
 

 

第 46回 横浜市福祉のまちづくり推進会議 次第 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

福祉のまちづくり推進指針の原案について 

 

３ 報告 

（１） 横浜市福祉のまちづくり条例及び同規則の一部改正について（建築物） 

（２） 専門委員会における検討状況について（建築物） 

（３） 横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について（公共交通機関の施設） 

（４） 専門委員会における検討状況について（公共交通機関の施設） 

 

４ その他 

 

 

《配付資料》 

資料１ 次期横浜市福祉のまちづくり推進指針の原案について 

資料１－１ 横浜市福祉のまちづくり推進指針（令和３年度～７年度）（案） 

資料１－２ 次期推進指針の素案に関する市民意見募集の結果について 

資料２ 横浜市福祉のまちづくり条例及び同規則の一部改正について（建築物） 

 参考１ 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案（概要） 

  参考２ 小規模建築物に対応した建築物バリアフリー基準を整備します 

（国土交通省記者発表資料） 

資料３ 専門委員会における検討状況について（建築物） 

資料４ 横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について（公共交通機関の施設） 

資料５ 専門委員会における検討状況について（公共交通機関の施設） 

資料５別紙 施設整備マニュアル［公共交通機関の施設編］改正案 

 

参考資料１ 横浜市福祉のまちづくり推進会議について 

参考資料２ 横浜市福祉のまちづくり条例 

参考資料３ 横浜市福祉のまちづくり推進会議運営要綱 

日時：令和２年 12月 23日（水） 

   午後２時 00分から４時 00分まで 

場所：横浜市研修センター４階 401・402号室 
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資料１ 

次期横浜市福祉のまちづくり推進指針の原案について 

 

１ 趣旨 

横浜市福祉のまちづくり推進指針（以下「推進指針」といいます。）は、横浜市福祉のまちづくり条

例（平成 24年条例第 90号。以下「条例」といいます。）第 12条に基づき、策定しています。現行推

進指針の期間が令和２年度までとなっているため、横浜市福祉のまちづくり推進会議（以下「推進会

議」といいます。）の下部組織である小委員会（別紙参照）を設置し、次期推進指針策定に向けた検討

を行ってきました。 

このたび、次期推進指針の原案がまとまりましたのでご説明します。 

 

２ 第 45回推進会議以降の検討内容及び経緯 

  第 45回推進会議でご承認いただいた素案をもとに市民意見募集を行ったほか、「次期推進指針の広

報、活用方法」をテーマにテレ・ワークショップを行いました。その後、小委員会での検討を経て、

案をまとめました（赤枠内が、第 45回推進会議以降に実施した取組です）。 

 

  

  

条例 (指針の策定) 

第 12条 市長は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる指針（以下「推進

指針」という。）を策定するものとする。 

２ 推進指針に定める事項は、次のとおりとする。 

（１） 福祉のまちづくりに関する目標 

（２） 福祉のまちづくりに関する施策の方向 

（３） 市、事業者及び市民が一体となって福祉のまちづくりを推進するための具体的方針 

（４）前３号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための重要事項 

３ 市長は、推進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、推進会議に諮るものとする。 
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(1) 関係団体ヒアリング  

推進会議委員の所属団体に対してヒアリングを行いました。 

 

(2) グループヒアリング  

推進会議委員の所属団体以外の当事者・支援団体にグループヒアリングを行いました。 

  

(3) 街頭インタビュー  

市内の駅前の歩行者に対して街頭インタビューを行いました。  

 

(4) 市民アンケート  

小委員会で出たご意見や上記(1)～(3)の内容を基にアンケート項目を作成し、3,500名の市民を

対象にアンケートを実施しました（住民基本台帳から無作為抽出、郵送方式）。  

 

(5) テレ・ワークショップ  

障害当事者が所属する団体や福祉・バリアフリーに関連する活動を行っている個人・団体、地

域やまちづくり関係の活動をする人などに参加を募り、Ｗｅｂ会議ツールを通じて、意見交換を

していただきました。 

 

開催日時 

・ 

テーマ 

第１回 令和２年５月13日 18時から19時30分まで  

テーマ「身近な福祉のまちづくりに関する意見交換」 

第２回 令和２年６月５日 18時から20時まで  

テーマ「次期福祉のまちづくり推進指針の骨子について①」  

第３回 令和２年６月12日 18時から20時まで  

テーマ「次期福祉のまちづくり推進指針の骨子について②」  

第４回 令和２年９月28日 15時から16時30分まで  

テーマ「次期推進指針の広報、活用方法について」  

 

(6) 市民意見募集 

    第 45 回推進会議でご承認いただいた素案について、広く市民の皆様からご意見をいただくた

め、市民意見募集を実施しました（「資料１－２」参照）。  

 

  

・実施期間：令和２年９月 14日から令和２年 10月 13日まで 

・個人として 31名、団体として７団体よりご意見をお寄せいただきました。 

・ご意見の総数は 132件です（素案に関する意見：58件、参考意見：74件）。 

・いただいたご意見のうち、26 件について原案に反映しています。 
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３ 次期推進指針の内容 

