
MAY I HELP YOU?

障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進し、障がいの有無によって分け隔て
られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「札幌市
障がい者コミュニケーション条例」を制定しました。
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《正式名称》 札幌市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例
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■ 条例における用語の定義

しょう しゃ しん たい

しゃ かい てきしょうへき けい ぞく てき にちじょうせい かつ せい かつまた しゃ かい そう とう せい げん う じょうたい

しょう しょう しょう しょう なんびょう た しん しん き のう しょう

しょう およ

ものち てき せい しん はったつ

【障がい者】…身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病その他の心身の機能の障がいがある者であって、
障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。
ごう り てき はい りょ こ こ

けん り り えき しん がい おこな ひつ よう てき せつ げんじょう へん こう また ちょうせい じっ し ともな

ふ たん か じゅう

ば めん しょう しゃ げん しゃ かい てきしょうへき じょ きょ ひつ よう むね ひょうめい ば あい

しょう しゃ
【合理的配慮】…個々の場面において、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の表明があった場合に、
障がい者の権利利益を侵害することとならないよう行う必要かつ適切な現状の変更又は調整であって、その実施に伴う
負担が過重でないもの。

しょう とく せい おう しゅ だんこ み ゅ に け ー し ょ ん

こ み ゅ に け ー し ょ ん

しゅ わ わ

かく だい も じ だい どく だいひつ

とうい し でん たつそう ち ぱ ー そ な る こ ん ぴ ゅ ー た じょうほう き き た しょう とく せい おう り よう い し とう でん たつ しゅ だん

へい い ひょうげん え ず も じ も じ も じえ き ごう み ぶ て ぶ くち とう めい ばん じゅう ど しょう しゃ よう

しゅ わしゅしょく およ じゃく し ふく よう やく ひっ き ひつ だん じ まく てん じ

ゆび てん じ おん やく
【障がい特性に応じたコミュニケーション手段】…手話（触手話及び弱視手話を含む。）、要約筆記、筆談、字幕、点字、
指点字、音訳、拡大文字、代読、代筆、平易な表現、絵図、絵文字、記号、身振り、手振り、口文字、透明文字盤、重度障がい者用
意思伝達装置、パーソナルコンピュータ等の情報機器その他の障がいの特性に応じて利用される意思等の伝達手段。

し えんしゃ しょう とく せい おう こ み ゅ に け ー し ょ ん こ み ゅ に け ー し ょ んしゅ だん し えん かた

【コミュニケーション支援者】…障がい特性に応じたコミュニケーション手段によるコミュニケーションを支援する方。

い か じ こう き ほん り ねん おこな

しょう おう じょうほう しゅ とく こ み ゅ に け ー し ょ ん せい びかんきょうとく せい しゅ だん

障がい特性に応じた手段により情報を取得したり、コミュニケーションをしやすい環境の整備は、
以下の事項を基本理念として行います。

しょう しゃ

しょう しょうしゃ

しょう しゃ

しょう う む

し し みん およ じ ぎょうしゃ せき む やくわり そう ご にん しき れん けい と く

すべ し みん り えき きょうじゅ しゅたい

か のう かぎ じょうほう しゅ とく こ み ゅ に け ー し ょ ん しゅ だん みずか せん たく
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しょう き ほん てき きょうゆう こ じん じ はつ てき い し そんちょうしゃ ひとひと じん けん

● 障がい者は、障がい者でない人と等しく基本的人権を享有する個人であり、その自発的意思が尊重されること。
● 障がい者と障がい者でない人が互いにその違いを理解し、人格と個性を尊重すること。
● 障がい者が、可能な限り、情報を取得したり、コミュニケーションするための手段を自ら選択できること。
● 障がいの有無にかかわらず、全ての市民がその利益を享受する主体であること。
● 市、市民及び事業者が、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携して取り組むものであること。

たい ざいしゃ とう はい りょ

滞在者等への配慮
し し さく たい ざい しゃ しょう おう しゅ だん り よう

はい りょ

おこな とう とく せい

市は、施策を行うにあたり、滞在者等の障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用
に配慮します。
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しょう とく せい おう しゅ だん もち すみ し せいじょうほう ていきょう つと

