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防衛装備 庁 訓令第３０号
ぼうえいそう び ちよう くんれいだい ごう

障 害を理由とする差別の解 消 の推進に関する法律（
しよう がい り ゆう さ べつ かいしよう すいしん かん ほうりつ

平成２５年法律第６５号）第９ 条 第１項の規定に基づ
へいせい ねんほうりつだい ごう だい じよう だい こう き てい もと

き、防衛装備 庁 における 障 害を理由とする差別の解
ぼうえいそう び ちよう しよう がい り ゆう さ べつ かい

消 の推進に関する訓令を次のように定める。
しよう すいしん かん くんれい つぎ さだ

令和５年１２月２６日
れい わ ねん がつ にち

防衛装備 庁 長 官 深澤 雅貴
ぼうえいそう び ちようちよう かん ふかさわ まさ き

防衛装備 庁 における 障 害を理由とする差別の解
ぼうえいそう び ちよう しよう がい り ゆう さ べつ かい

消 の推進に関する訓令
しよう すいしん かん くんれい

防衛装備 庁 における 障 害を理由とする差別の解 消
ぼうえいそう び ちよう しよう がい り ゆう さ べつ かいしよう

の推進に関する訓令（平成２７年防衛装備 庁 訓令第８
すいしん かん くんれい へいせい ねんぼうえいそう び ちよう くんれいだい

号）の全部を改正する。
ごう ぜん ぶ かいせい

（目的）
もくてき

第１ 条 この訓令は、 障 害を理由とする差別の解 消
だい じよう くんれい しよう がい り ゆう さ べつ かいしよう

の推進に関する法律（以下「法」という。）第９ 条
すいしん かん ほうりつ い か ほう だい じよう

第１項の規定に基づき、また、 障 害を理由とする差
だい こう き てい もと しよう がい り ゆう さ

別の解 消 の推進に関する基本方針（令和５年３月１
べつ かいしよう すいしん かん き ほんほうしん れい わ ねん がつ

４日閣議決定。以下「基本方針」という。）に即して
にちかく ぎ けつてい い か き ほんほうしん そく

、法第７ 条 に規定する事項に関し、防衛装備 庁 の
ほうだい じよう き てい じ こう かん ぼうえいそう び ちよう

職 員（非 常 勤 職 員を含む。以下「 職 員」という。
しよく いん ひ じよう きんしよく いん ふく い か しよく いん

）が適切に対応するために必要な事項を定めるものと
てきせつ たいおう ひつよう じ こう さだ

する。

（定義）
てい ぎ

第２ 条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の
だい じよう くんれい つぎ かくごう かか よう ご

意義は、当該各号に定めるところによる。
い ぎ とうがいかくごう さだ
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⑴ 障 害 身体 障 害、知的 障 害、精神 障 害（発達
しよう がい しんたいしよう がい ち てきしよう がい せいしんしよう がい はつたつ

障 害及び高次脳機能 障 害を含む。）その他の心身
しよう がいおよ こう じ のう き のうしよう がい ふく た しんしん

の機能の 障 害（難 病 等に起因する 障 害を含む。
き のう しよう がい なんびよう とう き いん しよう がい ふく

）をいう。

⑵ 社会的 障 壁 障 害がある者にとって日 常 生活
しやかいてきしよう へき しよう がい もの にちじよう せいかつ

又は社会生活を 営 む上で 障 壁となるような社会に
また しやかいせいかつ いとな うえ しよう へき しやかい

おける事物、制度、慣行、観念その他一切のものを
じ ぶつ せい ど かんこう かんねん た いつさい

いう。

⑶ 障 害者 障 害がある者であって、 障 害及び社
しよう がいしや しよう がい もの しよう がいおよ しや

会的 障 壁により継続的に日 常 生活又は社会生活に
かいてきしよう へき けいぞくてき にちじよう せいかつまた しやかいせいかつ

相当な制限を受ける 状 態にあるものをいう。
そうとう せいげん う じよう たい

（不当な差別的取 扱 いの禁止）
ふ とう さ べつてきとりあつか きん し

第３ 条 職 員は、法第７ 条 第１項の規定のとおり、
だい じよう しよく いん ほうだい じよう だい こう き てい

その事務又は事 業 を 行 うに当たり、 障 害を理由と
じ む また じ ぎよう おこな あ しよう がい り ゆう

して 障 害者でない者と不当な差別的取 扱 い（以下「
しよう がいしや もの ふ とう さ べつてきとりあつか い か

不当な差別的取 扱 い」という。）をすることにより
ふ とう さ べつてきとりあつか

、 障 害者の権利利益を侵害してはならない。この場
しよう がいしや けん り り えき しんがい ば

合において、 職 員は、別紙に掲げる事項に 留 意する
あい しよく いん べつ し かか じ こう りゆう い

ものとする。

（合理的配慮の提 供 ）
ごう り てきはいりよ ていきよう

第４ 条 職 員は、法第７ 条 第２項の規定のとおり、
だい じよう しよく いん ほうだい じよう だい こう き てい

その事務又は事 業 を 行 うに当たり、 障 害者から現
じ む また じ ぎよう おこな あ しよう がいしや げん

に社会的 障 壁の除去を必要としている旨の意思の 表
しやかいてきしよう へき じよきよ ひつよう むね い し ひよう

明があった場合において、その実施に 伴 う負担が過
めい ば あい じつ し ともな ふ たん か

重 でないときは、 障 害者の権利利益を侵害すること
じゆう しよう がいしや けん り り えき しんがい
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とならないよう、当該 障 害者の性別、年齢及び 障 害
とうがいしよう がいしや せいべつ ねんれいおよ しよう がい

