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用語
よ う ご

解説
かいせつ

 

 あ 行
ぎょう

 

 

医療的
いりょうてき

ケア児
じ

 

人口
じんこう

呼吸器
こ き ゅ う き

やたんの吸 引
きゅういん

、胃
い

ろうによる栄養
えいよう

の 注 入
ちゅうにゅう

などの生活
せいかつ

支援
し え ん

が日常的
にちじょうてき

に

必要
ひつよう

な子
こ

どものことです。 

 

思
おも

いやり駐 車
ちゅうしゃ

スペース 

 障害者用
しょうがいしゃよう

駐 車
ちゅうしゃ

スペースとは別
べつ

に設置
せ っ ち

した、利用者
り よ う し ゃ

自身
じ し ん

の判断
はんだん

と一般
いっぱん

利用者
り よ う し ゃ

の思
おも

い

やりにより成
な

り立
た

つ 駐
ちゅう

車
しゃ

スペースです。 

障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

、妊娠中
にんしんちゅう

の方
かた

、乳児
にゅうじ

を連
つ

れている方
かた

、ケガをされている方
かた

、高齢
こうれい

の方
かた

など、長
なが

い距離
き ょ り

を移動
い ど う

することが困難
こんなん

な方
かた

が優
ゆう

先的
せんてき

に利用
り よ う

できます。 

 

 か 行
ぎょう

 

ガイドヘルパー 

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

が外 出
がいしゅつ

するときに、つきそってサポートする資格
し か く

を持
も

った支援者
し え ん し ゃ

の

ことです。同行
どうこう

援護
え ん ご

（視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

対 象
たいしょう

）、移動
い ど う

支援
し え ん

（知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

対 象
たいしょう

）

などのサービスを提 供
ていきょう

します。 

 

かてかて 

 市内
し な い

障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

への共 同
きょうどう

受 注
じゅちゅう

窓口
まどぐち

の名 称
めいしょう

です。 

 

官公需
かんこうじゅ

 

 国
くに

、都
と

、市町村
しちょうそん

などの公 共
こうきょう

機関
き か ん

が物品
ぶっぴん

を購 入
こうにゅう

したり、役務
え き む

の給付
きゅうふ

や工事
こ う じ

の発 注
はっちゅう

な

どをしたりすることをいいます。 

本市
ほ ん し

では、「八王子市
は ち お う じ し

が 行
おこな

う障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

等
とう

の調 達
ちょうたつ

方針
ほうしん

」に基
もと

づ

き、障害者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

への物品
ぶっぴん

やサービスの優先的
ゆうせんてき

な発 注
はっちゅう

を 行
おこな

っています。 

 

 

資料
しりょう

１ 
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緊 急
きんきゅう

一時
い ち じ

保護
ほ ご

 

 介助
かいじょ

している人
ひと

が病気
びょうき

のときや用事
よ う じ

があるとき、または休 養
きゅうよう

を必要
ひつよう

としていると

きに、障 害
しょうがい

のある人
ひと

を指定
し て い

された家庭
か て い

で一時的
い ち じ て き

に保護
ほ ご

します。 

 

グループホーム 

 就 労
しゅうろう

したり、通所
つうしょ

施設
し せ つ

などに通
かよ

っている障害者
しょうがいしゃ

が、地域
ち い き

で自立
じ り つ

生活
せいかつ

を 営
いとな

むため

の援助
えんじょ

を 行
おこな

う共 同
きょうどう

生活
せいかつ

施設
し せ つ

です。 

 

ケアマネジメント 

 保健
ほ け ん

・医療
いりょう

・福祉
ふ く し

など、障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

とするさまざまなサービスを、その人
ひと

の状態
じょうたい

や希望
き ぼ う

に合
あ

わせて効率的
こうりつてき

に提供
ていきょう

できるように支援
し え ん

を 行
おこな

うことです。 

 

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

 

 自分
じ ぶ ん

の意思
い し

を十分
じゅうぶん

伝
つた

えることが 難
むずか

しい障害者
しょうがいしゃ

にかわって、援助者
えんじょしゃ

などが代理
だ い り

とな

って、その人
ひと

が権利
け ん り

を主張
しゅちょう

したり、必要
ひつよう

としていることを伝
つた

えるための支援
し え ん

を 行
おこな

う

ことです。 

 

高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

 

交通
こうつう

事故
じ こ

や脳
のう

血管
けっかん

疾患
しっかん

などによる脳
のう

損 傷
そんしょう

を原因
げんいん

とする、記憶
き お く

・注意
ちゅうい

・思考
し こ う

・言語
げ ん ご

な

どの知的
ち て き

機能
き の う

の障 害
しょうがい

です。外
がい

見 上
けんじょう

は障 害
しょうがい

が目立
め だ

たないため、周囲
しゅうい

の人
ひと

に理解
り か い

され

にくかったり、本人
ほんにん

自身
じ し ん

が障 害
しょうがい

を十 分
じゅうぶん

に認識
にんしき

できないこともあります。 

 

固定
こ て い

学 級
がっきゅう

 

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

のうち、児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が在籍
ざいせき

して主
おも

な指導
し ど う

をそこで受
う

けるものをいい

ます。 

 

コミュニティソーシャルワーカー（ C S W
しーえすだぶりゅ

） 

 地域
ち い き

において、福祉
ふ く し

などの支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に対
たい

して、地域
ち い き

とのつながりや本人
ほんにん

を取
と

り巻
ま

く人間
にんげん

関係
かんけい

などの環 境
かんきょう

を重視
じゅうし

しながら、地域
ち い き

のさまざまな取組
とりくみ

やサービス

を調 整
ちょうせい

して支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

に結
むす

びつけるなどの援助
えんじょ

を 行
おこな

う専門
せんもん

職 員
しょくいん

のことで

す。 
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 さ 行
ぎょう

 

社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

 

 症 状
しょうじょう

が安定
あんてい

し、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に復帰
ふ っ き

することができるのに、家族
か ぞ く

の事情
じじょう

や地域
ち い き

の受
う

け

皿
ざら

がないなどの社会的
しゃかいてき

な理由
り ゆ う

のために、入院
にゅういん

し続
つづ

けなければならない状態
じょうたい

のことで

す。 

 

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

 

重度
じゅうど

の肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

と重度
じゅうど

の知的
ち て き

障 害
しょうがい

とが重 複
ちょうふく

した状 態
じょうたい

を 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障 害
しょうがい

とい

い、その状 態
じょうたい

にある子
こ

どもを 重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

といいます。 

 

住民
じゅうみん

参加型
さ ん か が た

サービス団体
だんたい

 

 サービスの提供者
ていきょうしゃ

と利用者
り よ う し ゃ

がともに地域
ち い き

の住民
じゅうみん

であり、互
たが

いに対等
たいとう

な立場
た ち ば

で構成
こうせい

する、営利
え い り

を目的
もくてき

としない団体
だんたい

のことです。サービスを利用
り よ う

した人
ひと

は団体
だんたい

に利用料
りようりょう

を

支払
し は ら

い、サービスを提供
ていきょう

した人
ひと

は団体
だんたい

から報酬
ほうしゅう

を受
う

け取
と

ります。 

 

就 労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

 

 一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

が、一定
いってい

の期間
き か ん

（原則
げんそく

として 2年間
ねんかん

）、就 労
しゅうろう

のための

知識
ち し き

や能 力
のうりょく

を身
み

につけるための訓練
くんれん

をする事業
じぎょう

です。職場
しょくば

実 習
じっしゅう

や職場
しょくば

探
さが

し、就職後
しゅうしょくご

のフォローアップなどの支援
し え ん

も 行
おこな

います。 

 

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

（A
えー

型
がた

・B
びー

型
がた

） 

 一般
いっぱん

企業
きぎょう

などで 働
はたら

くことの 難
むずか

しい障害者
しょうがいしゃ

が、 働
はたら

きながら、知識
ち し き

や能力
のうりょく

を身
み

につ

けるための訓練
くんれん

をする事業
じぎょう

です。雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

んで 働
はたら

くA
えー

型
がた

と、雇用
こ よ う

契約
けいやく

を結
むす

ばず

に 働
はたら

くB
びー

型
がた

があります。 

 

障 害 者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

（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

） 

 2006年
ねん

12月
がつ

に第
だい

61回
かい

国連
こくれん

総会
そうかい

で採択
さいたく

され、2008年
ねん

5月
がつ

に発効
はっこう

した、障 害
しょうがい

者
しゃ

の

人権
じんけん

条 約
じょうやく

です。日本
に ほ ん

は 2007年
ねん

9月
がつ

に署名
しょめい

、2014年
ねん

１月
がつ

に批准
ひじゅん

しています。この 
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条 約
じょうやく

は、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

があらゆる人権
じんけん

と基本的
き ほ ん て き

自由
じ ゆ う

を差別
さ べ つ

なしに完全
かんぜん

に享 受
きょうじゅ

する

ことを保障
ほしょう

するために、福祉
ふ く し

、雇用
こ よ う

、教 育
きょういく

などあらゆる分野
ぶ ん や

において、障 害
しょうがい

に基
もと

づ

く差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

するために必要
ひつよう

な合理的
ご う り て き

な配慮
はいりょ

の

提 供
ていきょう

を確保
か く ほ

することを定
さだ

めています。 

 

障 害 者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター 

 障害者
しょうがいしゃ

の 職 業
しょくぎょう

生活
せいかつ

における自立
じ り つ

を図
はか

るための 就 業
しゅうぎょう

支援
し え ん

や、 就 業
しゅうぎょう

に 伴
ともな

う

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の支援
し え ん

を 行
おこな

うための施設
し せ つ

です。就 労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、仕事
し ご と

を探
さが

すための相談
そうだん

から、就労後
しゅうろうご

のフォローアップまでさまざまな支援
し え ん

を 行
おこな

います。 

 

障害者用
しょうがいしゃよう

住 宅
じゅうたく

 

 障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

して暮
く

らせるように、段差
だ ん さ

の解消
かいしょう

などのバリアフリー設計
せっけい

や、安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

などの設備
せ つ び

を 整
ととの

えた専用
せんよう

住宅
じゅうたく

のことです。 

 

情 報
じょうほう

機器
き き

 