かく ほしゃえんし よう せい さくし

● 障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用機会を拡大するための施策
● コミュニケーション支援者を確保・養成するための施策
※障がい特性に応じたコミュニケーション手段を用いた速やかな市政情報の提供に努めます。
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り よう き かい かく だい し さく

● 障がい特性に応じたコミュニケーション手段に関する普及啓発
● 障がい特性に応じたコミュニケーション手段を学ぶ機会の提供
● 障がい特性に応じたコミュニケーション手段を学ぶ取組への支援し とり くみ

市の取組

そく しんり かい

そく しんり よう

理解促進

利用促進

じょうれい き ほん り ねん

条例の基本理念

＊このパンフレットは、色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの人に見やすいようにカラーユニバーサルデザインに配慮して作成されています。
しきかくぱ ん ふ れ っ と こ じん さ と おお ひと み はいりょか ら ー ゆ に ば ー さ る で ざ い ん さくせい

011-211-2936【でんわ】 【ファクス】011-218-5181 communication@city.sapporo.jp【メール】
ふ ぁ く す め ー る

し せき む

《 市の責務 》
● 障がい特性に応じたコミュニケー
ション手段の理解・利用促進のため
の施策の推進。

● 合理的配慮を行う。
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やく わり

《 市民の役割 》
● 基本理念に対する理解。
● 市の施策に協力するよう努める。

き ほん り ねん
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たい り かい

じ ぎょうしゃ やく わり

《 事業者の役割 》
● 市の施策に協力するよう努める。
● 合理的配慮を行うよう努める。
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ごう り てき はい りょ おこな つと
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努力義務
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《音声コード》
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《音声コード》
おんせい こ ー ど



れい え れ べ ー た ー ぼ た ん
（例：エレベーターのボタン）

盲ろう者の指を点字タイプライター
のキーに見立てて、手を重ねて点字
を打って伝え合う方法。

もう しゃ てん じ

かさ てん じて

う つた あ ほうほう

み たき ー

ゆび た い ぷ ら い た ー
● 指点字

ゆびてん じ

障がい特性に応じたコミュニケーション手段
しょう とく せい おう こ み ゅ に け ー し ょ ん しゅ だん

コミュニケーションをする際に配慮が必要なこともあります
こ み ゅ に け ー し ょ ん さい はい りょ ひつ よう

かくし しょう

視覚障がい

しゅだんこ み ゅ に け ー し ょ ん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだんこ み ゅ に け ー し ょ ん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだんこ み ゅ に け ー し ょ ん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだんこ み ゅ に け ー し ょ ん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだんこ み ゅ に け ー し ょ ん れい
コミュニケーション手段の例

しゅだんこ み ゅ に け ー し ょ ん れい
コミュニケーション手段の例

視力が著しく低下した方や、見える範囲が狭い方
などがいます。また、特定の色が分かりにくい方も
います。

し りょく かた

とく てい わいろ かた

いちじる かたかてい せまはん いみ

平面から盛り上がった６つの点に
より文字を表現するもの。

へいめん も あ

ひょうげんも じ

てん
● 点字

てん じ

書籍などの視覚情報を音声で録音し、情報を伝えるもの。
しょせき じょうほう じょうほうしかく つたろくおんおんせい
● 音訳

おんやく

文書などの文字が大きく書かれたもの。
ぶんしょ おおも じ か
● 拡大文字

かくだい も じ

おう じょうほうでんたつみ かた ことしゅだん

見え方に応じて情報伝達の手段は異なり
ます。ポイン

トぽ い ん
と

ポイン
トぽ い ん
と

ポイン
トぽ い ん
と

ポイン
トぽ い ん
と

ポイン
トぽ い ん
と

ポイン
トぽ い ん
と

もう

盲ろう

ほかいちれいき さいぱ ん ふ れ っ と しゅだんしょうさまざま

※パンフレットに記載されているものは一例です。他にも様々な障がいや手段があります。

視覚と聴覚の両方に障がいがあることをいいます。
障がいの程度により、全盲ろう（全く見えず、聞こえな
い）、全盲難聴（全く見えず、聞こえにくい）、弱視ろう（見え
にくく、聞こえない）、弱視難聴(見えにくく、聞こえにく
い）の方がおり、コミュニケーションの方法は様々です。