の 状 態に応じて、社会的 障 壁の除去の実施について
じよう たい おう しやかいてきしよう へき じよきよ じつ し

必要かつ合理的な配慮（以下「合理的配慮」という。
ひつよう ごう り てき はいりよ い か ごう り てきはいりよ

）の提 供 をしなければならない。この場合において
ていきよう ば あい

、 職 員は、別紙に掲げる事項に 留 意するものとする
しよく いん べつ し かか じ こう りゆう い

。

（防衛装備 庁 総括管理者）
ぼうえいそう び ちよう そうかつかん り しや

第５ 条 防衛装備 庁 における 障 害を理由とする差別
だい じよう ぼうえいそう び ちよう しよう がい り ゆう さ べつ

の解 消 の推進に関する事務を総括する者として、防
かいしよう すいしん かん じ む そうかつ もの ぼう

衛装備 庁 総括管理者を置く。
えいそう び ちよう そうかつかん り しや お

２ 防衛装備 庁 総括管理者は、 長 官官房審議官をもっ
ぼうえいそう び ちよう そうかつかん り しや ちよう かんかんぼうしん ぎ かん

て充てる。
あ

（機関等責任者）
き かんとうせきにんしや

第６ 条 機関等において、当該機関等における 障 害を
だい じよう き かんとう とうがい き かんとう しよう がい

理由とする差別の解 消 の推進に関する事務に責任を
り ゆう さ べつ かいしよう すいしん かん じ む せきにん

有する者として、機関等責任者を置く。
ゆう もの き かんとうせきにんしや お

２ 機関等責任者は、次の 表 の機関等の欄に掲げる機
き かんとうせきにんしや つぎ ひよう き かんとう らん かか き

関等に応じ、それぞれ同 表 の機関等責任者の欄に掲
かんとう おう どうひよう き かんとうせきにんしや らん かか

げる者とする。
もの

機関等 機関等責任者
き かんとう き かんとうせきにんしや

内部部 局 長 官官房審議官
ない ぶ ぶ きよく ちよう かんかんぼうしん ぎ かん

研 究 所 研 究 所 長
けんきゆう しよ けんきゆう しよちよう

試験 場 試験 場 長
し けんじよう し けんじようちよう

３ 機関等は、防衛装備 庁 における 障 害を理由とする
き かんとう ぼうえいそう び ちよう しよう がい り ゆう

差別の解 消 の推進に関する事務を円滑に進めるため、
さ べつ かいしよう すいしん かん じ む えんかつ すす
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相互に 協 力 し、適切に事務を遂行するものとする。
そう ご きようりよく てきせつ じ む すいこう

（相談体制の整備）
そうだんたいせい せい び

第７ 条 障 害者及びその家族その他の関係者（以下「
だい じよう しよう がいしやおよ か ぞく た かんけいしや い か

障 害者等」という。）からの相談等に的確に応じる
しよう がいしやとう そうだんとう てきかく おう

ため、防衛装備 庁 に相談窓口を置く。
ぼうえいそう び ちよう そうだんまどぐち お

２ 機関等責任者の監督の下で当該機関等に係る相談等
き かんとうせきにんしや かんとく もと とうがい き かんとう かか そうだんとう

に対応する相談窓口として、次の 表 の機関等の欄に
たいおう そうだんまどぐち つぎ ひよう き かんとう らん

掲げる機関等に応じ、それぞれ同 表 の機関等窓口の
かか き かんとう おう どうひよう き かんとうまどぐち

欄に掲げる部署に機関等窓口を置く。
らん かか ぶ しよ き かんとうまどぐち お

機関等 機関等窓口
き かんとう き かんとうまどぐち

内部部 局 長 官官房総務官
ない ぶ ぶ きよく ちよう かんかんぼうそう む かん

研 究 所 総務課（航空装備研 究 所は
けんきゆう しよ そう む か こうくうそう び けんきゆう しよ

管理部総務課）
かん り ぶ そう む か

試験 場 業 務班
し けんじよう ぎよう む はん

３ 機関等責任者は、前項の 表 に掲げるもののほか、
き かんとうせきにんしや ぜんこう ひよう かか

相談窓口として、地方窓口を置くことができる。
そうだんまどぐち ち ほうまどぐち お

４ 相談窓口については、必要に応じ、 充 実を図るよ
そうだんまどぐち ひつよう おう じゆう じつ はか

う努めるものとする。
つと

５ 防衛装備 庁 総括管理者の監督の下で機関等間の総
ぼうえいそう び ちよう そうかつかん り しや かんとく もと き かんとうかん そう

合 調 整を 行 う相談窓口として、 長 官官房総務官に
ごうちよう せい おこな そうだんまどぐち ちよう かんかんぼうそう む かん

、総括窓口を置く。
そうかつまどぐち お

（監督者の責務）
かんとくしや せき む

第８ 条 職 員を監督する地位にある者（以下「監督者
だい じよう しよく いん かんとく ち い もの い か かんとくしや

」という。）は、 障 害を理由とする差別の解 消 を推
しよう がい り ゆう さ べつ かいしよう すい

進するため、次の各号に掲げる事項に 注 意して 障 害
しん つぎ かくごう かか じ こう ちゆう い しよう がい
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者に対する不当な差別的取 扱 いが 行 われないよう、
しや たい ふ とう さ べつてきとりあつか おこな

また、 障 害者に対して合理的配慮の提 供 がなされる
しよう がいしや たい ごう り てきはいりよ ていきよう

よう努めなければならない。
つと

⑴ 日 常 の執務を通じた指導等により、 障 害を理由
にちじよう しつ む つう し どうとう しよう がい り ゆう

とする差別の解 消 に関し、 職 員の 注 意を喚起し
さ べつ かいしよう かん しよく いん ちゆう い かん き

、 障 害を理由とする差別の解 消 に関する認識を深
しよう がい り ゆう さ べつ かいしよう かん にんしき ふか

めさせること。

⑵ 障 害者等から不当な差別的取 扱 い、合理的配慮
しよう がいしやとう ふ とう さ べつてきとりあつか ごう り てきはいりよ

の不提 供 に対する相談、苦 情 の 申 出等があった
ふ ていきよう たい そうだん く じよう もうし で とう

場合は、迅速に 状 況 を確認すること。
ば あい じんそく じようきよう かくにん

⑶ 合理的配慮の必要性が確認された場合、 職 員に
ごう り てきはいりよ ひつようせい かくにん ば あい しよく いん

対して、合理的配慮の提 供 を適切に 行 うよう指導
たい ごう り てきはいりよ ていきよう てきせつ おこな し どう

すること。

２ 監督者は、 障 害を理由とする差別に関する問題が
かんとくしや しよう がい り ゆう さ べつ かん もんだい

生 じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければな
しよう ば あい じんそく てきせつ たいしよ