 障害者
しょうがいしゃ

への情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を図
はか

るために必要
ひつよう

な機
き

器
き

類
るい

です。 

公 共
こうきょう

の場
ば

へ設置
せ っ ち

することにより視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

や 聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が活用
かつよう

できる音声
おんせい

案内
あんない

装置
そ う ち

や電光
でんこう

掲示板
け い じ ば ん

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な機器
き き

として、光
ひかり

や音
おと

で知
し

らせる屋内
おくない

信号
しんごう

装置
そ う ち

、活字
か つ じ

文字
も じ

読
よ

み上
あ

げ装置
そ う ち

や文字
も じ

情 報
じょうほう

受信
じゅしん

装置
そ う ち

のほか、ファクシミリ、パソコン

による情 報
じょうほう

・通信
つうしん

支援
し え ん

用具
よ う ぐ

、会話
か い わ

補助
ほ じ ょ

装置
そ う ち

などがあります。 

 

ショートステイ（短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

） 

 ⇒ 短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

をご覧
らん

ください。 

 

触手話
しょくしゅわ

 

 盲
もう

ろう者
しゃ

（視覚
し か く

・聴 覚
ちょうかく

の二重
にじゅう

障害者
しょうがいしゃ

）が使
つか

うコミュニケーション手段
しゅだん

のひとつで

す。手話
し ゅ わ

で意思
い し

を 表
あらわ

している相手
あ い て

の手
て

に直 接
ちょくせつ

触
ふ

れて、手話
し ゅ わ

の内容
ないよう

を読
よ

み取
と

ります。 
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ジョブコーチ 

 障害者
しょうがいしゃ

が就 労
しゅうろう

する際
さい

に、一緒
いっしょ

に職場
しょくば

に出向
で む

いてさまざまな支援
し え ん

をする援助者
えんじょしゃ

です。

障害者
しょうがいしゃ

の職場
しょくば

への適応
てきおう

を直 接
ちょくせつ

支援
し え ん

するだけでなく、事業
じぎょう

主
ぬし

や同 僚
どうりょう

に助言
じょげん

を 行
おこな

い、

障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた職務
しょくむ

の調 整
ちょうせい

や職場
しょくば

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

なども 行
おこな

います。 

 

生活
せいかつ

介護
か い ご

 

 常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

が日 中
にっちゅう

通
かよ

って、介護
か い ご

や支援
し え ん

を受
う

けながら生産
せいさん

活動
かつどう

や

創作的
そうさくてき

活動
かつどう

を 行
おこな

う事業
じぎょう

です。 

 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

 

 障 害
しょうがい

などの理由
り ゆ う

で判断
はんだん

能 力
のうりょく

が十 分
じゅうぶん

でない人
ひと

を、不利益
ふ り え き

から守
まも

るための制度
せ い ど

です。

家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

によって選
えら

ばれた成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等
とう

が、契約
けいやく

を結
むす

ぶ手続
て つ づ

きなどを代
か

わりに 行
おこな

ったり、本人
ほんにん

が 誤
あやま

って結
むす

んでしまった契約
けいやく

などを取
と

り消
け

したりします。 

 

 た 行
ぎょう

 

大学
だいがく

コンソーシアム八王子
は ち お う じ

 

個別
こ べ つ

に取
と

り組
く

むと手間
て ま

や費用
ひ よ う

がかかる事業
じぎょう

を共 同
きょうどう

で 行
おこな

うため地域
ち い き

特性
とくせい

を活
い

かし、

大学
だいがく

・市民
し み ん

・経済
けいざい

団体
だんたい

・企業
きぎょう

・行 政
ぎょうせい

などが連携
れんけい

・協 働
きょうどう

し、近隣
きんりん

の大学
だいがく

などが集
あつ

まっ

た組織
そ し き

で、加盟
か め い

する学校間
がっこうかん

で単位
た ん い

互換
ご か ん

をしたり、 協 力
きょうりょく

してインターンシップの

派遣先
は け ん さ き

を探
さが

したりしているケースが多
おお

いです。 

 

短期
た ん き

入 所
にゅうしょ

（ショートステイ） 

 普段
ふ だ ん

介助
かいじょ

している人
ひと

が、病気
びょうき

や用事
よ う じ

などの理由
り ゆ う

により介助
かいじょ

できないときに、短期間
た ん き か ん

施設
し せ つ

に入 所
にゅうしょ

して介助
かいじょ

を 行
おこな

うサービスです。 
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地域
ち い き

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

 

 分野
ぶ ん や

ごとの『縦割
た て わ

り』や「支
ささ

え手
て

」「受
う

け手
て

」という関係
かんけい

を超
こ

えて、地域
ち い き

住 民
じゅうみん

や地域
ち い き

の多様
た よ う

な主体
しゅたい

が『我
わ

が事
こと

』として参画
さんかく

し、人
ひと

と人
ひと

、人
ひと

と資源
し げ ん

が世代
せ だ い

や分野
ぶ ん や

を超
こ

えて『丸
まる

ごと』つながることで、住 民
じゅうみん

一人
ひ と り

ひとりの暮
く

らしと生
い

きがい、地域
ち い き

をともに創
つく

って

いく社会
しゃかい

のことです。 

 

地域
ち い き

福祉
ふ く し

権利
け ん り

擁護
よ う ご

事業
じぎょう

 

 認知症
にんちしょう

の 症 状
しょうじょう

や物忘
ものわす

れ、知的
ち て き

障 害
しょうがい

や精神
せいしん

障 害
しょうがい

などにより判断
はんだん

能 力
のうりょく

が十 分
じゅうぶん

では

ない方
かた

が、地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう支援
し え ん

する制度
せ い ど

（社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法
ほう

）

です。 

 

中 核
ちゅうかく

市
し

 

 地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

に定
さだ

められた、政令
せいれい

で指定
し て い

する人口
じんこう

30万人
まんにん

以上
いじょう

の都市
と し

のことで、福祉
ふ く し

、

環 境
かんきょう

、まちづくり、教 育
きょういく

などさまざまな分野
ぶ ん や

で一般
いっぱん

の市町村
しちょうそん

よりも幅広
はばひろ

い事務
じ む

を 行
おこな

います。独自
ど く じ

の基準
きじゅん

を定
さだ

めることで、より一層
いっそう

市政
し せ い

に地域
ち い き

の特性
とくせい

を活
い

かすことができ

ます。八王子市
は ち お う じ し

は、平成
へいせい

27年
ねん

４月
がつ

に都内
と な い

では初
はつ

の中 核
ちゅうかく

市
し

に移行
い こ う

します。 

 

重 複
ちょうふく

障 害 者
しょうがいしゃ

 

 医学用語
い が く よ う ご

から派生
は せ い

したものとしている「障 害
しょうがい

」を 2 つ以上
いじょう

併
あわ

せ有
ゆう

することをいい

ます。ただし、厚生
こうせい

行 政
ぎょうせい

と学校
がっこう

法人
ほうじん

では、定義
て い ぎ

が異
こと

なります。 

 

通 級
つうきゅう

指導
し ど う

学 級
がっきゅう

 

 小学校
しょうがっこう

や中学校
ちゅうがっこう

の通 常
つうじょう

の学 級
がっきゅう

に籍
せき

を置
お

いて、比較的
ひ か く て き

軽度
け い ど

な障 害
しょうがい

を有
ゆう

する児童
じ ど う

に対
たい

して、その障 害
しょうがい

にあった特別
とくべつ

な指導
し ど う

を 行
おこな

うクラスです。通 常
つうじょう

学 級
がっきゅう

に籍
せき

をおく

障
しょう

がい児
じ

も、弱視
じゃくし

・難 聴
なんちょう

・言語
げ ん ご

障 害
しょうがい

・情 緒
じょうちょ

障 害
しょうがい

・肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

及
およ

び 病 弱
びょうじゃく

・学 習
がくしゅう

障 害
しょうがい

（ L D
えるでぃー

）・注意欠陥多動
ちゅういけっかんたどう

性
せい

障 害
しょうがい

（ A D H D
えーでぃーえいちでぃー

）など様々
さまざま

です。 
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通所
つうしょ

施設
し せ つ

 

 障害者
しょうがいしゃ

が日 中
にっちゅう

通
かよ

って、自立
じ り つ

生活
せいかつ

や就 労
しゅうろう

のための訓練
くんれん

をしたり、生産
せいさん

活動
かつどう

、創作的
そうさくてき

活動
かつどう

などを 行
おこな

う施設
し せ つ

です。 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学 級
がっきゅう

 

 小 中 学 校
しょうちゅうがっこう

等
とう

に設置
せ っ ち

される学 級
がっきゅう

で、知的
ち て き

障 害
しょうがい

、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

、弱視
じゃくし

、難 聴
なんちょう

、言語
げ ん ご

障 害
しょうがい

、

情 緒
じょうちょ

障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

、または病弱児
びょうじゃくじ

（身体
しんたい

虚弱児
きょじゃくじ

を含
ふく

む）に対
たい

して、障 害
しょうがい

の種別
しゅべつ

ごとの少人数
しょうにんずう

教 育
きょういく

で、一人
ひ と り

ひとりの学 習 上
がくしゅうじょう

・生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

に応
おう

じた教 育
きょういく

を 行
おこな

います。固定
こ て い

学 級
がっきゅう

と通 級
つうきゅう

指導
し ど う

学 級
がっきゅう

があります。 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

 

視覚
し か く

障 害
しょうがい

、聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

、知的
ち て き

障 害
しょうがい

、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

のある比較的
ひ か く て き

障 害
しょうがい

が重
おも

い児童
じ ど う

・生徒
せ い と

、

または病弱児
びょうじゃくじ

（身体
しんたい

虚弱児
きょじゃくじ

を含
ふく

む）に対
たい

して、幼稚園
よ う ち え ん

、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

または高等
こうとう

学校
がっこう

に 準
じゅん

ずる教 育
きょういく

を 施
ほどこ

すとともに、障 害
しょうがい

による学 習 上
がくしゅうじょう

・生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を克服
こくふく

し、

自立
じ り つ

を図
はか

るために必要
ひつよう

な知識
ち し き

技能
ぎ の う

を身
み

につけるための専門性
せんもんせい

の高
たか

い指導
し ど う

を 行
おこな

う学校
がっこう

のことです。 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教 育
きょういく

 

