストメイトに配
はいりょ

慮されたトイレである

ことについて、ご理
り か い

解、ご協
きょうりょく

力をお願
ねが

いし

ます。
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 マタニティマーク

 ハートプラスマーク

　「身
しんたいないぶ

体内部に障
しょう

がいをもつ人
ひと

」を表
あらわ

してい

ます。

　 身
し ん た い な い ぶ

体 内 部 ( 心
しんぞう

臓、 呼
こ き ゅ う き の う

吸 機 能、 じ ん 臓
ぞう

、

膀
ぼうこう

胱・直
ちょくちょう

腸、免
めんえききのう

疫機能 ) に障
しょう

がいをもつ方
かた

は

外
がいけん

見からは分
わ

かりにくいため、様
さまざま

々な誤
ご か い

解

を受
う

けることがあります。

　内
ないぶしょう

部障がいの方
かた

の中
なか

には、「電
でんしゃ

車などの優
ゆう

先
せんせき

席に座
すわ

りたい」、「近
きんぺん

辺での携
け い た い で ん わ し よ う

帯電話使用

を控
ひか

えてほしい」、「障
しょう

がい者
しゃようちゅうしゃ

用駐車スペー

スに停
と

めたい」といったことを望
のぞ

んでいる

ことがあります。

　このマークを着
ちゃくよう

用されている方
かた

を見
み

かけ

た場
ば あ い

合ご配
はいりょ

慮をお願
ねが

いします。

　妊
に ん さ ん ぷ

産婦が交
こうつうきかんなど

通機関等を利
り よ う

用する際
さい

に身
み

につ

け、周
しゅうい

囲が妊
に ん さ ん ぷ

産婦への配
はいりょ

慮を示
しめ

しやすくする

もので、交
こうつうきかん

通機関、職
しょくば

場、飲
いんしょくてん

食店、その他
た

の

公
こうきょうきかんなど

共機関等が、その取
と

り組
く

みや呼
よ

び掛
か

け文
ぶん

を

ポスターなどとして掲
け い じ

示し、妊
に ん さ ん ぷ

産婦にやさし

い環
かんきょう

境づくりを推
すいしん

進するものです。
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