らない。

（ 懲 戒処分等）
ちよう かいしよぶんとう

第９ 条 職 員が、 障 害者に対し不当な差別的取 扱 い
だい じよう しよく いん しよう がいしや たい ふ とう さ べつてきとりあつか

をし、又は過 重 な負担がないにもかかわらず合理的
また か じゆう ふ たん ごう り てき

配慮の提 供 をしない場合、その態様等によっては、
はいりよ ていきよう ば あい たいようとう

職 務 上 の義務に違反し、又は 職 務を 怠 った場合等
しよく む じよう ぎ む い はん また しよく む おこた ば あいとう

に該当し、当該 職 員は 懲 戒処分等に付されることが
がいとう とうがいしよく いん ちよう かいしよぶんとう ふ

ある。

（研 修 ・啓発）
けんしゆう けいはつ

第１０ 条 防衛装備 庁 総括管理者は、 障 害を理由と
だい じよう ぼうえいそう び ちよう そうかつかん り しや しよう がい り ゆう
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する差別の解 消 の推進を図るため、 職 員に対し、法
さ べつ かいしよう すいしん はか しよく いん たい ほう

、基本方針等の 周 知、 障 害者から 話 を聞く機会を
き ほんほうしんとう しゆう ち しよう がいしや はなし き き かい

設けるなど必要な研 修 ・啓発を 行 うものとする。
もう ひつよう けんしゆう けいはつ おこな

２ 防衛装備 庁 総括管理者は、新たに 職 員となった者
ぼうえいそう び ちよう そうかつかん り しや あら しよく いん もの

に対し、 障 害を理由とする差別の解 消 に関する基本
たい しよう がい り ゆう さ べつ かいしよう かん き ほん

的な事項について理解させるために、また、新たに監
てき じ こう り かい あら かん

督者となる 職 員に対し、 障 害を理由とする差別の解
とくしや しよく いん たい しよう がい り ゆう さ べつ かい

消 等に関し求められる役割について理解させるため
しよう とう かん もと やくわり り かい

に、研 修 を実施するものとする。
けんしゆう じつ し

３ 防衛装備 庁 総括管理者は、 職 員に対し、 障 害の
ぼうえいそう び ちよう そうかつかん り しや しよく いん たい しよう がい

特性を理解させるとともに、性別、年齢等にも配慮し
とくせい り かい せいべつ ねんれいとう はいりよ

つつ 障 害者に適切に対応するために、意識の啓発を
しよう がいしや てきせつ たいおう い しき けいはつ

図るものとする。
はか

（委任規定）
い にん き てい

第１１ 条 この訓令の実施に関し必要な事項は、防衛
だい じよう くんれい じつ し かん ひつよう じ こう ぼうえい

装備 庁 総括管理者が定めるものとする。ただし、機
そう び ちよう そうかつかん り しや さだ き

関等責任者が、それぞれの機関等において、本文の規
かんとうせきにんしや き かんとう ほんぶん き

定に基づき防衛装備 庁 総括管理者が定めるものを実
てい もと ぼうえいそう び ちよう そうかつかん り しや さだ じつ

施するために必要な事項を定めることを 妨 げない。
し ひつよう じ こう さだ さまた

附 則
ふ そく

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。
くんれい れい わ ねん がつ にち し こう
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別紙
べつ し

防衛装備 庁 における 障 害を理由とする差別の解 消の推進に関する留
ぼうえいそう び ちよう しようがい り ゆう さ べつ かいしよう すいしん かん りゆう

意事項について
い じ こう

第１ 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
だい ふ とう さ べつてきとりあつか き ほんてき かんが かた

法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービス又は
ほう しようがいしや たい せいとう り ゆう しようがい り ゆう ざい また

各種機会を提供 するに当たり、提 供の拒否、提供 する場所又は時間帯等の制限、
かくしゆ き かい ていきよう あ ていきよう きよ ひ ていきよう ば しよまた じ かんたいとう せいげん

障 害者でない者に対しては付さない条 件の付加等、 障害者の権利利益を侵害する
しようがいしや もの たい ふ じようけん ふ か とう しようがいしや けん り り えき しんがい

ことを禁止している。
きん し

なお 車椅子 補助犬その他の支援機器等の利用 介助者の付添い等の社会的障壁、 、 、
くるま い す ほ じよけん た し えん き き とう り よう かいじよしや つき そ とう しやかいてきしようへき

を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障
かいしよう しゆだん り ようとう り ゆう おこな ふ とう さ べつてきとりあつか しよう

害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する。
がい り ゆう ふ とう さ べつてきとりあつか がいとう

一方で 障害者の事実上の平等を促進し 又は達成するために必要な特別の措置、 、
いつぽう しようがいしや じ じつじよう びようどう そくしん また たつせい ひつよう とくべつ そ ち

は、不当な差別的取扱いではない。
ふ とう さ べつてきとりあつか

したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い（いわゆる積極
しようがいしや しようがいしや もの くら ゆうぐう とりあつか せつきよく

的改善措置 、法に規定された 障 害者に対する合理的配慮の提 供 による 障 害者で）
てきかいぜん そ ち ほう き てい しようがいしや たい ごう り てきはいりよ ていきよう しようがいしや

ない者との異なる取扱い、合理的配慮の提供等をするために必要な範囲で、プライ
もの こと とりあつか ごう り てきはいりよ ていきようとう ひつよう はん い

バシーに配慮しつつ 行う 障害者に対する障 害の状 況 等の確認は、不当な差別的
はいりよ おこな しようがいしや たい しようがい じようきようとう かくにん ふ とう さ べつてき

取扱いには当たらない。
とりあつか あ

このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる
ふ とう さ べつてきとりあつか せいとう り ゆう しようがいしや もんだい

事務又は事業 について、本質的に関係する諸事 情が同じ障害者でない者より不利
じ む また じ ぎよう ほんしつてき かんけい しよ じ じよう おな しようがいしや もの ふ り