 平成
へいせい

19年
ねん

4月
がつ

に、従 来
じゅうらい

の特殊
とくしゅ

教 育
きょういく

から転換
てんかん

された 新
あたら

しい教 育
きょういく

制度
せ い ど

です。障 害
しょうがい

の

ある幼児
よ う じ

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向
む

けた取組
とりくみ

を支援
し え ん

するという視点
し て ん

に立
た

ち、

幼児
よ う じ

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

一人
ひ と り

ひとりの必要
ひつよう

に応
おう

じて、能 力
のうりょく

を高
たか

めたり、生活
せいかつ

や学 習 上
がくしゅうじょう

の困難
こんなん

を改善
かいぜん

するために、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

を 行
おこな

うものです。これまで心身
しんしん

障 害
しょうがい

教 育
きょういく

の対 象
たいしょう

となってきた幼児
よ う じ

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

に加
くわ

え、幼稚園
よ う ち え ん

・保育
ほ い く

園
えん

・認定
にんてい

こども園
えん

、

小
しょう

中学校
ちゅうがっこう

の通 常
つうじょう

の学 級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する発達
はったつ

障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

に対
たい

しても支援
し え ん

を 行
おこな

い

ます。 
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特別
とくべつ

支援
し え ん

教 室
きょうしつ

 

小学校
しょうがっこう

の 通 常
つうじょう

の 学 級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

している特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

が、他校
た こ う

の

通 級
つうきゅう

指導
し ど う

・学 級
がっきゅう

に通
かよ

うことなく在籍校
ざいせきこう

で指導
し ど う

を受
う

けることができるクラスです。 

 

特例
とくれい

子会社
こ が い し ゃ

 

 事業
じぎょう

主
ぬし

が障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

に配慮
はいりょ

した子会社
こ が い し ゃ

（特例
とくれい

子会社
こ が い し ゃ

）を設立
せつりつ

して、多数
た す う

の障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

した場合
ば あ い

、その子会社
こ が い し ゃ

を親会社
おやがいしゃ

の一
いち

事業所
じぎょうしょ

とみなして、法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

を算 出
さんしゅつ

で

きる制度
せ い ど

です。 

 

 な 行
ぎょう

 

難 病
なんびょう

 

 原因
げんいん

不明
ふ め い

で治療
ちりょう

方法
ほうほう

が確立
かくりつ

されておらず、慢性化
ま ん せ い か

して後遺症
こういしょう

が残
のこ

ることも多
おお

い病気
びょうき

の総 称
そうしょう

です。介助
かいじょ

のための家族
か ぞ く

の負担
ふ た ん

や、精神的
せいしんてき

・経済的
けいざいてき

な負担
ふ た ん

が大
おお

きく、生活
せいかつ

に大
おお

きな支障
ししょう

をもたらします。平成
へいせい

25年
ねん

４月
がつ

に施行
し こ う

された障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

では、難 病
なんびょう

等
とう

が新
あら

たに「障害者
しょうがいしゃ

」の範囲
は ん い

に加
くわ

えられました。 

 

日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

 

 身体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

が日 常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

るときに、障 害
しょうがい

による負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するために使
つか

う用具
よ う ぐ

です。 

 

脳性
のうせい

麻痺
ま ひ

 

 胎生期
たいせいき

から新生児期
し ん せ い じ き

にかけて、脳
のう

が外 傷
がいしょう

・酸素
さ ん そ

欠乏
けつぼう

などにより損 傷
そんしょう

されたことが

原因
げんいん

で、四肢
し し

が麻痺
ま ひ

し、運動
うんどう

障 害
しょうがい

が起
お

こる疾病
しっぺい

です。 

ノーマライゼーション 

 障害者
しょうがいしゃ

など社会的
しゃかいてき

に不利益
ふ り え き

を受
う

けやすい人々
ひとびと

が、社会
しゃかい

の中
なか

で他
ほか

の人々
ひとびと

と同
おな

じよう

に生活
せいかつ

し、活動
かつどう

することが社会
しゃかい

の本来
ほんらい

あるべき 姿
すがた

（ノーマルな 姿
すがた

）であるという 考
かんが

え方
かた

のことです。 
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 は 行
ぎょう

 

発達
はったつ

障 害
しょうがい

 

 自閉症
じへいしょう

、アスペルガー症候群
しょうこうぐん

その他
た

の広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障 害
しょうがい

など、比較的
ひ か く て き

低年齢
ていねんれい

で発 症
はっしょう

する脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

です。言語
げ ん ご

発達
はったつ

の遅
おく

れやコミュニケーション障 害
しょうがい

などを 伴
ともな

うこと

がありますが、特
とく

定
てい

の能 力
のうりょく

の習 得
しゅうとく

・使用
し よ う

だけに困難
こんなん

のある学 習
がくしゅう

障 害
しょうがい

（Ｌ Ｄ
えるでぃー

）や、

注
ちゅう

意力
いりょく

欠如
けつじょ

・衝動性
しょうどうせい

・多動
た ど う

性
せい

に特 徴
とくちょう

のある注意
ちゅうい

欠陥
けっかん

・多動
た ど う

性
せい

障 害
しょうがい

（ Ａ Ｄ Ｈ Ｄ
えーでぃーえいちでぃー

）

など、障 害
しょうがい

のある能 力
のうりょく

やその程度
て い ど

は非常
ひじょう

にさまざまです。 

 

バリアフリー 

 障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を困難
こんなん

にしている全
すべ

ての障 壁
しょうへき

（バリア）を取
と

り除
のぞ

く

ことです。道路
ど う ろ

・施設
し せ つ

・交通
こうつう

機関
き か ん

などの障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

く「物理的
ぶ つ り て き

バリアフリー」、資格
し か く

取得
しゅとく

などの社会的
しゃかいてき

制限
せいげん

を取
と

り除
のぞ

く「社会的
しゃかいてき

バリアフリー」、 心
こころ

の 障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

く

「心理的
し ん り て き

バリアフリー」、情報面
じょうほうめん

での障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

く「情 報
じょうほう

バリアフリー」などが

あります。2006年
ねん

12月
がつ

にバリアフリー新法
しんぽう

（高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
え ん か つ か

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

）が施行
し こ う

され、交通
こうつう

バリアフリーと建築物
けんちくぶつ

などのバリアフリーを

一体的
いったいてき

に進
すす

めることが定
さだ

められました。 

 

副籍
ふくせき

制度
せ い ど

 

 「都立
と り つ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の 小
しょう

・中学部
ちゅうがくぶ

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が、居 住
きょじゅう

する地域
ち い き

の区
く

市町
しちょう

村立
そんりつ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

（地域
ち い き

指定校
し て い こ う

）に副次的
ふ く じ て き

な籍
せき

（副籍
ふくせき

）をもち、直接的
ちょくせつてき

な交 流
こうりゅう

や間接的
かんせつてき

な交 流
こうりゅう

を通
つう

じて、居 住
きょじゅう

する地域
ち い き

とのつながりの維持
い じ

・継続
けいぞく

を図
はか

る制度
せ い ど

」のことです。 

 

ピアカウンセリング 

 障害者
しょうがいしゃ

が 自
みずか

らの体験
たいけん

に基
もと

づいて、他
ほか

の障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

に応
おう

じ、相談者
そうだんしゃ

と同
おな

じ立場
た ち ば

か

ら問題
もんだい

解決
かいけつ

のための支援
し え ん

を 行
おこな

うことです。 
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法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

 

 国
くに

や地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

、民間
みんかん

企業
きぎょう

等
とう

は、「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

」に基
もと

づき、

一定
いってい

以上
いじょう

の割合
わりあい

（法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

）にあたる障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

しなければならないとされて

います。平成
へいせい

30年
ねん

4月
がつ

からは同法
どうほう

の改正
かいせい

により法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

の算定
さんてい

基礎
き そ

の対 象
たいしょう

に精神
せいしん

障 害
しょうがい

が追加
つ い か

されました。重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

は1
ひと

人
り

を2
ふた

人
り

として、

短時間
た ん じ か ん

労働者
ろうどうしゃ

（ 週
しゅう

所定
しょてい

労働
ろうどう

時間
じ か ん

20時間
じ か ん

以上
いじょう

30時間
じ か ん

未満
み ま ん

）の重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

は1 人
ひ と り

として、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

は1
ひと

人
り

を 0.5人
にん

としてカウントします。また、

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

納付
の う ふ

金
きん

制度
せ い ど

の適用
てきよう

対 象
たいしょう

が 常 用
じょうよう

雇用
こ よ う

労働者
ろうどうしゃ

45.5人
にん

以上
いじょう

の事業
じぎょう

主
ぬし

まで

拡大
かくだい

されます。 

◆ 法定
ほうてい

雇用率
こ よ う り つ

 

国
くに

・地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

 民間
みんかん

企業
きぎょう

等
とう

 

国
くに

・地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

 
都道府県
と ど う ふ け ん

等
とう

の 

教 育
きょういく

委員会
い い ん か い

 
一般
いっぱん

の民間
みんかん

企業
きぎょう

 特殊
とくしゅ

法人
ほうじん

等
とう

 

2.5％ 2.4％ 2.2％ 2.5％ 

 

ホームヘルプ（居宅
きょたく

介護
か い ご

） 

 ホームヘルパーが、障害者
しょうがいしゃ

の自宅
じ た く

などを訪問
ほうもん

して、入 浴
にゅうよく

・排
はい

せつ・食事
しょくじ

などの身体
しんたい

介助
かいじょ

や、調理
ちょうり

・洗濯
せんたく

・掃除
そ う じ

などの家事
か じ

援助
えんじょ

、生活
せいかつ

などに関
かん

する相談
そうだん

・助言
じょげん

などの支援
し え ん

を 行
おこな

うサービスです。 

 

補
ほ

装具
そ う ぐ

 

 身体
しんたい

障 害
しょうがい

のために 失
うしな

われた身体
しんたい

機能
き の う

を 補
おぎな

うための用具
よ う ぐ

です。 車
くるま

いすや、義手
ぎ し ゅ

、

義足
ぎ そ く

、杖
つえ

、補聴器
ほ ち ょ う き

などがあります。 

 