(1) 全体に関する考え方 

 

 

(2) 主な改定概要 

  次期推進指針は主に「ビジョン（未来像）」、「ポリシー（理念）」、「アクション（行動）」の３つで

構成されています。 

ビジョン（未来像）【６ページ】 

・基本的には、現行推進指針の「基本となる方向性」を継承しています。 

・「ヨコハマのよさ」として、横浜が培ってきた多様な文化を受け入れ、大切にする風土があるこ

とを明記しました。 

・「インクルーシブ」という言葉を用い、「全ての人が受け入れられ、参加できる」という考え方を

反映します。 

・５年後も含め、将来的に目指す理想的な状態像として位置づけます。 

 

 

 

 

 

「ソフトとハードが一体となった取組をみんなで進め、 

多様性を尊重するヨコハマのよさを育み、 

安心して自由に生活できるインクルーシブなまち」 

〇策定期間は、社会情勢の変化に対応するため、現行推進指針と同様の５年間とします。  

〇福祉や福祉のまちづくりに関わっている方以外にも関心をもっていただけるよう、主に福祉のまち

づくりに関心が低い層や無意識な層をターゲットとし、構成や文言・説明をわかりやすくします。  

〇標題には「ふくまちガイド」といった通称を使用し、市民や事業者の皆様が親しみやすい名称とし

ます。  

〇困っている人からの一方的な要望ではなく、誰もが福祉のまちづくり推進の担い手となることの重

要性を伝えます。 

〇福祉のまちづくりを推進し、横浜が目指す姿として「ビジョン（未来像）」を示します。また、市

民・事業者・市（行政）に共通する大切な考え方である４つの「ポリシー（理念）」や、「アクショ

ン（行動）」する上で参考となる基礎知識や事例を紹介します。 

〇次期推進指針の内容が、実際に具体的な行動につながるようにします。 

〇社会モデルやＳＤＧｓといった新たな理念について記述します。 
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ポリシー（理念）【７ページ～９ページ】 

ポリシー１ みんな違ってあたりまえ 

高齢者、障害者、子育て中の人、外国人、性的少数者など、社会には多様な人がいることを認識

した上で、相手を知ろうとする、考える姿勢を持ち続けることの大切さを説明します。 

ポリシー２ 一緒に活動する 

直接福祉に関係のないことでも、趣味や地域活動を通じ、様々な人と一緒に活動することで、 

それぞれの価値観を尊重する社会の実現につながることを説明します。 

ポリシー３ まずはやってみる 

   身近なところから何ができるかを考え、できることからでもまず始めてみることの重要性を説明

します。 

ポリシー４ もっともっとバリアフリー 

  着実にバリアフリー整備を進めていくことや、バリアフリーに関する適切な情報提供、利用者の

声を反映した施設整備の重要性を説明します。 

 

アクション（行動）【10ページ～25ページ】 

基礎知識 

・高齢者、障害者、子育て中の人、外国人、性的少数者などに関する基本的な情報を紹介します。 

・読者が一歩踏み出すきっかけとなるよう「アクション（行動）の具体例」を掲載します。 

・ヘルプマークなど、様々なマークを紹介します。 

事例紹介 

読者が福祉のまちづくりへ参加するヒントとなるような、市民・事業者・市（行政）の取組事例

を紹介します。 

 

 

(3) 第 45 回推進会議以降に追加・変更した主な項目 

（【 】内は「資料１－１ふくまちガイド原稿案」での掲載箇所をお示ししています） 

 

ア ＵＤ（ユニバーサルデザイン）フォント【全体】 

市民意見募集でいただいたご意見を踏まえ、多くの人が読みやすい文字として、ＵＤ（ユニバー

サルデザイン）フォントに変更しました。 

 

イ 副題【表紙】 

  福祉のまちづくりに関わる当事者として読者が意識する導入となるよう、副題を追記しました。 

   副題「みんなの
インクルーシブな

まちは、あなたのアクションから」 

 

ウ 推進会議コメント【表紙の裏】 

   読者に向けたメッセージとして、推進会議コメントの案を作成しました。 
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エ 子どもの視点【１、８ページ】 

  前回の推進会議及び事前の意見照会でいただいた「子どもの存在が見えづらい」というご意見を

踏まえ、大人から子どもまで福祉のまちづくりを推進する人として含んでいることや、子どもの頃

から様々な人とつながりを持つことの大切さについて説明を追加しました。 

 

オ 障害の「社会モデル」【10 ページ】 

社会モデルに関する記述をより充実させるため、説明を追加しました。 

 

カ 様々なマーク【19、20ページ】 

内閣府ホームページや横浜市が発行している「障害福祉のあんない」等を参考に、子育て中の人、

障害者等に関連する代表的なマークを掲載しました。 

 