に扱うことである点に留意する必要がある。
あつか てん りゆう い ひつよう

第２ 正当な理由の判断の視点
だい せいとう り ゆう はんだん し てん

第１に掲げる正当な理由に相当するのは 障害者に対して 障害を理由として 財、 、 、
だい かか せいとう り ゆう そうとう しようがいしや たい しようがい り ゆう ざい

・サービス又は各種機会の提供 を拒否するなどの取 扱いが客 観的に見て正当な目
また かくしゆ き かい ていきよう きよ ひ とりあつか きやつかんてき み せいとう もく

的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ない場合である。
てき もと おこな もくてき て え ば あい

正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、障害者及び第三者
せいとう り ゆう そうとう いな こ べつ じ あん しようがいしやおよ だいさんしや

の権利利益 安全の確保 財産の保全 損害発生の防止等 並びに防衛装備庁の事務又（ 、 、 ）
けん り り えき あんぜん かく ほ ざいさん ほ ぜん そんがいはつせい ぼう し とう なら ぼうえいそう び ちよう じ む また

は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面又は状 況に応じて
じ ぎよう 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 めんまた じようきよう おう

総合的・客観的に判断する必要がある。
そうごうてき きやつかんてき はんだん ひつよう

なお、職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧
しよくいん せいとう り ゆう はんだん ば あい しようがいしや り ゆう ていねい

に説明し 理解を得るよう努めるものとする その際 職員及び障害者の双方が 互、 。 、 、
せつめい り かい え つと さい しよくいんおよ しようがいしや そうほう たが

いの立場を尊重しながら相互理解を図る必要がある。
たち ば そんちよう そう ご り かい はか ひつよう
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第３ 不当な差別的取扱いの例及び不当な差別的取扱いに該当しない例
だい ふ とう さ べつてきとりあつか れいおよ ふ とう さ べつてきとりあつか がいとう れい

１ 正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例
せいとう り ゆう ふ とう さ べつてきとりあつか がいとう かんが れい

⑴ 障害があることを理由として、一律に窓口対応を拒否する。
しようがい り ゆう いちりつ まどぐちたいおう きよ ひ

⑵ 障害があることを理由として、一律に対応の順序を後回しにする。
しようがい り ゆう いちりつ たいおう じゆんじよ あとまわ

⑶ 障害があることを理由として、一律に書面の交付、資料の送付、パンフレッ
しようがい り ゆう いちりつ しよめん こう ふ し りよう そう ふ

トの提供等を拒んだり、資料等に関する必要な説明を省いたりする。
ていきようとう こば し りようとう かん ひつよう せつめい はぶ

⑷ 障害があることを理由として、一律に説明会、シンポジウム等への出席を拒
しようがい り ゆう いちりつ せつめいかい とう しゆつせき こば

む。

⑸ 障害があることを理由として、事務又は事業 の遂行上 、特に必要ではない
しようがい り ゆう じ む また じ ぎよう すいこうじよう とく ひつよう

にもかかわらず 来訪の際に付添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり 特、 、
らいほう さい つき そ もの どうこう もと じようけん つ とく

に支障がないにもかかわらず、付添い者の同行を拒んだりする。
し しよう つき そ もの どうこう こば

⑹ 障害の種類及び程度並びにサービス提供の場面における本人及び第三者の安
しようがい しゆるいおよ てい ど なら ていきよう ば めん ほんにんおよ だいさんしや あん

全性等について考慮することなく、漠然とした安全上 の問題を理由に施設利用
ぜんせいとう こうりよ ばくぜん あんぜんじよう もんだい り ゆう し せつ り よう

を拒否する。
きよ ひ

⑺ 業務の遂行に支 障がないにもかかわらず、障 害者でない者とは異なる場所
ぎよう む すいこう し しよう しようがいしや もの こと ば しよ

での対応を行う。
たいおう おこな

⑻ 障害があることを理由として、言葉遣い、接客の態度等接遇の質を一律に下
しようがい り ゆう こと ば づか せつきやく たい ど とうせつぐう しつ いちりつ さ

げる。

２ 正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例
せいとう り ゆう ふ とう さ べつてきとりあつか がいとう かんが れい

⑴ 実習を伴う講座において 実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生、
じつしゆう ともな こう ざ じつしゆう ひつよう さ ぎよう すいこうじよう ぐ たいてき き けん はつせい

が見込まれる障害特性のある障害者に対し、当該実習とは別の実習を設定す
み こ しようがいとくせい しようがいしや たい とうがいじつしゆう べつ じつしゆう せつてい

る （障害者本人の安全確保の観点）。
しようがいしやほんにん あんぜんかく ほ かんてん

⑵ 車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した際に 敷物を敷くなど 畳を保護、 、
くるま い す り ようしや たたみ じ こ しつ き ぼう さい しきもの し たたみ ほ ご

するための対応を行う （行政機関の損害発生の防止の観点）。
たいおう おこな ぎようせい き かん そんがいはつせい ぼう し かんてん

⑶ 行政手続を行うため、障害者本人に同行した者が代筆しようとした際に、
ぎようせい て つづき おこな しようがいしやほんにん どうこう もの だいひつ さい

プライバシーに配慮しつつ、必要な範囲で、障害者本人に対し障害の状 況、
はいりよ ひつよう はん い しようがいしやほんにん たい しようがい じようきよう

本人の手続の意思等を確認する （障害者本人の損害発生の防止の観点）。
ほんにん て つづき い し とう かくにん しようがいしやほんにん そんがいはつせい ぼう し かんてん

３ 前２項に記載されている内容はあくまでも例示であり、これらの例だけに限られ
ぜん こう き さい ないよう れい じ れい かぎ

、 、 、るものではないこと 正当な理由に相当するか否かについては 個別の事案ごとに
せいとう り ゆう そうとう いな こ べつ じ あん

前項の観点等を踏まえて判断することが必要であること及び正当な理由があり不当
ぜんこう かんてんとう ふ はんだん ひつよう およ せいとう り ゆう ふ とう

な差別的取扱いに該当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場
さ べつてきとりあつか がいとう ば あい ごう り てきはいりよ ていきよう もと ば