ボランティア・コーディネーター 

 ボランティアをしたい人
ひと

とボランティアを受
う

けたい人
ひと

をつないだり、ボランティア

活動
かつどう

の現場
げ ん ば

でさまざまな支援
し え ん

を 行
おこな

う人
ひと

のことです。 
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 ま 行
ぎょう

 

盲
もう

ろう者
しゃ

 

 視覚
し か く

と聴 覚
ちょうかく

の障 害
しょうがい

を併
あわ

せ持
も

つ人
ひと

のことであり、 情 報
じょうほう

入 手
にゅうしゅ

・コミュニケーショ

ン・移動
い ど う

など、さまざまな面
めん

で困難
こんなん

を抱
かか

えています。盲
もう

ろうになるまでの経緯
け い い

や障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

・程度
て い ど

によって、指
ゆび

点字
て ん じ

や触手話
しょくしゅわ

などさまざまなコミュニケーション手段
しゅだん

が

必要
ひつよう

になります。 

 

 や 行
ぎょう

 

ユニバーサルデザイン 

 障 害
しょうがい

の有無
う む

や、文化
ぶ ん か

・言語
げ ん ご

・年齢
ねんれい

・性別
せいべつ

・能 力
のうりょく

などの違
ちが

いに関
かか

わらず、誰
だれ

もが簡
かん

単
たん

・快適
かいてき

に利用
り よ う

することができる施設
し せ つ

・製品
せいひん

・情 報
じょうほう

のデザインのことです。障 壁
しょうへき

（バ

リア）を取
と

り除
のぞ

くバリアフリーデザインをさらに発展
はってん

させ、はじめから全
すべ

ての人
ひと

が

共 用
きょうよう

できるように 考
かんが

えて設計
せっけい

されたデザインのことを指
さ

します。 

 

指
ゆび

点字
て ん じ

 

 盲
もう

ろう者
しゃ

（視覚
し か く

・聴 覚
ちょうかく

の二重
にじゅう

障害者
しょうがいしゃ

）が使
つか

うコミュニケーション手段
しゅだん

のひとつで

す。左右
さ ゆ う

3本
ほん

ずつの指
ゆび

を点字
て ん じ

タイプライターに見立
み た

てて点字
て ん じ

を打
う

つことで、相手
あ い て

に言葉
こ と ば

を伝
つた

えることができます。 

 

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

 

 聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーションを支援
し え ん

するために、その場
ば

で 話
はなし

の内容
ないよう

を要約
ようやく

し、文字
も じ

で伝
つた

える筆記
ひ っ き

通訳
つうやく

です。ノートやホワイトボード、ＯＨＰ
おーえいちぴー

やＯＨＣ
おーえいちしー

を使
つか

い

手書
て が

きまたはパソコンを使用
し よ う

するなどでスクリーンに映
うつ

し、大勢
おおぜい

で情 報
じょうほう

を得
え

る方法
ほうほう

（全体
ぜんたい

投影
とうえい

）と１～２人
にん

の隣
とな

りで手書
て が

きまたはパソコンで通訳
つうやく

する方法
ほうほう

（ノートテイ

ク）があります。ノートテイクは病 院
びょういん

や面接
めんせつ

、学校
がっこう

などで有効
ゆうこう

な方法
ほうほう

です。 
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 ら 行
ぎょう

 

ライフステージ 

 人
ひと

の一 生
いっしょう

を年代
ねんだい

によって分
わ

けたそれぞれの段階
だんかい

のことです。幼年期
よ う ね ん き

・児童期
じ ど う き

・青
せい

年期
ね ん き

・壮年期
そ う ね ん き

・老年期
ろ う ね ん き

などに区分
く ぶ ん

され、誕 生
たんじょう

・入 学
にゅうがく

・卒 業
そつぎょう

・ 就 職
しゅうしょく

・結婚
けっこん

など、

それぞれの年代
ねんだい

に応
おう

じた節目
ふ し め

となる出来事
で き ご と

を体験
たいけん

します。 

 

リハビリテーション 

 障 害
しょうがい

や、事故
じ こ

・病気
びょうき

などの後遺症
こういしょう

のある人
ひと

が、身体的
しんたいてき

・心理的
し ん り て き

・職 業 的
しょくぎょうてき

・社会的
しゃかいてき

能 力
のうりょく

を回復
かいふく

・向 上
こうじょう

させることで、自立
じ り つ

した社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるようにする

ための訓練
くんれん

・療 法
りょうほう

や支援
し え ん

のことです。 

 

リフトバス 

 身体
しんたい

障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、 車
くるま

いすのままでも乗 降
じょうこう

できるように昇降機
しょうこうき

を備
そな

えたバス

です。 

 

療 育
りょういく

 

 障害児
しょうがいじ

が医療的
いりょうてき

な配慮
はいりょ

のもとで育成
いくせい

されることです。 

 

レスパイト（一時的
い ち じ て き

休 息
きゅうそく

） 

 家族
か ぞ く

など、長時間
ちょうじかん

介助
かいじょ

に 携
たずさ

わっている介助者
かいじょしゃ

を一時的
い ち じ て き

に介助
かいじょ

から解放
かいほう

し、休 養
きゅうよう

な

どの時間
じ か ん

を確保
か く ほ

することです。介助者
かいじょしゃ

自身
じ し ん

の健康
けんこう

を保
たも

つために必要
ひつよう

な休 養
きゅうよう

や息
いき

抜
ぬ

き

の時間
じ か ん

を確保
か く ほ

するだけでなく、介助者
かいじょしゃ

が地域
ち い き

での交 流
こうりゅう

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

の時間
じ か ん

を持
も

てるよ

うにすることも目的
もくてき

としています。  
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◆ 障害
しょうがい

者
し ゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

のポイント 

平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

1日
にち

、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

等
とう

の権利
け ん り

侵害
しんがい

行為
こ う い

（差別的
さ べ つ て き

取 扱
とりあつか

い）を

禁止
き ん し

するとともに、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を 怠
おこた

ることによる権利
け ん り

侵害
しんがい

（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の

不提供
ふていきょう

）も差別
さ べ つ

と位置
い ち

づけ、これを防止
ぼ う し

することを定
さだ

めた「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

（正式
せいしき

名 称
めいしょう

：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

）」が施行
し こ う

されました。 

 

（１）目的
もくてき

（第一条
だいいちじょう

） 

 この法律
ほうりつ

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の基本的
き ほ ん て き

な理念
り ね ん

にのっとり、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

解 消
かいしょう

を推進
すいしん

し、全
すべ

ての国民
こくみん

が、障 害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共 生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを目的
もくてき

として

います。 

（２）国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

（第三条
だいさんじょう

） 

 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、この法律
ほうりつ

の趣旨
し ゅ し

にのっとり、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

して必要
ひつよう

な施策
し さ く

を策定
さくてい

し、これを実施
じ っ し

しなければならないこととさ

れています。 

（３）不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の義務
ぎ む

（第七条
だいななじょう

、第八条
だいはちじょう

） 

行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

や事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、その事務
じ む

または事業
じぎょう

を 行
おこな

うにあたり、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として

不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取 扱
とりあつか

いをしてはならないこととされています。また、障害者
しょうがいしゃ

から

社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表 明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

、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、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

に応
おう

じて、

社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について必要
ひつよう

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
はいりょ

をしなければならないこと

とされています（事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は努力
どりょく

義務
ぎ む

）。 

  

資料
し り ょ う

２ 
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◆ 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
と も

に安心
あんしん

して暮
く

らせる八王子
は ち お う じ

づくり条例
じょうれい

 

私
わたし

たちのまち八王子
は ち お う じ

は、全
すべ

ての人
ひと

が基本的人権
きほんてきじんけん

を享 有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が

重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

するという認識
にんしき

に立
た

ち、

障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが地域社会
ちいきしゃかい

で共
とも

に支
ささ

え合
あ

い、安心
あんしん

して暮
く

らせるまち

を目指
め ざ

し、障 害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する福祉
ふ く し

の向 上
こうじょう

のため、様々
さまざま

な施策
し さ く

を推進
すいしん

してきた。 

しかしながら、依然
い ぜ ん

として 障 害
しょうがい

のある人は、 障 害
しょうがい

に対
たい

する誤解
ご か い

や偏見
へんけん

により

不利益
ふ り え き

な取 扱
とりあつか

いを受
う

け、配慮不足
はいりょぶそく

により日常生活
にちじょうせいかつ

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

で不自由
ふ じ ゆ う

を感
かん

じてい

る 状 況
じょうきょう

にある。 

このような中
なか

、障 害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、共
とも

に支
ささ

え合
あ

い、安心
あんしん

して暮
く

らせるまち

の実現
じつげん

のため、市
し

、市民
し み ん

、事業者
じぎょうしゃ

など全
すべ

ての者
もの

が連携
れんけい

し、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

を困難
こんなん

にしてきた 心
こころ

の壁
かべ

、社会参加
しゃかいさんか

を困難
こんなん

にする物理的環境
ぶつりてきかんきょう

、社会的制度
しゃかいてきせいど

、情 報
じょうほう

の不足
ふ そ く

な

ど、社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

を取
と

り除
のぞ

き、障 害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

するいかなる差別
さ べ つ

もなくす取組
とりくみ

が 私
わたし

たちに求
もと

められている。 

このため、私
わたし

たちは、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、障 害
しょうがい

のない人
ひと

と等
ひと

しく、基本的人権
きほんてきじんけん

を享 有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、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
とも

に

安心
あんしん

して暮
く

らせるまちの実現
じつげん

を目指
め ざ

し、この条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

（目的
もくてき

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この条 例
じょうれい

は、障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する市民
し み ん

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

の理解
り か い

を深
ふか

め、障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

す

る差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

について、基本理念
き ほ ん り ね ん

を定
さだ

め、市
し

、市
し

民
みん

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

の責務
せ き む

を

明
あき

らかにするとともに、当該取組
とうがいとりくみ

に 係
かかわ

る施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

し、もって市民
し み ん

が障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らすこ

とができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

とする。 

（定義
て い ぎ

） 

第
だい

２ 条
じょう

 この条 例
じょうれい

において、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は、それぞれ当該各号
とうがいかくごう

に

定
さだ

めるところによる。 

（1）障 害
しょうがい

者
しゃ

 身体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ち て き

障 害
しょうがい

、精神
せいしん

障 害
しょうがい

（発達
はったつ

障 害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の 障 害
しょうがい

（以下
い か

「 障 害
しょうがい

」と 総 称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、 障 害
しょうがい

及
およ

び

社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常生活又
にちじょうせいかつまた

は社会生活
しゃかいせいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状 態
じょうたい
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にあるものをいう。 