キ 事例紹介【21ページ～26ページ】 

市民・事業者・行政が身近なところから「アクション（行動）」を起こす上で参考となる事例を

掲載しました。 

No. タイトル 掲載箇所 

１ 
減災活動をきっかけに「だれもが住みやすい緩やかな関係づくり」 

「ピンチをチャンスに！減災共助の会」 
21ページ 

２ 
子育てを「ちょこっと」体験し、仕事との両立のヒントを見つける 

「家族シミュレーション」 

３ 
同じ地図を使って、みんなで情報を共有する  

「触る地図」 
22ページ 

４ 
＋αのバリアフリー化 

「ユニバーサルな利用に配慮したホテル」 
23ページ 

５ 
インターンシップ生のアイディアが出発点 

「多言語版おくすり手帳」 

６ 
設備を工夫して誰もが楽しめるアクティビティに 

「ユニバーサルパス」、「水陸両用車いす」 
24ページ 

７ 
より多くの方へ能・狂言を届けたい 

「バリアフリー能」 

８ 
施設の利用マナーについて発信する 

「エスカレーターの安全利用」 
25ページ 

９ 
横浜市で初めての住民提案による作成 

「羽沢横浜国大駅周辺地区バリアフリー基本構想」 
26ページ 
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ク コラム【表中の「掲載箇所」参照】 

 福祉のまちづくりに関する話題や取組について、コラムを掲載しました。 

No. タイトル 掲載箇所 

１ コロナ禍における様々な問題 ５ページ 

２ やさしい日本語 13ページ 

３ バリアフリー施設の利用マナー 14ページ 

４ 多目的トイレの機能分散 
16ページ 

５ 読書バリアフリー法 

６ 音声読み上げソフトによる情報提供 17ページ 

７ Web会議ツールを活用したテレ・ワークショップの開催 22ページ 

８ 心のバリアフリーノート 25ページ 

  

ケ 国際的な動向【27 ページ】 

福祉のまちづくりのあゆみの中で、社会モデルの重要性を強調するために、「国際的な動向」を

追加しました。 

 

 

４ 概要版（仮）に関する検討の進め方 

  原案の作成と並行して、概要版（仮）の内容を検討しています。令和３年１月に「概要版に関するミ

ーティング（仮）」を予定しています。 

 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  



 

 

 

 

 

ふくまちガイド 

～みんなの
インクルーシブな

まちは、あなたのアクションから～ 

横浜市福祉のまちづくり推進指針（令和３年度～７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 

横浜市 

 

 

（案） 

「ふくまち」って何だろう？ 
「福祉のまちづくり」を 

縮めて「ふくまち」だよ！ 

資料１－１ 



 

  

市長挨拶文 

「ふくまちガイド」を手にしてくださった皆様へ 

「ふくまちガイド（横浜市福祉のまちづくり推進指針）」を手に取っていただき、誠にあ
りがとうございます。 
本ガイドは、前回の改定から５年がたち横浜を取り巻く環境は大きく変化し、５年前

に比べ、横浜が直面する課題は、より複雑に、より多様なものとなりました。 
 今回の改定では、このことを念頭に、これまで福祉のまちづくりに関わりを持たなか
った人にも、福祉のまちづくりについて考えていただけるよう検討を重ねてきました。 
 福祉のまちづくりは、特定の誰かのためにあるものではなく、全ての人のためにある
ものです。 
福祉のまちづくりを推進することは、本ガイドを手に取ってくださったあなたにとっ

ても、横浜が、安心して、暮らす、働く、訪れるなどの生活を送れるまちとなることで
す。 
皆様がお互いを尊重し、ともに考え、行動することが、本ガイドで掲げたビジョン（未

来像）の実現に向けた第一歩となります。ちょっとしたことで構いません。本ガイドを
きっかけに行動してみませんか。 
最後になりますが、今回の改定にあたり、非常に多くの皆様からご協力を頂きました。

この場を借りて感謝申し上げます。 
 

令和 年 月 横浜市福祉のまちづくり推進会議 一同 
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(１) ふくまちガイドとは 

福祉のまちづくりを計画的に推進するために定める「横浜市福祉のまちづくり推

進指針 ※（以下「推進指針」という。）」のことです。皆様に親しんでいただけるよう

『ふくまちガイド』という愛称をつけました。 

ふくまちガイドでは、福祉のまちづくりを推進し、横浜が目指すビジョン（未来像）

と、そのビジョンを実現するためのポリシー（理念）を掲載しています。 

また、これまでの取組から明らかになった課題や参考となるような様々な事例も

掲載しています。 

福祉のまちづくりを推進するのは、ふくまちガイドを手に取ってくださった皆様

をはじめ、市（行政）・事業者・市民など年齢や性別、国籍を問わず、子どもから大

人まで、横浜に関わる全ての人です。そこには、暮らす人だけでなく、訪れる人や勤

める人も含まれます。 

福祉のまちづくりを推進することで、皆様にとっても生活しやすいまちになりま

す。 

ふくまちガイドを手に取っていただいたことが、「誰もが生活しやすいまちとはど

んなまちなのか」について、考えるきっかけになれば幸いです。 

 