合には別途の検討が必要であることに留意する。
あい べつ と けんとう ひつよう りゆう い

第４ 合理的配慮の基本的な考え方
だい ごう り てきはいりよ き ほんてき かんが かた

１ 障害者の権利に関する 条約（以下「権利条 約」という ）第２条において、。
しようがいしや けん り かん じようやく い か けん り じようやく だい じよう

「合理的配慮」は 「 障害者が他の者との平 等を基礎として全ての人権及び基本、
ごう り てきはいりよ しようがいしや ほか もの びようどう き そ すべ じんけんおよ き ほん

的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調
てき じ ゆう きようゆう また こう し かく ほ ひつよう てきとう へんこうおよ ちよう
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整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又
せい とくてい ば あい ひつよう きんこう しつ また

は過度の負担を課さないもの」と定義されている。
か ど ふ たん か てい ぎ

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その
ほう けん り じようやく ごう り てきはいりよ てい ぎ ふ ぎようせい き かんとう たい

事務又は事業を行うに当たり 個々の場面において 障害者から現に社会的障壁、 、
じ む また じ ぎよう おこな あ こ こ ば めん しようがいしや げん しやかいてきしようへき

の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う
じよきよ ひつよう むね い し ひようめい ば あい じつ し ともな

負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社
ふ たん か じゆう しようがいしや けん り り えき しんがい しや

会的障壁の除去の実施について 合理的配慮を行うことを求めている 合理的配慮、 。
かいてきしようへき じよきよ じつ し ごう り てきはいりよ おこな もと ごう り てきはいりよ

とは、 障害者が受ける制限が、 障害のみに起因するものではなく、社会的障 壁
しようがいしや う せいげん しようがい き いん しやかいてきしようへき

と相対することによって 生ずるものとの考え方（いわゆる「社会モデル ）を踏」
あいたい しよう かんが かた しやかい ふ

まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が
しようがいしや けん り り えき しんがい しようがいしや

個々の場面において必要としている社会的障 壁を除去するための必要かつ合理的
こ こ ば めん ひつよう しやかいてきしようへき じよきよ ひつよう ごう り てき

な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。
とりくみ じつ し ともな ふ たん か じゆう

２ 合理的配慮の提 供に当たっては、防衛装備 庁の事務又は事業の目的・内容・
ごう り てきはいりよ ていきよう あ ぼうえいそう び ちよう じ む また じ ぎよう もくてき ないよう

機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業 務に付随するものに限られること、
き のう て ひつよう はん い ほんらい ぎよう む ふ ずい かぎ

障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであるこ
しようがいしや もの ひ かく どうとう き かい ていきよう う

と及び事務又は事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意
およ じ む また じ ぎよう もくてき ないよう き のう ほんしつてき へんこう およ りゆう い

する必要がある。その上で、当該障 害者が現に置かれている状 況 を踏まえ、社
ひつよう うえ とうがいしようがいしや げん お じようきよう ふ しや

会的障 壁の除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意向を尊 重
かいてきしようへき じよきよ しゆだんおよ ほうほう とうがいしようがいしやほんにん い こう そんちよう

しつつ、第５に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話に
だい かか よう そ こうりよ だいたい そ ち せんたく ふく そうほう けんせつてきたい わ

よる相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟な対応が必要である。
そう ご り かい つう ひつよう ごう り てき はん い じゆうなん たいおう ひつよう

建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要
けんせつてきたい わ あ しようがいしや しやかいてきしようへき じよきよ ひつよう

かつ実現可能な対応案を 障害者と職 員が共に考 えていくために、双方が互いの
じつげん か のう たいおうあん しようがいしや しよくいん とも かんが そうほう たが

状 況の理解に努めることが重 要である。例えば、障 害者本人が社会的障 壁の
じようきよう り かい つと じゆうよう たと しようがいしやほんにん しやかいてきしようへき

除去のために普段講じている対策 防衛装備庁として対応可能な取組等を対話の中、
じよきよ ふ だんこう たいさく ぼうえいそう び ちよう たいおう か のう とりくみとう たい わ なか

で共有するなど 建設的対話を通じて相互理解を深め 様々な対応策を柔軟に検討、 、
きようゆう けんせつてきたい わ つう そう ご り かい ふか さまざま たいおうさく じゆうなん けんとう

。 、 、していくことが円滑な対応に資すると考えられる さらに 合理的配慮の内容は
えんかつ たいおう し かんが ごう り てきはいりよ ないよう

技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。合理的配慮の提
ぎ じゆつ しんてん しやかいじようせい へん か とう おう か え ごう り てきはいりよ てい

供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害
きよう あ しようがいしや せいべつ ねんれい じようたいとう はいりよ とく しようがい

のある女性に対しては、 障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められ
じよせい たい しようがい くわ じよせい ふ たいおう もと

ることに留意する。
りゆう い

なお、障害者との関係性が長期にわたる場合には、その都度の合理的配慮の提
しようがいしや かんけいせい ちよう き ば あい つ ど ごう り てきはいりよ てい

供 とは別に、後 述する環 境の整備を考慮に入れることにより、中 ・長 期的な
きよう べつ こうじゆつ かんきよう せい び こうりよ い ちゆう ちよう き てき

コストの削減及び効率化につながる点は重要である。
さくげんおよ こうりつ か てん じゆうよう

３ 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
い し ひようめい あ ぐ たいてき ば めん しやかいてきしようへき じよきよ かん はい

慮を必要としている状 況にあることを言語 手話を含む のほか 点字 拡大文（ 。） 、 、
りよ ひつよう じようきよう げん ご しゆ わ ふく てん じ かくだい も

字 筆談 実物の提示 身振りサイン等による合図 触覚による意思伝達等 障害者、 、 、 、 、
じ ひつだん じつぶつ てい じ み ぶ とう あい ず しよつかく い し でんたつとう しようがいしや

が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられる。また、 障
た にん はか さい ひつよう しゆだん つた しよう
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害者からの意思 表 明のみでなく、 障 害の特性等により本人の意思 表明が困難な
がいしや い し ひようめい しようがい とくせいとう ほんにん い し ひようめい こんなん