（2）社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

 障 害
しょうがい

がある者
もの

にとって日常生活又
にちじょうせいかつまた

は社会生活
しゃかいせいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で障 壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。 

（3）差別
さ べ つ

 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

の権利利益
けんりけんえき

を侵害
しんがい

する行為
こ う い

をい

う。 

（基本理念
き ほ ん り ね ん

） 

第
だい

３ 条
じょう

 障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

は、全
すべ

ての障 害
しょうがい

者
しゃ

が、障 害
しょうがい

者
しゃ

で

ない者
もの

と等
ひと

しく、基本的人権
きほんてきじんけん

を享 有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その

尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

することを前提
ぜんてい

として 行
おこな

わなければ

ならない。 

２ 障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

は、差別
さ べ つ

の多
おお

くが障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する誤解
ご か い

、

偏見
へんけん

その他
た

の理解
り か い

の不足
ふ そ く

から 生
しょう

じていることを踏
ふ

まえ、障 害
しょうがい

及
およ

び障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する

理解
り か い

を広
ひろ

げる取組
とりくみ

と一体
いったい

のものとして 行
おこな

わなければならない。 

３ 障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

は、様々
さまざま

な立場
た ち ば

の市民
し み ん

がそれぞれの

立場
た ち ば

を理解
り か い

し、相互
そ う ご

に 協 力
きょうりょく

して 行
おこな

わなければならない。 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第
だい

４ 条
じょう

 市
し

は、前
ぜん

条
じょう

に規定
き て い

する基本理念
き ほ ん り ね ん

（以下
い か

「基本理念
き ほ ん り ね ん

」という。）にのっとり、

障 害
しょうがい

及
およ

び 障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を広
ひろ

げ、差別
さ べ つ

をなくすための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

する責務
せ き む

を有
ゆう

する。 

２ 市
し

は、前項
ぜんこう

の差別
さ べ つ

をなくすための施策
し さ く

を実施
じ っ し

するときは、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

に十 分
じゅうぶん

配慮
はいりょ

するものとする。 

（市
し

民等
みんとう

の責務
せ き む

） 

第
だい

５ 条
じょう

 市
し

民
みん

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

は、基本理念
き ほ ん り ね ん

にのっとり、障 害
しょうがい

及
およ

び障 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、市
し

が実施
じ っ し

する障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための施策
し さ く

に 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めなければならない。 

（差別
さ べ つ

の禁止等
き ん し と う

） 

第
だい

６ 条
じょう

 何人
なんびと

も、障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

し、差別
さ べ つ

をしてはならない。 

２ 社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

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

ることによって障 害
しょうがい

者
しゃ

の権利利益
け ん り り え き

を
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侵害
しんがい

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。 

（合理的
ご う り て き

な配慮
はいりょ

） 

第
だい

７ 条
じょう

 市
し

、指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

（地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

（昭和
しょうわ

22
２ ２

年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

67
６ ７

号
ごう

）第
だい

244
２ ４ ４

条
じょう

の2
２

第
だい

3
３

項
こう

の規定
き て い

により、 公
おおやけ

の施設
し せ つ

の管理
か ん り

を 行
おこな

わせることができるものとして市長
しちょう

が指定
し て い

する法人
ほうじん

その他
た

の団体
だんたい

をいう。以下
い か

同
おな

じ。）及
およ

び市外
し が い

郭
かく

団体
だんたい

（市
し

が出資
しゅっし

又
また

は 出
しゅつ

えん

する団体
だんたい

で、市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

めるものをいう。以下
い か

同
おな

じ。）は、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、次
つぎ

に掲
かか

げる場合
ば あ い

には、前
ぜん

条
じょう

第
だい

２項
こう

の規定
き て い

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

の

性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

に応
おう

じて、社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について必要
ひつよう

か

つ合理的
ご う り て き

な配慮
はいりょ

をしなければならない。 

（1）不特定多数
ふ と く て い た す う

の者
もの

が利用
り よ う

する施設
し せ つ

（公共交通機関
こうきょうこうつうきかん

を含
ふく

む。）を提 供
ていきょう

するとき。 

（2）意思疎通
い し そ つ う

を図
はか

るとき及
およ

び不特定多数
ふ と く て い た す う

の者
もの

に情 報
じょうほう

を提 供
ていきょう

するとき。 

（3）商 品
しょうひん

を販売
はんばい

し、又
また

はサービスを提 供
ていきょう

するとき。 

（4）不動産
ふ ど う さ ん

の取引
とりひき

を 行
おこな

うとき。 

（5）労働
ろうどう

者
しゃ

の募集
ぼしゅう

、採用
さいよう

及
およ

び労働
ろうどう

条
じょう

件
けん

を決定
けってい

するとき。 

（6）医療又
いりょうまた

はリハビリテーションを提 供
ていきょう

するとき。 

（7）教 育
きょういく

を 行
おこな

うとき。 

（8）保育
ほ い く

を 行
おこな

うとき。 

（9）療 育
りょういく

を 行
おこな

うとき。 

（10）その他
た

社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

となって、障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

し日常生活又
にちじょうせいかつまた

は社会生活
しゃかいせいかつ

に相当
そうとう

な

制限
せいげん

を与
あた

えているとき。 

２ 市民
し み ん

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

（指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

及
およ

び市外
し が い

郭
かく

団体
だんたい

を除
のぞ

く。）は、前項
ぜんこう

各号
かくごう

に掲
かか

げる場合
ば あ い

には、前 条
ぜんじょう

第
だい

2項
こう

の規定
き て い

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障 害
しょうがい

の状 態
じょうたい

に

応
おう

じて、社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について必要
ひつよう

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
はいりょ

をするよう努
つと

め

るものとする。 

（市
し

民等
みんとう

の理解
り か い

の促進
そくしん

） 

第
だい

８ 条
じょう

 市
し

は、市
し

民
みん

及
およ

び事業者
じぎょうしゃ

が障 害
しょうがい

及
およ

び障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるよう、普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

その他
た

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

２ 市長
しちょう

及
およ

び教 育
きょういく

委員会
い い ん か い

は、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

が障 害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め

るための教 育
きょういく

の重要性
じゅうようせい

を認識
にんしき

し、その実施
じ っ し

について相互
そ う ご

に連携
れんけい

を図
はか

るものとする。 
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3 市
し

は、障 害
しょうがい

者
しゃ

に対
たい

する支援
し え ん

を適切
てきせつ

に 行
おこな

うため、全
すべ

ての職 員
しょくいん

並
なら

びに指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

及
およ

び

市外
し が い

郭
かく

団体
だんたい

が 障 害
しょうがい

及
およ

び障 害
しょうがい

者
しゃ

についての知識
ち し き

を習 得
しゅうとく

し、及
およ

び理解
り か い

を深
ふか

めるために

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

（移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

） 

第
だい

９ 条
じょう

 市
し

は、障 害
しょうがい

者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

するため、障 害
しょうがい

者
しゃ

が必要
ひつよう

とする移動
い ど う

の手段
しゅだん

が確保
か く ほ

できるよう、公 共
こうきょう

交通
こうつう

事業者
じぎょうしゃ

その他
た

の関係
かんけい

者
しゃ

の理解
り か い

及
およ

び 協 力
きょうりょく

を得
え

るよう

努
つと

めるものとする。 

（情 報
じょうほう

伝達
でんたつ

） 

第
だい

１０ 条
じょう

 市
し

は、障 害
しょうがい

者
しゃ

が 自
みずか

ら選択
せんたく

するコミュニケーション手段
しゅだん

（字幕
じ ま く

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、

要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、音声
おんせい

解説
かいせつ

等
とう

）を利用
り よ う

できるよう、コミュニケーション手段
しゅだん

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

及
およ

び利用
り よ う

拡大
かくだい

の支援
し え ん

に努
つと

めるものとする。 

 （医療
いりょう

及
およ

びリハビリテーション） 

第
だい

１１ 条
じょう

 市
し

は、地域
ち い き

で生活
せいかつ

する障 害
しょうがい

者
しゃ

に必要
ひつよう

な医療
いりょう

及
およ

びリハビリテーションが受
う

けられるよう医療
いりょう

関係
かんけい

団体
だんたい

との調 整
ちょうせい

に努
つと

めるものとする。 

 （教 育
きょういく

） 

第
だい

１２ 条
じょう

 市
し

は、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

がその年齢
ねんれい

及
およ

び能 力
のうりょく

に応
おう

じ、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた教 育
きょういく

を受
う

けることができるよう必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものと

する。 

（保育
ほ い く

） 

第
だい

１３ 条
じょう

 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

である乳幼児
にゅうようじ

及
およ

び児童
じ ど う

が、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた保育
ほ い く

を受
う

け

ることができるよう必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものとする。 

 （療 育
りょういく

） 

第
だい

１4 条
じょう

 市
し

は、障 害
しょうがい

者
しゃ

である子
こ

どもが、可能
か の う

な限
かぎ

りその身近
み じ か

な場所
ば し ょ

において療 育
りょういく

その他
た

これに関連
かんれん

する支援
し え ん

を受
う

けられるよう適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるもの

とする。 

 （関係
かんけい

法令
ほうれい

等
とう

との調和
ちょうわ

） 

第
だい

１5 条
じょう

 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する理解
り か い

を広
ひろ

げ、差別
さ べ つ

をなくすための施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

た

っては、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

（昭和
しょうわ

４５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

８４号
ごう

）、障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい
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生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

１７年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

）、障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

と

する差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

２５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６５号
ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」という。）その他
た