 

 

 

 

※横浜市福祉のまちづくり推進指針 

横浜市福祉のまちづくり条例第 12 条に「福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計

画的に推進するための基本となる指針」として定められています。推進指針では、福祉のま

ちづくりに関する目標、施策の方向、市・事業者・市民が一体となって福祉のまちづくりを

推進するための具体的方針を定めています。 

 

１ ふくまちガイドについて 

ツアーガイドのようなイメージで先頭に「ふくまちのくま」を配置。 

その後ろに老若男女、外国人、いろいろな人を配置。 

背景は、横浜をイメージする景色（みなとみらい） 
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平成 11（1999）年  

「横浜市福祉のまちづくり

推進指針」 

平成 14（2002）年 

「横浜市福祉のまちづくり推

進指針改訂版」 

 

平成 18（2006）年 

「横浜市福祉のまちづくり推

進指針改訂版（平成 19年度～

22年度）」 

 

平成 23（2011）年 

「横浜市福祉のまちづくり推

進指針改定版（平成 23年度～

27年度）」 

 

平成 28（2016）年 

「横浜市福祉のまちづくり推

進指針改定版（平成 28年度～

32年度）」 

 

令和３（2021）年 

「ふくまちガイド」（横浜市福

祉のまちづくり推進指針改定

版（令和３年度～７年度）） 

 

(２) ふくまちガイド策定までのあゆみ 

横浜市では、昭和 49（1974）年に地域社会で福祉の芽を育てるための環境作り

として、「福祉の風土づくり運動」を開始しました。 

また、建築物等の整備を福祉の視点から促進するため、昭和 52（1977）年に「福

祉の都市環境づくり推進指針」を制定しました。 

これらの取組を「福祉の風土づくり推進事業」とし、ソフトとハードが一体とな

った福祉のまちづくりを進めてきました。 

そして福祉のまちづくりを総合的に推進するため、平成９（1997）年３月に「横浜

市福祉のまちづくり条例 ※」を制定し、それに基づき、「横浜市福祉のまちづくり推

進指針」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※横浜市福祉のまちづくり条例 

 横浜に関わる全ての人が安心して、自らの意思で自由に行動でき、様々な活動に参加でき

る人間性豊かな福祉都市の実現のための基本的施策を定めたものです。「暮らす人だけでな

く訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優

しさにあふれたまちづくり」を基本理念としています。 
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(３) 横浜を取り巻く状況 

 ○人口減少社会の到来 

  「横浜市将来人口推計」によると、横浜市の人口は 2020年代をピークに減少し

ていくと推計されています。 

○超高齢社会の到来 

65歳以上の高齢者の割合は 24.5％（令和２（2020）年３月 31日時点）で約４

人に１人が高齢者です。令和 22（2040）年には約３人に１人が高齢者になると

見込まれています。 

○在住外国人の増加 

市内に在住する外国人は 105,287人（令和２（2020）年３月 31日時点）で、５

年前と比べて約 34％上昇しています。 

○「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 

「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」のいわゆる「社会モデル ※」

の考え方に基づき、平成 28（2016）年４月１日に「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行されました。 

○「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」 

国際連合（以下「国連」という。）では、

令和 12 年（2030）年までに持続可能でより

よい世界を目指す国際目標である「持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）」を定めています。

その中で「誰一人取り残さない（leave no 

one behind）」ことを誓っています。 

 

※社会モデル 

障害は、病気や外傷等から生じる個人の問題ではなく、その人を取り巻く環境が生み出

しているという考え方です（詳細は 10ページ参照）。本冊子もこの考え方に基づき作成し

ています。 
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(４) 福祉のまちづくりの課題 

 福祉のまちづくりの課題を把握するため、障害者などの関係団体ヒアリングや

市民アンケートなどの市民意識調査を行いました。そこから見えてきた課題は以

下のとおりです（調査の詳細は 32 ページ以降を参照）。 

 

 

 

 

 

○多様性の理解促進 

社会には高齢者、障害者、子育て中の人、外国人など様々な人が暮らしていま

す。その中で、相手に対する理解の不足や思い込みなど周囲の状況により、不安を

感じたり、困りごとを抱えている人がいます。誰もが安心して生活できるように、

お互いを理解しようとすることが大切です。 

○情報発信方法の工夫 

誰もが必要な情報を得られるよう、様々な方法による情報発信を求める意見が

多く挙がりました。電車やバスなどの案内放送、ホームページ作成の際など、少し

工夫をするだけで情報を得られる対象者が広がります。様々な情報発信の方法を

学び、実践していく必要があります。 

○バリアフリー施設の利用マナー向上 

エスカレーターや多目的トイレなど、様々な場所でバリアフリー施設が増えて

います。しかし、正しい利用方法が守られず、本当にその施設を必要としている人

が安心して利用できない状況があります。本来の用途を理解し、誰もが安心して施

設を利用できるよう行動することが大切です。 

○施設のバリアフリー化 

市民アンケートでは、福祉のまちづくりを進めるために横浜市として優先的に

取り組む必要があることとして、「公共施設や交通機関等のバリアフリー化」を求

める意見が最も多くありました。利用者の意見を取り入れ、着実に施設のバリアフ

リー化を進めていくことが必要です。 

これらの状況や課題を踏まえて、
福祉のまちづくりを進めていく 

ことが大切だね！ 
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(５) ふくまちガイドの構成   

 ふくまちガイドは、主に「ビジョン（未来像）」、「ポリシー（理念）」、「アクシ

ョン（行動）」で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉のまちづくりの推進にあたっては、一人ひとりが身近なところからアクシ