場合には、 障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を
ば あい しようがいしや か ぞく かいじよしやとう し えん もの ほんにん

補佐して行う意思の表明も含む。
ほ さ おこな い し ひようめい ふく

、 、 、 、なお 意思の表明が困難な障害者が 家族 介助者等を伴っていない場合等
い し ひようめい こんなん しようがいしや か ぞく かいじよしやとう ともな ば あいとう

意思の 表明がない場合であっても、当該 障害者が社会的障 壁の除去を必要とし
い し ひようめい ば あい とうがいしようがいしや しやかいてきしようへき じよきよ ひつよう

ていることが明白である場合には 法の趣旨に鑑みれば 当該障害者に対して適切、 、
めいはく ば あい ほう しゆ し かんが とうがいしようがいしや たい てきせつ

と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど 自主的な取組に努、
おも はいりよ ていあん けんせつてきたい わ はたら じ しゆてき とりくみ つと

めるものとする。

４ 合理的配慮は、不特定多数の障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物
ごう り てきはいりよ ふ とくてい た すう しようがいしやとう り よう そうてい じ ぜん おこな けんちくぶつ

のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の「環
か かいじよしやとう じんてき し えん じようほう こうじようとう かん

境の整備 を基礎として 個々の障害者に対して その状 況に応じて個別に実施」 、 、
きよう せい び き そ こ こ しようがいしや たい じようきよう おう こ べつ じつ し

される措置である。したがって、各場面における環 境の整備の状 況 により、合
そ ち かく ば めん かんきよう せい び じようきよう ごう

理的配慮の内容は異なることとなる。また、障害の状態等が変化することもある
り てきはいりよ ないよう こと しようがい じようたいとう へん か

ため、特に、障 害者との関係性が長 期にわたる場合には、合理的配慮の提供 に
とく しようがいしや かんけいせい ちよう き ば あい ごう り てきはいりよ ていきよう

ついて、適宜、見直しを行うことが重要である。
てき ぎ み なお おこな じゆうよう

なお 多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点、
た すう しようがいしや ちよくめん え しやかいてきしようへき じよきよ かんてん

から、他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うこと、
ほか しようがいしやとう は きゆうこう か こうりよ かんきよう せい び おこな

また、相談・紛争事案を事前に防止する観点から、内部規則、マニュアル等の制度
そうだん ふんそう じ あん じ ぜん ぼう し かんてん ない ぶ き そく とう せい ど

改正等の環境の整備を図ることも必要である。
かいせいとう かんきよう せい び はか ひつよう

第５ 過重な負担の基本的な考え方
だい か じゆう ふ たん き ほんてき かんが かた

過重 な負担については、具体的な検討をせずに過重 な負担を拡大解釈 するなど
か じゆう ふ たん ぐ たいてき けんとう か じゆう ふ たん かくだいかいしやく

して法の趣旨を損なうことがないよう、個別の事案ごとに、以下を考慮し、具体的場
ほう しゆ し そこ こ べつ じ あん い か こうりよ ぐ たいてき ば

面又は状 況に応じて総合的・客観的に判断する必要がある。
めんまた じようきよう おう そうごうてき きやつかんてき はんだん ひつよう

なお 職員は 過重な負担に当たると判断した場合は 障害者に丁寧にその理由、 、 、
しよくいん か じゆう ふ たん あ はんだん ば あい しようがいしや ていねい り ゆう

を説明し、理解を得るよう努めるものとする。その際には前述のとおり、職員及び
せつめい り かい え つと さい ぜんじゆつ しよくいんおよ

、 、 、障害者の双方が 互いの立場を尊重しながら 建設的対話を通じて相互理解を図り
しようがいしや そうほう たが たち ば そんちよう けんせつてきたい わ つう そう ご り かい はか

代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められる。
だいたい そ ち せんたく ふく たいおう じゆうなん けんとう もと

⑴ 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
じ む また じ ぎよう えいきよう てい ど じ む また じ ぎよう もくてき ないよう き のう そこ

か否か）
いな

⑵ 実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）
じつげん か のうせい てい ど ぶつ り てき ぎ じゆつてきせいやく じんてき たいせいじよう せいやく

⑶ 費用・負担の程度
ひ よう ふ たん てい ど

第６ 合理的配慮の例
だい ごう り てきはいりよ れい

１ 合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の例
ごう り てきはいりよ あ え ぶつ り てきかんきよう はいりよ れい

⑴ 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。
はい か だな たか ところ お とう と わた

⑵ 行事等に参加する障害者に対し、必要に応じて座席又は駐車場の場所に配
ぎよう じ とう さん か しようがいしや たい ひつよう おう ざ せきまた ちゆうしやじよう ば しよ はい
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慮し、個別に案内を行う。
りよ こ べつ あんない おこな

⑶ 目的の場所までの案内の際に、 障害者の歩行速度に合わせて歩いたり、専用
もくてき ば しよ あんない さい しようがいしや ほ こうそく ど あ ある せんよう

通路又は動線を確保したり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の
つう ろ また どうせん かく ほ ぜん ご さ ゆう きよ り い ち と しようがいしや

希望を聞いたりする。
き ぼう き

⑷ 頻繁に離席の必要がある障害者に対し、会場の座席位置を出入口の付近にす
ひんぱん り せき ひつよう しようがいしや たい かいじよう ざ せき い ち で いりぐち ふ きん

る。

⑸ 庁 舎等を訪 れる障 害者に対し車 椅子の貸出し及び付添い者の配置を行 う
ちようしやとう おとず しようがいしや たい くるま い す かし だ およ つき そ しや はい ち おこな

とともに、段差がある場合にはキャスター上げ等の補助をしたり、携帯スロープ
だん さ ば あい あ とう ほ じよ けいたい

を渡したりする。
わた

⑹ 歴史的遺構等で 車 椅子利用者による見学が困難な展示物について、タブレッ
れき し てき い こうとう くるま い す り ようしや けんがく こんなん てん じ ぶつ