の関係
かんけい

法令
ほうれい

との調和
ちょうわ

を図
はか

らなければならない。 

 （差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

、助言
じょげん

等
とう

） 

第
だい

１6 条
じょう

 障 害
しょうがい

者
しゃ

及
およ

びその関係
かんけい

者
しゃ

は、障 害
しょうがい

者
しゃ

本人
ほんにん

に係
かか

る差別
さ べ つ

に該当
がいとう

すると思
おも

われる

事案
じ あ ん

（以下
い か

「対 象
たいしょう

事案
じ あ ん

」という。）について、市
し

に相談
そうだん

することができる。 

２ 市
し

は、対 象
たいしょう

事案
じ あ ん

に関
かん

する相談
そうだん

があったときは、次
つぎ

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

を 行
おこな

うものとする。 

（1）相談
そうだん

に応
おう

じ、関係
かんけい

者
しゃ

への事実
じ じ つ

の確認
かくにん

及
およ

び調査
ちょうさ

を 行
おこな

うこと。 

（2）相談
そうだん

に応
おう

じ、関係
かんけい

者
しゃ

に必要
ひつよう

な助言
じょげん

及
およ

び情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

を 行
おこな

うこと。 

（3）相談
そうだん

に係
かか

る関係
かんけい

者
しゃ

間
かん

の調 整
ちょうせい

を 行
おこな

うこと。 

（4）関係
かんけい

行
ぎょう

政機関
せ い き か ん

への紹 介
しょうかい

を 行
おこな

うこと。 

 （相談
そうだん

員
いん

） 

第
だい

１7 条
じょう

 市
し

は、相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業 者
ぎょうしゃ

（市
し

から委託
い た く

を受
う

けて障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

第
だい

７７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

第
だい

３号
ごう

に規定
き て い

する事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

をいう。）に、前 条
ぜんじょう

第
だい

２項
こう

各号
かくごう

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

の全部
ぜ ん ぶ

又
また

は一部
い ち ぶ

を委託
い た く

すること

ができる。 

（助言
じょげん

及
およ

びあっせんの申立
もうした

て） 

第
だい

１８ 条
じょう

 障害者
しょうがいしゃ

は、対 象
たいしょう

事案
じ あ ん

があるときは、市長
しちょう

に対
たい

し、対 象
たいしょう

事案
じ あ ん

を解決
かいけつ

する

ために必要
ひつよう

な助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

うよう申
もう

し立
た

てることができる。 

２ 障害者
しょうがいしゃ

の保護者
ほ ご し ゃ

又
また

は関係者
かんけいしゃ

は、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

に代
か

わり、前項
ぜんこう

の申立
もうした

てをすること

ができる。ただし、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の意
い

に反
はん

することが明
あき

らかであると認
みと

められると

きは、することができない。 

３ 前
ぜん

２項
こう

の申立
もうした

ては、その対 象
たいしょう

事案
じ あ ん

が次
つぎ

の各号
かくごう

のいずれかに該当
がいとう

する場合
ば あ い

は、す

ることができない。 

(１) 行 政
ぎょうせい

不服
ふ ふ く

審査法
し ん さ ほ う

（平成
へいせい

２６年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６８号
ごう

）その他
た

の法令
ほうれい

により、審査
し ん さ

請 求
せいきゅう

その他
た

の不服
ふ ふ く

申立
もうした

てをすることができる事案
じ あ ん

であって、 行
ぎょう

政 庁
せいちょう

の 行
おこな

う処分
しょぶん

の

取消
と り け

し、撤廃
てっぱい

又
また

は変更
へんこう

を求
もと

めるものであるとき。 

(２) 申立
もうした

ての原因
げんいん

となる事実
じ じ つ

のあった日
ひ

（継続
けいぞく

する行為
こ う い

にあっては、その行為
こ う い

の

終 了
しゅうりょう

した日
ひ

）から３年
ねん

を経過
け い か

しているものであるとき（その間
かん

に申立
もうした

てをしな

かったことにつき正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

く。）。 

(３) 現
げん

に犯罪
はんざい

の捜査
そ う さ

の対 象
たいしょう

となっているものであるとき。 
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 （事実
じ じ つ

の調査
ちょうさ

） 

第
だい

１９ 条
じょう

 市長
しちょう

は、前 条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

又
また

は第
だい

２項
こう

の申立
もうした

てがあったときは、当該
とうがい

申立
もうした

てに

係
かかわ

る事実
じ じ つ

について調査
ちょうさ

を 行
おこな

うことができる。この場合
ば あ い

において、調査
ちょうさ

の対 象
たいしょう

と

なる者
もの

は、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、これに 協 力
きょうりょく

しなければならない。 

（助言
じょげん

又
また

はあっせん） 

第
だい

２０ 条
じょう

 市長
しちょう

は、第
だい

１８ 条
じょう

第
だい

１項
こう

又
また

は第
だい

２項
こう

の申立
もうした

てがあったときは、八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

（第
だい

２２ 条
じょう

に規定
き て い

する八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

の

権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

をいう。以下
い か

この 条
じょう

において同
おな

じ。）に対
たい

し、助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

うことの適否
て き ひ

について諮問
し も ん

するものとする。 

２ 八王子
は ち お う じ

市
し

障 害
しょうがい

者
しゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

は、前
ぜん

項
こう

の助言
じょげん

又
また

はあっせんを

行
おこな

うことの適否
て き ひ

を判断
はんだん

するために必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、当該
とうがい

対 象
たいしょう

事案
じ あ ん

に

係
かかわ

る障 害
しょうがい

者
しゃ

及
およ

び関係
かんけい

者
しゃ

に対
たい

し、その出 席
しゅっせき

を求
もと

めて説明
せつめい

若
も

しくは意見
い け ん

を聴
き

き、又
また

は

資料
しりょう

の提 出
ていしゅつ

を求
もと

めることができる。 

３ 市
し

長
ちょう

は、八王子
は ち お う じ

市
し

障 害
しょうがい

者
しゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

が助言
じょげん

又
また

はあっせん

を 行
おこな

うことが相当
そうとう

であると判断
はんだん

した場合
ば あ い

には、差別
さ べ つ

をしたと認
みと

められる者
もの

に対
たい

し、

助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

う。 

 （勧告
かんこく

） 

第
だい

２１ 条
じょう

 市長
しちょう

は、前 条
ぜんじょう

第
だい

３項
こう

の助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

った場合
ば あ い

において、差別
さ べ つ

を

したと認
みと

められる者
もの

が、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく当該
とうがい

助言
じょげん

又
また

はあっせんに 従
したが

わないときは、

当該
とうがい

助言
じょげん

又
また

はあっせんに 従
したが

うよう勧告
かんこく

することができる。 

（調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

） 

第
だい

２２ 条
じょう

 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすための取組
とりくみ

を効果的
こ う か て き

かつ円滑
えんかつ

に 行
おこな

うため、

市長
しちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として、八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

に関
かん

する調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

（以下
い か

「調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

」という。）を置
お

く。 

２ 調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事務
じ む

をつかさどる。 

(１) 対 象
たいしょう

事案
じ あ ん

に 係
かかわ

る申立
もうした

てについての調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

に関
かん

すること。 

(２) 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

第
だい

１８ 条
じょう

第
だい

１項
こう

及
およ

び第
だい

３項
こう

に規定
き て い

する事務
じ む

に関
かん

すること。 

(３) 差別
さ べ つ

と思
おも

われる事案
じ あ ん

に 係
かかわ

る協議
きょうぎ

及
およ

び当該
とうがい

事案
じ あ ん

に 係
かかわ

る事実
じ じ つ

についての調査
ちょうさ

に

関
かん

すること。 

３ 調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

は、委員
い い ん

２０人
にん

以内
い な い

をもって組織
そ し き

する。 
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４ 調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

の委員
い い ん

は、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第
だい

１７ 条
じょう

第
だい

２項
こう

各号
かくごう

に定
さだ

める者
もの

及
およ

び

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の擁護
よ う ご

に関
かん

し優
すぐ

れた識
しき

見
けん

を有
ゆう

する者
もの

のうちから市長
しちょう

が委嘱
いしょく

する。 

５ 調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は２年
ねん

とし、再任
さいにん

を 妨
さまた

げない。ただし、委員
い い ん

が欠
か

けた

場合
ば あ い

における補欠
ほ け つ

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 

６ 調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

の委員
い い ん

は、職務上
しょくむじょう

知
し

り得
え

た秘密
ひ み つ

を漏
も

らしてはならない。その 職
しょく

を

退
しりぞ

いた後
あと

も、同様
どうよう

とする。 

７ 第
だい

１９ 条
じょう

後段
こうだん

の規定
き て い

は、第
だい

２項
こう

第
だい

３号
ごう

の調査
ちょうさ

について準 用
じゅんよう

する。 

８ 前各項
ぜんかくこう

に定
さだ

めるもののほか、調 整
ちょうせい

委員会
い い ん か い

の運営
うんえい

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、別
べつ

に定
さだ

め

る。 

（委任
い に ん

） 

第
だい

２３ 条
じょう

 この条 例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、この条 例
じょうれい

の施行
し こ う

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、

市長
しちょう

が定
さだ

める。 

附
ふ

 則
そく

 

１ この条 例
じょうれい

は、平成
へいせい

２４年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

２ 市長
しちょう

は、この条 例
じょうれい

の施行
し こ う

後
ご

３年
ねん

を目途
め ど

として、障害者
しょうがいしゃ

に 係
かかわ

る法
ほう

制度
せ い ど

の動向
どうこう

を

勘案
かんあん

し、この条 例
じょうれい

の施行
し こ う

の 状 況
じょうきょう

について検討
けんとう

を加
くわ

え、その結果
け っ か

に基
もと

づいて必要
ひつよう

な

措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２５年
ねん

２月
がつ

２８日
にち

条 例
じょうれい

第
だい

３号
ごう

） 

この条 例
じょうれい

は、平成
へいせい

２５年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

附
ふ

 則
そく

（平成
へいせい

２８年
ねん

３月
がつ

２９日
にち

条 例
じょうれい

第
だい

２７号
ごう

） 

この条 例
じょうれい

は、平成
へいせい

２８年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 
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○八王子市
は ち お う じ し

社会
しゃかい

福祉審
ふ く し し ん

議会
ぎ か い

条 例
じょうれい

 

平成
へいせい

２６年
ねん

９月
がつ

２４日
にち

 

条 例
じょうれい

第
だい

３０号
ごう

 

（設置
せ っ ち

） 

第
だい

１ 条
じょう

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に 係
かかわ

る施策
し さ く

に関
かん

する事項
じ こ う

について調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

するため、地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

（昭和
しょうわ

２２年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６７号
ごう

）第
だい

１３８ 条
じょう

の４第
だい

３項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、市長
しちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として、八王子市
は ち お う じ し