ョンを起こしていくことが重要です。ふくまちガイドでは、読者の皆様が一歩踏

み出す上で大切な考え方や、ヒントとなる情報を掲載しています。 

 このガイドを通じて、一緒に福祉のまちづくりについて学んでいきましょう！ 

 

   

○ビジョン（未来像） 

 福祉のまちづくりを推進し、横浜が目指す未来像。 

○ポリシー（理念） 

 ビジョンを実現するために大切な４つの考え方。 

○アクション（行動） 

ポリシーを踏まえ、ビジョンを実現するための具体的な活動や行動。なお、

この冊子では、アクションに必要な、知っておきたい高齢者、障害者、子育

て中の人、外国人などに関する「基礎知識」や、「事例」を紹介します。 

コラム コロナ禍における様々な問題 

新型コロナウイルス感染症の流行により、私たちの生活は大きく変化しました。福祉

のまちづくりに関連する場面でも様々な問題が発生しています。 

例えば、感染防止対策のため、人との距離を一定間隔保つこと（ソーシャル・ディス

タンス）が推奨されていますが、視覚障害のある人は他者との距離が確認できず、心な

い声を浴びせられたといったことが報道されています。また、外出時にはマスクを着用

することが一般的となっていますが、聴覚障害のある人にとっては、相手の口元の動き

が確認できず、コミュニケーションの支障となっているケースもあります。 

社会には様々な人がいることを知り、相手の状況を理解しようとする姿勢が大切で

す。日常生活の中で考えてみませんか。 
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○ソフトとハードが一体となった取組をみんなで進め、 

知識や情報といった無形の要素であるソフトと、施設や設備といった有形の要素

であるハードは切り離せるものではありません。両方を一体的にとらえ、横浜に関

わる全ての人が一緒に取組を進めていきます。 

 

○多様性を尊重するヨコハマのよさを育み、 

横浜は、開港当時から国内外の様々な文化を受け入れ発展してきました。その中

で培われた、多様性を大切にする風土を将来につなげていきます。 

 

○安心して自由に生活できるインクルーシブ ※なまち 

誰もが、心置きなく、自分の意思で、暮らす、働く、訪れるなどの生活を送り、

様々な活動に参加できるまちを目指します。 

 

このビジョンの実現のためのポリシーについて、次のページからご説明します。 

 

 

 

※インクルーシブ 

 直訳すると「包摂的な」という意味です。「全ての人が受け入れられ、参加できる」、「誰

も排除しない（されない）」、「誰一人取り残さない」という意味合いで用いられます。 

 

ソフトとハードが一体となった取組をみんなで進め、 

多様性を尊重するヨコハマのよさを育み、 

安心して自由に生活できるインクルーシブなまち 
 

２ ビジョン（未来像） 
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ビジョンを実現するために、市・事業者・市民が自分ごととして考え、できること

から一歩を踏み出せるように４つのポリシー（理念）を打ち出しました。 

それぞれのポリシーは、アクション（行動）を起こす上で大切な考え方で、どれか

ら始めていただいても構いません。ポリシーの詳細は次ページ以降で紹介します。 

  

３ ポリシー（理念） 
 

ポリシー１ みんな違ってあたりまえ 

ポリシー２ 一緒に活動する 

ポリシー３ まずはやってみる 

ポリシー４ もっともっとバリアフリー 

４つのポリシー（理念） 
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○常に相手を知ろうとし、考える姿勢を持ち続けることが大事です。 

相手のことを知ろうとする姿勢は、偏見や思い込みの壁を取り払い、社会に多様

な人がいることの理解につながります。考える姿勢を持ち続けることは、お互いに

尊重し合うことです。 

○自分の価値観を押し付けず、相手の価値観を否定しないようにしましょう。 

多様な人が共に生きる社会を実現するためには、自分の価値観を押し付けず相手

の価値観を否定しないことが大事です。 

○それぞれの違った立場から社会に関わりをもつことを尊重しましょう。 

 多様な立場、能力に応じて、全員参加が達成できる社会の環境、組織、人のつな

がりを築いていくことが大事です。 

 

 

 