ト端末を利用して鑑賞できるようにする。
たんまつ り よう かんしよう

⑺ 視覚 障害のある者からトイレの個室を案内するよう求めがあった場合に、求
し かくしようがい もの こ しつ あんない もと ば あい もと

めに応じてトイレの個室を案内する。その際、同性の職員がいる場合には、障
おう こ しつ あんない さい どうせい しよくいん ば あい しよう

害者本人の希望に応じて同性の職員が案内する。
がいしやほんにん き ぼう おう どうせい しよくいん あんない

⑻ 疲労を感じやすい 障害者から別室での 休憩の 申出があったものの、別室の
ひ ろう かん しようがいしや べつしつ きゆうけい もうし で べつしつ

確保が困難である場合には、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長
かく ほ こんなん ば あい とうがいしようがいしや じ じよう せつめい たいおうまどぐち ちか なが

椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。
い す い どう りん じ きゆうけい もう

⑼ 不随意運動等により書類等を押さえることが 難 しい 障害者に対し、職員が
ふ ずい い うんどうとう しよるいとう お むずか しようがいしや たい しよくいん

書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
しよるい お とう こ てい き ぐ ていきよう

⑽ 行事等において知的障害のある子供が発声又はこだわりのある行動をしてし
ぎよう じ とう ち てきしようがい こ ども はつせいまた こうどう

まう場合に、保護者から子供の特性、コミュニケーションの方法等について聞き
ば あい ほ ご しや こ ども とくせい ほうほうとう き

取った上で、落ち着かない様子のときは個室等に誘導する。
と うえ お つ よう す こ しつとう ゆうどう

２ 合理的配慮に当たり得る情報の取得、利用及び意思疎通への配慮の例
ごう り てきはいりよ あ え じようほう しゆとく り ようおよ い し そ つう はいりよ れい

⑴ 筆談 読み上げ 手話 触覚による意思伝達等のコミュニケーション手段を用、 、 、
ひつだん よ あ しゆ わ しよつかく い し でんたつとう しゆだん もち

いる。

⑵ 広報活動等に際し、聴覚障害のある者に対して広報用の映像に代えてその映
こうほうかつどうとう さい ちようかくしようがい もの たい こうほうよう えいぞう か えい

像に関する解説を記載した資料を貸し出したり、写真展示の充実を図ったりす
ぞう かん かいせつ き さい し りよう か だ しやしんてん じ じゆうじつ はか

る。

⑶ 聴覚障害のある者に対し、駐車場等で通常口頭で行う案内を、紙にメモ
ちようかくしようがい もの たい ちゆうしやじようとう つうじようこうとう おこな あんない かみ

をして渡す。
わた

⑷ 意思疎通が不得意な 障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。
い し そ つう ふ とく い しようがいしや たい え とう かつよう い し かくにん

⑸ 書類記 入の依頼時に、記入 方法等を障 害者本人の目の前で示したり、分か
しよるい き にゆう い らい じ き にゆうほうほうとう しようがいしやほんにん め まえ しめ わ

りやすい記述で伝達したりする。また、障害者の家族、介助者等による代筆を
き じゆつ でんたつ しようがいしや か ぞく かいじよしやとう だいひつ

可能とする。
か のう

⑹ 比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩、暗喩、二重否定表現等を用いず
ひ ゆ ひようげんとう にが て しようがいしや たい ひ ゆ あん ゆ に じゆう ひ ていひようげんとう もち

に説明する。
せつめい

⑺ 障害者から申出があった際に、一度に複数の内容を伝えるのではなく、ゆっ
しようがいしや もうし で さい いち ど ふくすう ないよう つた
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くりかつ丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対す
ていねい く かえ せつめい ないよう り かい かくにん おうたい

る また なじみのない外来語は避ける 漢数字は用いない 時刻は２４時間表記。 、 、 、
がいらい ご さ かんすう じ もち じ こく じ かんひよう き

ではなく午前・午後で表 記する、理解しやすいように語句間に区切り又はスペ
ご ぜん ご ご ひよう き り かい ご く かん く ぎ また

ースを入れるなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。
い はいりよ ねんとう お ひつよう おう てき じ わた

⑻ 障害者による閲覧に配慮するため、防衛装備庁のホームページをウェブアク
しようがいしや えつらん はいりよ ぼうえいそう び ちよう

セシビリティに関する日本産業 規格ＪＩＳ Ｘ ８３４１－３：２０１６「高
かん に ほんさんぎよう き かく こう

齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及びサー
れいしや しようがいしやとうはいりよせつけい し しん じようほうつうしん き き およ

ビス－第３部：ウェブコンテンツ」における適合レベルＡＡに対応させる。
だい ぶ てきごう たいおう

３ 合理的配慮に当たり得るルール・慣行の柔軟な変更の例
ごう り てきはいりよ あ え かんこう じゆうなん へんこう れい

⑴ 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続
じゆんばん ま にが て しようがいしや たい しゆう い もの り かい え うえ て つづき

順を入れ替える。
じゆん い か

⑵ 立って列に並んで順番を待っている障害者に対し 周囲の者の理解を得た上、
た れつ なら じゆんばん ま しようがいしや たい しゆう い もの り かい え うえ

で、当該障害者の順番が来るまで別室又は席を用意する。
とうがいしようがいしや じゆんばん く べつしつまた せき よう い

⑶ スクリーン、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。
ばんしよとう み とう ちか せき かく ほ

⑷ 車両 乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。
しやりようじようこう ば しよ し せつ で いりぐち ちか ば しよ へんこう

、 、 、 、⑸ 庁舎等において 行政上の手続 行事等で障害者が来庁する場合 通常
ちようしやとう ぎようせいじよう て つづき ぎよう じ とう しようがいしや らいちよう ば あい つうじよう

障 害者専用とされていない区画を障 害者専用の駐 車区画に変更する。また、
しようがいしやせんよう く かく しようがいしやせんよう ちゆうしや く かく へんこう

、 。多数の来訪者が見込まれる場合は 障害者の状 況に応じて適切な配慮を行う
た すう らいほうしや み こ ば あい しようがいしや じようきよう おう てきせつ はいりよ おこな