社会
しゃかい

福祉審
ふ く し し ん

議会
ぎ か い

（以下
い か

「審
しん

議会
ぎ か い

」という。）を置
お

く。 

（所 掌
しょしょう

事項
じ こ う

） 

第
だい

２ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

は、市長
しちょう

の諮問
し も ん

に応
おう

じ、次
つぎ

に掲
かか

げる社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に係
かか

る施策
し さ く

に関
かん

する事項
じ こ う

について調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、答申
とうしん

する。 

(１) 社会
しゃかい

福祉法
ふ く し ほ う

（昭和
しょうわ

２６年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

４５号
ごう

）第
だい

７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する社会
しゃかい

福祉
ふ く し

に

関
かん

する事項
じ こ う

（同法
どうほう

第
だい

１２ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する児童
じ ど う

福祉
ふ く し

に関
かん

する事項
じ こ う

を含
ふく

む。） 

(２) 子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援法
し え ん

（平成
へいせい

２４年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６５号
ごう

）第
だい

７７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

各号
かくごう

に掲
かか

げる事項
じ こ う

 

(３) 就学前
しゅうがくまえ

の子
こ

どもに関
かん

する教 育
きょういく

、保育
ほ い く

等
とう

の総合的
そうごうてき

な提 供
ていきょう

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

１８年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

７７号
ごう

）第
だい

１７条
こう

第
だい

３項
こう

、第
だい

２１ 条
じょう

第
だい

２項
こう

及
およ

び第
だい

２２ 条
じょう

第
だい

２

項
こう

に関
かん

する事項
じ こ う

 

(４) 介護
か い ご

保険法
ほ け ん ほ う

（平成
へいせい

９年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

）に基
もと

づく介護
か い ご

保険
ほ け ん

事業
じぎょう

の円滑
えんかつ

な運営
うんえい

に

関
かん

する事項
じ こ う

 

(５) 前各号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

について市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める事項
じ こ う

 

（組織
そ し き

） 

第
だい

３ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる者
もの

のうちから市長
しちょう

が委嘱
いしょく

する。 

(１) 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

 

(２) 学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 

(３) 市議
し ぎ

会議員
か い ぎ い ん

 

(４) 前
ぜん

３号
ごう

に掲
かか

げるもののほか、市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める者
もの
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２ 委員
い い ん

の任期
に ん き

は３年
ねん

とし、再任
さいにん

を 妨
さまた

げない。ただし、委員
い い ん

が欠
か

けた場合
ば あ い

における

補欠
ほ け つ

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 

３ 特別
とくべつ

の事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

するため必要
ひつよう

があるときは、審
しん

議会
ぎ か い

に臨時
り ん じ

委員
い い ん

を置
お

くこと

ができる。 

４ 前項
ぜんこう

の臨時
り ん じ

委員
い い ん

は、その者
もの

の委嘱
いしょく

に係
かか

る特別
とくべつ

の事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

が 終 了
しゅうりょう

したとき

は、解 職
かいしょく

されるものとする。 

 

（会 長
かいちょう

及
およ

び副会長
ふくかいちょう

） 

第
だい

４ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

に、会 長
かいちょう

及
およ

び副会長
ふくかいちょう

各
かく

１人
り

を置
お

く。 

２ 審
しん

議会
ぎ か い

の会 長
かいちょう

は、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により定
さだ

める。 

３ 審
しん

議会
ぎ か い

の会 長
かいちょう

は、会務
か い む

を総理
そ う り

し、審
しん

議会
ぎ か い

を代 表
だいひょう

する。 

４ 審
しん

議会
ぎ か い

の副会長
ふくかいちょう

は、審
しん

議会
ぎ か い

の会 長
かいちょう

が指名
し め い

する。 

５ 審
しん

議会
ぎ か い

の副会長
ふくかいちょう

は、会 長
かいちょう

を補佐
ほ さ

し、会 長
かいちょう

に事故
じ こ

があるとき、又
また

は会 長
かいちょう

が欠
か

け

たときは、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

（会議
か い ぎ

） 

第
だい

５ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

は、委員
い い ん

の半数
はんすう

以上
いじょう

の者
もの

が出 席
しゅっせき

しなければ、会議
か い ぎ

を開
ひら

くことができ

ない。 

２ 審
しん

議会
ぎ か い

の議事
ぎ じ

は、出 席
しゅっせき

委員
い い ん

の過半数
か は ん す う

で決
けっ

し、可否
か ひ

同数
どうすう

のときは、会 長
かいちょう

の決
けっ

する

ところによる。 

３ 第
だい

３ 条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

により臨時
り ん じ

委員
い い ん

を置
お

いた場合
ば あ い

における前
ぜん

２項
こう

の規定
き て い

の適用
てきよう

については、臨時
り ん じ

委員
い い ん

は、委員
い い ん

とみなす。 

（専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

） 

第
だい

６ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

に、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

における専門的
せんもんてき

な事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

等
とう

するため、次
つぎ

に掲
かか

げ

る専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

を置
お

く。 

(１) 地域
ち い き

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

 

(２) 民生
みんせい

委員
い い ん

審査
し ん さ

専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

 

(３) 高齢者
こうれいしゃ

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

 

(４) 障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

 

(５) 児童
じ ど う

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い
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２ 市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

に掲
かか

げるもののほか、必要
ひつよう

に応
おう

じ、審
しん

議会
ぎ か い

に専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

を置
お

くこと

ができる。 

３ 専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

は、審
しん

議会
ぎ か い

の会 長
かいちょう

が指名
し め い

する委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

をもって組織
そ し き

する。 

４ 専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

に会 長
かいちょう

を置
お

き、当該
とうがい

専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

の互選
ご せ ん

に

より定
さだ

める。 

５ 専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

の会 長
かいちょう

に事故
じ こ

があるとき、又
また

は専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

の会 長
かいちょう

が欠
か

けたときは、

あらかじめ専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

の会 長
かいちょう

の指名
し め い

する委員
い い ん

がその職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

６ 第
だい

４ 条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

は専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

の会 長
かいちょう

の職務
しょくむ

について、前 条
ぜんじょう

の規定
き て い

は専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

の会議
か い ぎ

について、それぞれ準 用
じゅんよう

する。 

７ 審
しん

議会
ぎ か い

は、その定
さだ

めるところにより、専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

の決議
け つ ぎ

をもって、審
しん

議会
ぎ か い

の決議
け つ ぎ

とすることができる。 

（部会
ぶ か い

） 

第
だい

７ 条
じょう

 前 条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

第
だい

４号
ごう

に規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に、次
つぎ

に掲
かか

げる部会
ぶ か い

を置
お

き、その所 掌
しょしょう

事項
じ こ う

は、次
つぎ

に掲
かか

げる部会
ぶ か い

の区分
く ぶ ん

に応
おう

じ、それぞれ当該
とうがい

各号
かくごう

に定
さだ

め

る事項
じ こ う

とする。 

(１) 障 害
しょうがい

程度
て い ど

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

施行令
しこうれい

（昭和
しょうわ

３３年
ねん

政令
せいれい

第
だい

１８５号
ごう

）第
だい

３ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の障 害
しょうがい

程度
て い ど

の審査
し ん さ

に関
か ん

する事項
じ こ う

 

(２) 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

機関
き か ん

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 障害者
しょうがいしゃ

の日 常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に

支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（平成
へいせい

１７年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

）第
だ い

５９条
じょう

第
だ い

１項
こ う

に規定
き て い

する

指定
し て い

自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

機関
き か ん

の指定
し て い

に関
かん

する事項
じ こ う

 

(３) 指定医
し て い い

審査
し ん さ

部会
ぶ か い

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

２４年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

２８３号
ごう

）第
だい

１５ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する医師
い し

の指定
し て い

に関
かん

する事項
じ こ う

 

２ 前項
ぜんこう

に定
さだ

めるもののほか、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

は、その決議
け つ ぎ

に基
もと

づき、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

に部会
ぶ か い

を置
お

くことができる。この場合
ば あ い

において、専門
せ ん も ん

分科会
ぶ ん か か い

は、速
す み

やかにその旨
む ね

を市長
し ち ょ う

に

報告
ほ う こ く

しなければならない。 

３ 部会
ぶ か い

は、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

の会 長
かいちょう

が指名
し め い

する委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

をもって組織
そ し き

する。 

４ 部会
ぶ か い

に会 長
かいちょう

を置
お

き、当該
とうがい

部会
ぶ か い

に属
ぞく

する委員
い い ん

及
およ

び臨時
り ん じ

委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により定
さだ

める。 

５ 部会
ぶ か い

の会 長
かいちょう

に事故
じ こ

があるとき、又
また

は部会
ぶ か い

の会 長
かいちょう

が欠
か

けたときは、あらかじめ

部会
ぶ か い

の会 長
かいちょう

の指名
し め い

する委員
い い ん

がその職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 
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６ 第
だい