し かく

しょう てい ど ぜんもう まった み き

なんちょうぜんもう みまった き し みじゃく

き み きちょうなんじゃくし

かた こ み ゅ に け ー し ょ ん さまざまほうほう

ちょうかく りょうほう しょう

盲ろう者が、手話を表現する相手の手に触れて、互いに
手話で伝え合う方法。

もう しゃ

しゅ わ つた あ ほうほう

しゅ わ ひょうげん あい て て ふ たが
● 触手話

しょくしゅ わ

読み取る人の視力や視野の障がいの状態に応じ、 距離や
手を動かす幅などを調整して表現される手話。

ひととよ

しゅ わひょうげんちょうせいはばうごて

し やしりょく きょ りおうじょうたいしょう
● 弱視手話

じゃくし しゅ わ

しょうかたきかたみ

し よう しゅだん こと

てい ど

見え方・聞こえ方の障がいの程度などで
使用する手段は異なります。

せい しんしょう

精神障がい 統合失調症やうつ病など、様々な精神疾患により、日常生活や社会生活の
しづらさを抱えています。敏感さ、繊細さへの配慮が必要です。

かか せん さいびんかん ひつ ようはい りょ

しょうしっちょうごうとう びょう かんしっしんせい せい かつせい かつ かいしゃじょうにちざまさま

● 一度にたくさんのことを言われると混乱されることがあるので、ゆっくり、丁寧に説明する。
こんらん せつめいねいていいち ど い

● 穏やかな口調で、相手に考えてもらう余裕や安心感を与える応対を心掛ける。
こころおうたいあたあんしんかんよ ゆう があい てく ちょうおだ かんが

えー える えす なん びょう

ALS（難病）

はいりょ

れい
配慮
の例

はいりょ

れい
配慮
の例

筋萎縮性側索硬化症（ALS）は難病の一つで、身体を
動かすための神経系が変化する病気です。舌・のど
の筋肉が動かなくなり、手足も麻痺することで意思
の表明が困難になる一方、視覚や聴覚などの知覚、
記憶や知性を司る神経は維持されます。残された
能力に応じて様々な手段が活用されています。

きん い

うご しん けいけい かへん びょう き した

きん にく うご ひまあして い し

めいひょう なんこん かくちかくしぽういっ かくちょう

つかさどせいちおくき けいしん のこい じ

かつしゅさまおうりょくのう ざま だん よう

しゅくせい かこうさくそく しょう しんひと たいなんえーえるえす びょう

口の形を見て、支援者がその「行」を発音して、まばたきの
合図などで一文字ずつ読み取るもの。

くち かたち

あい ず とよも じいち

み し えんしゃ はつおんぎょう
● 口文字

くち も じ

50音や数字などが書かれた透明な文字
盤。意思などを伝えたい人と読み取る人
の間にかざし、視線の方向により一文字
ずつ読み取るために使用するもの。

おん か

つたい しばん ひと ひととよ

ほうこう も じいち

し ようとよ

し せんあいだ

すう じ も じとうめい
● 透明文字盤

とうめい ばんも じ

びょうき しん こう

しゅだん ことおお

ば あいし ようき きさまざま

こ み ゅ に け ー し ょ ん

病気の進行により、コミュニケーション
手段は大きく異なります。
様々な機器を使用する場合もあります。

たつはっ しょう

発達障がい
主に脳機能の障がいであり、生活上の困難さ
がありますが、優れた能力が発揮される場合も
あり、発達のアンバランスな様子が理解され
にくい障がいです。

おも

すぐ のうりょく はっ き ば あい

はっ たつ

しょう

あ ん ば ら ん す り かいよう す

のう き のう しょう こんなんじょうせい かつ

はいりょ

れい
配慮
の例

ぶみえじつぶつい がいこと ば まじ
● 言葉以外に実物や絵、身振りなどを交える。

よう いかんきょうつお
● 落ち着いた環境を用意する。

しつ ご しょう

失語症
脳の言語中枢が何らかの損傷を受けることによって、言語
を操る能力に障がいが残った状態をいい、聞く・読むと
いった言葉に関する機能に困難が生じます。

げん ごのう

のうりょくあやつ しょう じょうたいのこ よき

こと ば かん しょうこんなんき のう

ちゅうすう なん げん ごそんしょう う

ふん い きつお はな
● 落ち着いた雰囲気でゆっくりはっきりと話す。

つかぶみひょうじょうずえ こ み ゅ に け ー し ょ ん
● 絵・図、表情、身振りを使ってコミュニケーションをとる。

さえぎさきまわこと ばあい て ま
● 相手の言葉を先回りしたり遮ったりせず、ゆっくり待つ。

ちょうかくしょう ちゅう と しっちょう なんちょう

聴覚障がい（ろう・中途失聴・難聴）
聞こえない・聞こえにくい障がいです。先天的に障がい
のある場合と、後天的に聴力を失う場合などがあり、
必要とする手段は生い立ちや環境によって異なります。