⑹ 入館時にＩＣカードゲートを通過することが困難な障害者に対し、別ルート
にゆうかん じ つう か こんなん しようがいしや たい べつ

からの入館を認める。
にゆうかん みと

⑺ 他人との接触又は多人数の中にいることによる緊張により、不随意の発声等
た にん せつしよくまた た にんずう なか きんちよう ふ ずい い はつせいとう

がある場合、当該障害者に説明の上、施設の状 況に応じて別室を準備する。
ば あい とうがいしようがいしや せつめい うえ し せつ じようきよう おう べつしつ じゆん び

⑻ 非公 表 又は未公表 情 報を 扱う会議等において、情 報管理に係る担保が得
ひ こうひようまた み こうひようじようほう あつか かい ぎ とう じようほうかん り かか たん ぽ え

られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。
ぜんてい しようがい い いん り かい えんじよ もの どうせき みと

⑼ 災害時において障害者を円滑に救援できるよう、自治体等と協 力しつつ、
さいがい じ しようがいしや えんかつ きゆうえん じ ち たいとう きようりよく

障害者の視点に立って、救援活動を行う。
しようがいしや し てん た きゆうえんかつどう おこな

４ 前各項に記載されている内容は、あくまでも例示であり、必 ず実施するもので
ぜんかくこう き さい ないよう れい じ かなら じつ し

はないこと、記載されている内容以外であっても合理的配慮に該当するものがある
き さい ないよう い がい ごう り てきはいりよ がいとう

ことに留意する必要がある。
りゆう い ひつよう

第７ 合理的配慮の提供 義務違反に該当すると 考えられる例及び該当しないと 考
だい ごう り てきはいりよ ていきよう ぎ む い はん がいとう かんが れいおよ がいとう かんが

えられる例
れい

１ 合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例
ごう り てきはいりよ ていきよう ぎ む い はん がいとう かんが れい

⑴ 試験を受ける際に、筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があ
し けん う さい ひつ き こんなん き き し よう もと もうし で

った場合に、デジタル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な
ば あい き き もち こ みと ぜんれい り ゆう ひつよう

調整を行うことなく一律に対応を断る。
ちようせい おこな いちりつ たいおう ことわ

⑵ イベント会場 内の移動に際して支援を求める申 出があった場合に 「何かあ、
かいじようない い どう さい し えん もと もうし で ば あい なに
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ったら困る」という抽 象的な理由で具体的な支援の可能性を検討せず、支援を
こま ちゆうしようてき り ゆう ぐ たいてき し えん か のうせい けんとう し えん

断る。
ことわ

⑶ 電話利用が困難な 障害者から電話以外の手段により各種手続 が行 えるよう
でん わ り よう こんなん しようがいしや でん わ い がい しゆだん かくしゆ て つづき おこな

対応を求められた場合に、マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話の
たいおう もと ば あい じよう とうがい て つづき り ようしやほんにん でん わ

みで手続 可能とすることとされていることを理由として、メール、電話リレー
て つづき か のう り ゆう でん わ

サービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断る。
かい でん わ とう だいたい そ ち けんとう たいおう ことわ

⑷ 介助を必要とする障害者から、講座の受講に当たり介助者の同席を求める申
かいじよ ひつよう しようがいしや こう ざ じゆこう あ かいじよしや どうせき もと もうし

出があった場合に、当該講座が受講者本人のみの参加をルールとしていることを
で ば あい とうがいこう ざ じゆこうしやほんにん さん か

理由として、受講者である障害者本人の個別事情、講座の実施状 況等を確認
り ゆう じゆこうしや しようがいしやほんにん こ べつ じ じよう こう ざ じつ し じようきようとう かくにん

することなく、一律に介助者の同席を断る。
いちりつ かいじよしや どうせき ことわ

⑸ 自由席での開催を予定しているセミナーにおいて、弱視の障害者からスクリ
じ ゆうせき かいさい よ てい じやく し しようがいしや

、 、ーン 板書等がよく見える席でのセミナー受講を希望する申出があった場合に
ばんしよとう み せき じゆこう き ぼう もうし で ば あい

事前の座席確保等の対応を検討せずに 特別扱いはできない という理由で対応「 」
じ ぜん ざ せきかく ほ とう たいおう けんとう とくべつあつか り ゆう たいおう

を断る。
ことわ

２ 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例
ごう り てきはいりよ ていきよう ぎ む はん かんが れい

⑴ 事務の一環として行っていない業務の提供を求められた場合に、その提供
じ む いつかん おこな ぎよう む ていきよう もと ば あい ていきよう

を断 る （必要とされる範囲で本来の業 務に付随するものに限られることの観。
ことわ ひつよう はん い ほんらい ぎよう む ふ ずい かぎ かん

点）
てん

⑵ 抽選申込みとなっている講座への参加について、抽選申込みの手続を行
ちゆうせんもうし こ こう ざ さん か ちゆうせんもうし こ て つづき おこな

うことが困難であることを理由に、講座への参加を事前に確保しておくよう求め
こんなん り ゆう こう ざ さん か じ ぜん かく ほ もと

られた場合に 当該対応を断る 障害者でない者との比較において同等の機会、 。（
ば あい とうがいたいおう ことわ しようがいしや もの ひ かく どうとう き かい

の提供を受けるためのものであることの観点）
ていきよう う かんてん

⑶ イベント当日に、視覚障 害のある者から 職員に対し、イベント会場内を付
とうじつ し かくしようがい もの しよくいん たい かいじようない つ

き添ってブースを回ってほしい旨頼まれたが、混雑時であり、対応できる人員が
そ まわ むねたの こんざつ じ たいおう じんいん

いないことから対応を断る （過重な負担（人的・体制上の制約）の観点）。
たいおう ことわ か じゆう ふ たん じんてき たいせいじよう せいやく かんてん

３ 前２項に記載されている内容はあくまでも例示であり、合理的配慮の提供義務
ぜん こう き さい ないよう れい じ ごう り てきはいりよ ていきよう ぎ む

違反に該当するか否かについては、個別の事案ごとに、前述の観点等を踏まえて
い はん がいとう いな こ べつ じ あん ぜんじゆつ かんてんとう ふ

判断する必要があることに留意する。
はんだん ひつよう りゆう い