４ 条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

は部会
ぶ か い

の会 長
かいちょう

の職務
しょくむ

について、第
だい

５ 条
じょう

の規定
き て い

は部会
ぶ か い

の

会議
か い ぎ

について、それぞれ準 用
じゅんよう

する。 

７ 審
しん

議会
ぎ か い

及
およ

び専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

は、その定
さだ

めるところにより、部会
ぶ か い

の決議
け つ ぎ

をもって、審
しん

議会
ぎ か い

の決議
け つ ぎ

とすることができる。 

（関係者
かんけいしゃ

の出 席
しゅっせき

） 

第
だい

８ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

、専門
せんもん

分科会
ぶんかかい

及
およ

び部会
ぶ か い

の会 長
かいちょう

及
およ

び副会長
ふくかいちょう

は、調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

のため必要
ひつよう

が

あると認
み と

めるときは、関係者
かんけいしゃ

に出 席
しゅっせき

を求
もと

め、意見
い け ん

若
も

しくは説明
せつめい

を聴
き

き、又
また

は必要
ひつよう

な

資料
しりょう

の提 出
ていしゅつ

を求
もと

めることができる。 

（庶務
し ょ む

） 

第
だい

９ 条
じょう

 審
しん

議会
ぎ か い

の庶務
し ょ む

は、福祉部
ふ く し ぶ

において処理
し ょ り

する。 

（委任
い に ん

） 

第
だい

１０ 条
じょう

 この条 例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、審
しん

議会
ぎ か い

、専門
せんもん

分科会
ぶ ん か か い

及
およ

び部会
ぶ か い

の運営
うんえい

につ

いて必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。 

附
ふ

 則
そく

 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この条 例
じょうれい

は、平成
へいせい

２７年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

（八王子市
は ち お う じ し

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援審
しえんしん

議会
ぎ か い

条 例
じょうれい

の廃止
は い し

） 

２ 八王子市
は ち お う じ し

子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援審
しえんしん

議会
ぎ か い

条 例
じょうれい

（平成
へいせい

２５年
ねん

八王子市
は ち お う じ し

条 例
じょうれい

第
だい

３３号
ごう

）

は、廃止
は い し

する。 

（八王子市
は ち お う じ し

介護
か い ご

保険
ほ け ん

条 例
じょうれい

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

） 

３ 八王子市
は ち お う じ し

介護
か い ご

保険
ほ け ん

条 例
じょうれい

（平成
へいせい

１２年
ねん

八王子市
は ち お う じ し

条 例
じょうれい

第
だい

２６号
ごう

）の一部
い ち ぶ

を次
つぎ

のよう

に改正
かいせい

する。 

 

 

 

 

149

資し
り
ょ
う
へ
ん

料
編



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

資し
り
ょ
う
へ
ん

料
編



 

 

 

  策定
さくてい

部会
ぶ か い

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

 

区
く

 分
ぶん

 氏
し

  名
めい

 所
しょ

  属
ぞく

  等
とう

 

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 廣瀬
ひ ろ せ

 真理子
ま り こ

 東海
とうかい

大学
だいがく

教 養
きょうよう

学部
が く ぶ

 教 授
きょうじゅ

 

支し 

援え
ん 

機き 

関か
ん 

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

 塚
つか

田
だ

  芳
よし

昭
あき

 相談
そうだん

支援
し え ん

センター サポート 南
みなみ

多
た

摩
ま

 

相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

 中島
なかじま

 美穂子
み ほ こ

 
マインドはちおうじ  

相談
そうだん

支援
し え ん

センター 

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター 福元
ふくもと

 與
たすく

 すぎな愛育
あいいく

園
えん

園 長
えんちょう

 

 就 労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

 土居
ど い

 幸
ゆき

仁
ひと

  八王子
は ち お う じ

ワークセンター  

在宅
ざいたく

サービス機関
き か ん

 大須賀
お お す か

 裕子
ひ ろ こ

 若
わか

駒
こま

ライフサポート  

入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

 沢田
さ わ だ

 哲也
て つ や

 
八王子
は ち お う じ

福祉
ふ く し

園
えん

 

地域
ち い き

支援
し え ん

コーディネーター 

障
し
ょ
う 

害が
い 

当と
う 

事じ 

者し
ゃ 

身体
しんたい

 杉浦
すぎうら

 貢
みつぐ

 障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 

身体
しんたい

 内田
う ち だ

 義
よし

晴
はる

 八王子
は ち お う じ

視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協 会
きょうかい

 

身体
しんたい

 是枝
これえだ

 修正
しゅうせい

 八王子市
は ち お う じ し

聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

協 会
きょうかい

 

知的
ち て き

 須賀
す が

  美穂子
み ほ こ

   

精神
せいしん

 二階堂
にかいどう

 正史
せ い し

 多摩
た ま

草
くさ

むらの会
かい

 

難 病
なんびょう

 恒川
つねかわ

  礼子
れ い こ

 筋
きん

無力症
むりょくしょう

患者会
かんじゃかい

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

 吉田
よ し だ

  真理子
ま り こ

 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

 校 長
こうちょう

 

 

資料
しりょう
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区
く

 分
ぶん

 氏
し

  名
めい

 所
しょ

  属
ぞく

  等
とう

 

 地域
ち い き

団体
だんたい

（町 会
ちょうかい

・自治会
じ ち か い

） 成瀬
な る せ

 義雄
よ し お

 中 央
ちゅうおう

地区
ち く

連合
れんごう

会 長
かいちょう

 

産 業
さんぎょう

・経済
けいざい

団体
だんたい

 岡本
おかもと

 恭子
きょうこ

 八王子
はちおうじ

商 工
しょうこう

会議所
かいぎしょ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

 

大熊
おおくま

 えみ子
こ

 八王子市
は ち お う じ し

民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員協
いいんきょう

議会
ぎ か い

 

井出
い で

 勲
いさお

 八王子市
は ち お う じ し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

  

保健
ほ け ん

医療
いりょう

 福島
ふくしま

 千尋
ち ひ ろ

 八王子市
は ち お う じ し

保健所
ほ け ん じ ょ

 保健
ほ け ん

対策
たいさく

課長
かちょう

 

児童
じ ど う

福祉
ふ く し

 中正
なかしょう

 由紀
ゆ き

 八王子市
は ち お う じ し

 子どものしあわせ課長
かちょう

 

 市民
し み ん

代 表
だいひょう

（市民
し み ん

公募
こ う ぼ

委員
い い ん

） 

前沢
まえざわ

 生
いく

恵
え

 公募
こ う ぼ

市民
し み ん

委員
い い ん

 

櫻田
さくらだ

 茂
しげる

 公募
こ う ぼ

市民
し み ん

委員
い い ん
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  策定
さくてい

部会
ぶ か い

開催
かいさい

経過
け い か

 

 

  

回
かい

 日
にち

 時
じ

 会
かい

 場
じょう

 内
ない

 容
よう

 

第
だい

1回
かい

 
平成
へいせい

29年
ねん

 

4月
がつ

28日
にち

 

市
し

役所
やくしょ

 

802会議室
か い ぎ し つ

 

①委員
い い ん

委嘱状
いしょくじょう

交付
こ う ふ

 

②障害者
しょうがいしゃ

計画
けい かく

・障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けい かく

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の概要
がい よう

 

③障害者
しょうがいしゃ

アンケート調査
ち ょ う さ

の調査票
ちょうさひょう

について 

第
だい

2回
かい

 5月
がつ

19日
にち

 
八王子
はちおうじ

 

労政
ろうせい

会館
かいかん

 

①障害者
しょうがいしゃ

アンケートについて 

②第
だ い

1章
しょう

、第
だ い

2章
しょう

、第
だ い

3章
しょう

について 

第
だい

3回
かい

 6月
がつ

23日
にち

 
南
みなみ

大沢
おおさわ

市民
し み ん

センター 

①第
だ い

1章
しょう

、第
だ い

2章
しょう

、第
だ い

3章
しょう

について 

②医療的
い り ょ う て き

ケア児
じ

へのアンケートについて 

第
だい

4回
かい

 7月
がつ

25日
にち

 
子安
こ や す

市民
し み ん

 

センター 

①医療的
いりょうてき

ケア児
じ

へのアンケート調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

について 

②障害者
しょうがいしゃ

計画
け い か く

モニタリングについて 

③第
だ い

4章
しょう

「主要
し ゅ よ う

な取組
と り く み

」について 

第
だい

5回
かい

 8月
がつ

24日
にち

 
子安
こ や す

市民
し み ん

 

センター 

①障害者
しょうがいしゃ

アンケートの調査
ち ょ う さ

結果
け っ か

について 

②第
だ い

4 章
しょう

「主要
し ゅ よ う

な取組
と り く み

」について 

③第
だ い

4章
しょう

「施策
し さ く

の展開
てんかい

」について 

第
だい

6回
かい

 10月
がつ

5日
にち

 
市
し

役所
やくしょ

 

802会議室
か い ぎ し つ

 
①第

だ い

4章
しょう

「施策
し さ く

の展開
てんかい

」について 

第
だい

7回
かい

 10月
がつ

19日
にち

 
八王子
はちおうじ

 

労政
ろうせい

会館
かいかん

 
①第

だ い

4章
しょう

「施策
し さ く

の展開
てんかい

」について 

第
だい

8回
かい

 11月
がつ

7日
にち

 
北野
き た の

市民
し み ん

 

センター 

①第
だ い

4章
しょう

「施策
し さ く

の展開
てんかい

」について 

②第
だ い

5章
しょう

「サービス提 供
ていきょう

について」について 

第
だい

9回
かい

 11月
がつ

21日
にち

 
子安
こ や す

市民
し み ん

 

センター 

①第
だ い

4章
しょう

「施策
し さ く

の展開
てんかい

」について 

②第
だ い

5章
しょう

「サービス提 供
ていきょう

について」について 

パブリックコメント(1月
が つ

11日
に ち

～2月
が つ

9日
に ち

) 

第
だい

10回
かい

 
平成
へいせい

30年
ねん

 

2月
がつ

20日
にち

 

市
し

役所
やくしょ

 

801会議室
か い ぎ し つ

 

①パブリックコメントの結果
け っ か

等
と う

について 

②今後
こ ん ご

のスケジュールについて 

資料
しりょう

６ 

 資
料
編

し
り
ょ
う
へ
ん  
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本計画
ほんけいかく

における元号
げんごう

の取
と

り 扱
あつか

いについて 

本計画
ほんけいかく

における元号
げんごう

の表記
ひょうき

は「平成
へいせい

」を使用
し よ う

しています。 

平成
へいせい

31年
ねん

以降
い こ う

については、下表
かひょう

をご参 照
さんしょう

ください。 
 

元号
げんごう

 平成
へいせい

30年
ねん

 平成
へいせい

31年
ねん

 平成
へいせい

32年
ねん

 平成
へいせい

33年
ねん

 平成
へいせい

34年
ねん

 平成
へいせい

35年
ねん

 

西暦
せいれき

 2018年
ねん

 2019年
ねん

 2020年
ねん

 2021年
ねん

 2022年
ねん

 2023年
ねん

 

 

八王子市
は ち お う じ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

・第
だい

５期
き

障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

 

平成
へいせい

30年
ねん

3月
がつ

 

  発
はっ

 行
こう

：八王子市
は ち お う じ し

   編
へん

 集
しゅう

：福祉部
ふ く し ぶ

 障害者
しょうがいしゃ

福祉課
ふ く し か
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