○関心のあること、興味のあることを通じて、様々な人とつながり、一緒に

活動してみましょう。 

直接福祉に関係のないことでも、様々な人と一緒に趣味を楽しむことや地域活動

に取り組むことが、福祉のまちづくりに繋がっていきます。また子どもの頃から

様々な人とつながりを持つことも大切です。 

○活動を通じて、様々な人の感じ方や考え方を自然と理解することができま

す。 

様々な人と一緒に活動することで、お互いを一人の人としてより深く知ること

になります。知ることで、社会には様々な人がいることを理解していきます。 

○一緒に活動することが、ユニバーサルな社会の実現につながります。 

様々な人と一緒に活動することで知ったそれぞれの価値観を尊重する社会を実

現します。 

  

ポリシー２ 一緒に活動する 

 

ポリシー１ みんな違ってあたりまえ 
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○身近なところで何ができるか考えてみましょう。 

最初は、大げさなことをやろうとしなくても構いません。既に行っていることの

中で、誰かのためにできることがないかをまずは考えてみましょう。 

○ちょっとした行動や工夫が、様々な人の暮らしやすさにつながります。 

様々な理由で困っている人を見かけたとき、声をかけたいと思う人は多くいます。

そのようなときは、躊躇せずに声をかけ、また困っている人から発信することも大

事です。コミュニケーションによって、様々な人の暮らしやすさへ一歩近づきます。 

○横浜に関わるすべての人が、少しずつやってみましょう。 

横浜に住む人、働く人、訪れる人などみんなが、背伸びすることなく、できるこ

とをやってみることから、福祉のまちづくりは始まります。 

 

 

○着実にバリアフリーを推進しましょう。 

今までもバリアフリーは進められてきましたが、誰もが安心して自由に生活でき

る「環境」を目指して、更なるバリアフリーを着実に進めていくことが重要です。 

○だれもが入手できるバリアフリーな情報が必要です。 

バリアフリーに関する情報やその設備の使い方など、情報を集約し、適切に提供

することが求められています。アクセシビリティ ※を意識し、情報を必要とする人

にきちんと届くようにしましょう。 

○様々な利用者の声を聞くことで、誰にとっても使いやすく便利な施設や

製品・サービスにつながります。 

バリアフリーの実現には、利用する人の声を聞く必要があります。決められた基

準を守るだけでは、利用者でなければわからない問題を見過ごしてしまいます。

様々な人の意見を聞いてみましょう。 

 

 

※アクセシビリティ 

「近づきやすさ」、「利用しやすさ」などの意味をもつ英単語です。情報技術分野では、身体

の状態によらず、情報などを様々な人が同じように利用できる状況のことを指します。

ポリシー３ まずはやってみる 

 

ポリシー４ もっともっとバリアフリー 
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ここでは、ポリシー（理念）に基づき、一人ひとりのアクション（行動）につなが

るヒントを掲載します。 

(１) 基礎知識 

〇障害の「社会モデル」 

障害の「社会モデル」とは、障害者が生活の中で受ける制限は、主に社会によっ

て作られたものであるという考え方です。例えば、車いす使用者が街で段差に直面

し、その先へ行くことができない場合、身体機能という個人の問題ではなく、エレ

ベーターやスロープがないといった状況を作り出している社会に原因があると考

えます。 

 この社会モデルの考え方に基づき、平成 28（2016）年４月に施行された「障害者

差別解消法 ※１」により、様々なサービスを提供する行政機関や事業者には「不当な

差別取扱いの禁止 ※２」、「合理的配慮の提供 ※３」が求められています。一人ひとり

が法律の趣旨を理解し、社会から差別や障壁をなくしていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 障害者差別解消法の詳細については、内閣府のホームページをご覧ください。 
   https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html 
※２ 国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対

して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。 
※３ 役所や事業者に対して、障害のある人から何らかの対応を必要としているとの意思が

伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること（事業者においては、対応
に努めること）を求めています。 

４ アクション（行動） 
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〇どんな人が社会を構成しているの？ 

まちには多様な人がおり、まちの環境によって困った状況に置かれることがあり

ます。怪我や病気によっても同様です。 

誰もが暮らしやすいまちを実現するためには、社会に多様な人がいることを理解

し、ソフトとハードの両面において「バリア＝障壁」を生み出さないことが大切で

す。 

困っている様子の人に気づけるアンテナを身につけましょう。気づいたら基本は

コミュニケーションです。自分の思い込みでなく、何に困っているのか、どのよう

にしたらいいのかを相手に聞いて行動しましょう。 

次ページ以降では、多様な人に関する特性をご紹介します。なお、ご紹介するそ

れぞれの特性はあくまで代表的な例であり、掲載内容以外の特性がある方も多くい

ます。 

 

 

 

・高齢者……………………………12 

・子育て中の人……………………12 

・外国人……………………………13 

・性的少数者 

（セクシュアル・マイノリティ）…13 

・車いす使用者……………………14 

・杖使用者…………………………14 

 