き

ば あい こう てんてき うしなちょうりょく ば あい

ひつよう しゅだん かんきょうたお こと

き しょうせんてんてきしょう

手や指、体の動き、表情などの視覚情報
により意思の疎通等が行われる言語。

て ゆび

い し げん ごおこなとうつうそ

からだ うご し かくじょうほうひょうじょう
● 手話

しゅ わ

相互にノートなどに文字を書いて意思の疎通を行うもの。
そう ご の ー と も じ おこなそ つうい しか
● 筆談

ひつだん

パソコンやノートに筆記するなどの方法で音声情報を要約
し、文字等で情報を伝えるもの。

ひっ きぱ そ こ ん の ー と

ほうじょう つたも じ とう

ようやくおんせいじょうほうほうほう
● 要約筆記

ようやく ひっ き

し かくじょうほうじょうほうおんせい

つたかえいぞう

も じ い ら す と

音声情報は視覚情報（文字やイラスト、
映像など）に変えて伝えてください。

た たいしん しょう

その他の身体障がい
発声に関する器官の麻痺や不随意運動（自分の意思
とは関係なく現れる異常運動）などにより、コミュニ
ケーションを取ることが困難な場合があります。

せいはっ

かん けい あらわ じょうい うんどう こ み ゅ に

とけ ー し ょ ん こんなん あいば

かん き かん ま ひ じ ぶん い しずい いふ うんどう

わずかな身体の動きを感知する
スイッチなどにより操作され、
操作者の意思等をディスプレイ
への文字の表示などによりあら
わすための機器。

そう さす い っ ち

とう で ぃ す ぷ れ いい しそう さ しゃ

ひょうじも じ

き き

しんたい うご かん ち
● 意思伝達装置

い し でんたつそう ち

音声コードは、文字情報をデジタル情報に変換したコードで、主に視覚障がいがある人
への情報提供を目的に作られました。専用の活字文書読み上げ装置や、スマートフォンの
専用アプリなどを使って読み取ることで音声に変換され、情報を聞くことができます。

つく せんよう かつ じ ぶんしょ よ あ そう ち す ま ー と ふ ぉ んもくてきじょうほうていきょう

つか よ と おんせい へんかん じょうほう きせんよう あ ぷ り

じょうほう じょうほうも じこ ー ど こ ー どおんせい へんかんで じ た る ひとしょうかくしおも

しょう

しゅだん おお こと

こ み ゅ に け ー し ょ んてい ど

障がいの程度によりコミュニケーション
手段は大きく異なります。

てきち しょう

知的障がい
発達期において知的な機能の発達に障がいがあら
われ日常生活に支障が生じている状態をいいます。
「言葉を使う」「記憶する」「抽象的なことを考える」こと
に時間がかかることがあります。

はっ たつ はっ たつき

かつせいにちじょう し しょう しょう じょうたい

こと ば

じ かん

つか き おく ちゅうしょうてき かんが

き のうち てき しょう

文章の漢字などにふりがなをつける。
ぶんしょう かん じ
● るび振り

ふ

絵・図や簡易な日本語が記載されている
ボードで指さしして意思を汲み取る
もの。

え ず かん い に ほん ご

ゆびー どぼ とくい し

き さい
● コミュニケーション支援ボード

し えん ぼ ー どこ み ゅ に け ー し ょ ん

かんたん こと ば

じつぶつ え み ぶ まじ

かんけつひょうじょう み

簡単な言葉(表情を見せてゆっくり簡潔に)、 
実物や絵、身振りなどを交えてください。

「あけ」 「しめ」

「こんにちは」

「さ」

どうしましたか？

たべたい のみたい

でんわしたい トイレ

おはよう

音声コード
とは？

おん せい こ ー ど

《音声コード》
おんせい こ ー ど

《音声コード》
おんせい こ ー ど