・認知症……………………………15 

・上肢障害…………………………15 

・内部障害…………………………15 

・視覚障害…………………………16 

・聴覚障害…………………………17 

・知的障害…………………………18 

・発達障害…………………………18 

・精神障害…………………………18
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◇ 高齢者 

加齢に伴い、足腰等が弱くなり、動作がゆっくりになったり、長距離の歩行や階

段の上り下りに困難が生じたりします。また、視力や聴力などの感覚機能の低下を

伴うこともあります。これらのことから、情報を的確に理解しにくくなり、危険の

回避等への即応や新しい機器類への順応が難しくなります。 

【アクション（行動）の具体例】 

 電車やバスなど、公共交通機関の中では席を譲る。 

 重そうな荷物を持っていたり、段差や傾斜などで困っていると感じた時は、

「お手伝いしましょうか？」と一声かけてから介助する。 

 広報物を作成する際は、見やすい大きな文字を使用する。 

 

◇ 子育て中の人 

子育て中の人が外出するときは、おんぶやだっこ又はベビーカーを押しながら大

きな荷物を持つ必要があるため、移動をする場合多くの困難を伴います。また、移

動の途中で授乳やおむつ替えが必要になることがあります。 

【アクション（行動）の具体例】 

 ベビーカー使用者がエレベーターを利用しやすいように、他の移動手段（階

段、エスカレーター）を利用する。 

 ベビーカーや荷物を抱えて、段差や傾斜で困っていると見られるときは、「お

手伝いしましょうか？」と一声かけてから手伝う。 

 みんなで子育てをする気持ちで見守りながら応援する。 
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◇ 外国人 

自身と異なる言語でのコミュニケーションや文化、生活習慣に慣れていない人も

います。また、会話はできても、日本語の文章を読むことが苦手な人もいます。  

【アクション（行動）の具体例】 

 相手の立場に立って考える意識を大切にし、違う文化や習慣を認めながら互い

に尊重する。 

 やさしい日本語や図記号（ピクトグラム）を使ったチラシ配布、ジェスチャー

を交えゆっくりした話し方に努め、必要な情報を簡潔に伝える。 

 

コラム やさしい日本語 

 「やさしい日本語」とは、外国人※にとってわかりやすいように簡単に書き換え・言

い換えをした日本語のことです。「やさしい日本語」を使うことにより、より多くの外

国人住民にお知らせすることができる、翻訳費用がかからない、災害時にも速やかな情

報発信ができるなどといったメリットがあります。 

 横浜市では、「やさしい日本語」で文章を作成するための基準として、『「やさしい

日本語」で伝える 分かりやすく 伝わりやすい日本語を目指して（第４版）』を発

行しています。「外国人向けに『やさしい日本語』で広報したいけど、どうすればい

いの？」といった場合にぜひご活用ください。 

※ここでいう外国人とは、日本語を母語にしない、日本語を学び始めた人のことをいい

ます。 

 

◇ 性的少数者（セクシュアル・マイノリティ） 

 性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）とは、様々な性のあり方の中で、少数

の立場のことをいいます。性的指向について少数であるレズビアン、ゲイ、バイセク

シュアル、性自認について少数であるトランスジェンダーの頭文字をとってＬＧＢ

Ｔといわれることもあります。また、ＬＧＢＴの４つの類型にあてはまらない人たち

もたくさんいます。 

性的指向…自分がどのような性別を好きになるかということ。 

性自認…自分がどのような性別かという自覚のこと。 

【アクション（行動）の具体例】 

 様々な性のあり方について理解し、身の回りの習慣や常識となっている考え方

について改めて確認してみる。 
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◇ 車いす使用者 

 車いすは歩行が困難になった場合に用いる代表的な移動用福祉用具であり、大き

く分けて手動車いすと電動車いすがあります。一般的に車いす使用者は、段差や坂

道、狭い通路等の移動が困難であるほか、手の届く範囲も限られてしまうため、ボタ

ンやスイッチを押す動作や、ドアを開閉する等の動作も困難な場合があります。 

【アクション（行動）の具体例】 

 車いす使用者が移動しやすいように、歩道や通路には、自転車やバイク、看板

等を放置しないようにする。 

 車いす使用者がエレベーターを利用しやすいように、他の移動手段（階段、エ

スカレーター）を利用する。 

 

コラム バリアフリー施設の利用マナー 

多目的トイレや車いす使用者用駐車スペース、エスカレーター、エレベーター、視覚

障害者誘導用ブロック（いわゆる「点字ブロック」）など、様々な人が生活しやすくな

るための施設がたくさんあります。 

しかし、利用者のマナーによっては本当に必要としている人が利用できなくなってし

まうこともあります。 

 例えば、エレベーターは車いす使用者やベビーカー使用者など、階段を使うのが難し

い人にとって欠かせない施設ですが、混雑していると乗ることができません。必要とし

ている人たちが利用したいときに利用できるよう、一緒に待っていたら順番を譲る、乗

っているときは降りてスペースを空けるなどの配慮が必要です。 

 その施設が何のためにあるのか、十分に理解し、マナーを守って利用することが大切

です。 

  

 

◇ 杖使用者 

 歩行する人の中には歩行が不安定な人や階段を上り下りすることが難しい人がい

ます。杖は、歩行が困難な人の歩行能力を改善するための福祉用具です。歩行時のバ

ランスの調整や歩行パターンの矯正、スピードや持続力の改善を目的としています。 

【アクション（行動）の具体例】 

 電車やバスなど、公共交通機関の中では席を譲る。（特に、手すりが近くにある

席は、杖使用者にとって立ち上がりの際の支えとなる。） 
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  ◇ 認知症 

 認知症とは色々な原因で脳の神経細胞が壊れてしまったり、働きが悪くなったた

めに様々な障害が起こり、生活する上で支障が出ている状態のことをいいます。 

誰もがかかる可能性があり、加齢とともに発生する割合が増加しますが、65 歳未満の

人が発症する若年性認知症もあります。若年性認知症は働き盛りに発症するため、仕

事や家事が十分にできなくなるなど勤務先や家族などへも影響が大きく、老年期の認

知症とは異なる問題が生じます。 

【アクション（行動）の具体例】 

 道に迷っているような高齢者がいたら、様子を見ながら声をかける。様子を見

て、本人が助けを必要としているときには近くの交番に連絡をする。 

 近所で認知症の方がいることがわかっている場合には、できる範囲で家族の見

守りを手助けする。 

 

◇ 上肢障害 

 上肢の痛みや変形、麻痺、握力の低下等から、つまんだり握ったりといった手指の

細かい操作や、腕を伸ばす動作が困難になる場合があります。 

【アクション（行動）の具体例】 

 扉の開閉や水道の蛇口の操作等、力を入れる動作が苦手なため、困っている様子

のときは一声かけてからサポートする。 

 

◇ 内部障害 

 疾病などによって、心臓や腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸等の機能に

障害があり、日常生活での活動が制限されている状態です。内部障害者の多くは、

外見が健常者と変わりなく見えるため、困っていることがわかりにくいのが特徴で

す。 

内部障害者の利用している機器や治療法の代表的な例としては、心臓ペースメー

カー装着、人工透析導入、人工肛門・ぼうこう造設、人工呼吸器装着などがありま

す。 

【アクション（行動）の具体例】 

 公共交通機関などでヘルプマークを付けている人が困っている場面を見かけた

ら、外見で判断をせずに声をかけてみる。 

 内部障害のある方がいるということを理解し、温かく見守る。 
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コラム 多目的トイレの機能分散 

バリアフリーの取組として、多目的トイレの設置が進んできました。多目的トイレに

は広い空間や手すり、オストメイト対応設備、乳幼児用設備など様々な機能がありま

す。障害者や高齢者、子ども連れなど多くの人にとって便利な一方、利用が集中し、広

い空間が必要な車いす使用者が使いにくくなっているという意見も寄せられています。 

そこで、利用を分散させるためには、多目的トイレのみにあった機能を、その他のト

イレにも設置することも有効です。 

また、異性介助による利用の場合など、男女共用のトイレに関するニーズが高まって

おり、施設の利用者のニーズに合わせて整備することが求められています。 

◇ 視覚障害 

 視覚障害というと、目が全く見えない（全盲）と思われがちですが、残存視力の

ある方（弱視）も多くいます。視覚障害に対応するまちづくりを考えるときは、全

盲の方に対応するばかりではなく、弱視などの方にも十分配慮する必要がありま

す。白い杖（白
は く

杖
じょう

）は、前方の状況などを確認するために使うとともに、周囲の人

に見えないことを知らせるためにも使います。 

【アクション（行動）の具体例】 

 立ち止まったり、何かを探している時には、「何かお手伝いしましょうか？」

と一声かける。 

 情報を伝える際には、見た情報を言葉に置き換えて伝えるようにする。例え

ば、「あちら」や「こちら」等の指示語を使わず、右、左、〇ｍ先などできる

だけ具体的な説明をする。 

 ホームページでの情報発信の際には、パソコンなどで音声読み上げ機能を使

えるように資料のテキストデータを提供する。 

 

コラム 読書バリアフリー法 

 読書バリアフリー法は、視覚障害、発達障害、肢体不自由などの障害により、読書を

行うことが困難な方の読書環境を整備することを目的として制定されました。障害の有

無にかかわらず、誰もが読書を楽しむことができる社会の実現を目指しています。 

 横浜市の図書館では、視覚に障害のある方向けに、音訳者が対面で図書及び雑誌を読

み上げる対面朗読サービスを提供しているほか、録音図書再生機の整備、拡大読書器の

設置にも取り組んでいます。 

 このほかにも中央図書館で、音訳者の技術向上や録音図書の政策を進めるなど、誰で

も読書に親しめる環境づくりを推進しています。 
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コラム 音声読み上げソフトによる情報提供 

 現代社会において、様々な情報を得るためには、インターネットの活用は欠かせない

ものとなる一方で、高齢者の方や障害者の方は、様々な理由により必要な情報を得るこ

とができないという問題が起こっています。 

特に視覚障害者の方は、音声読み上げソフトを使ってウェブページを読むことによっ

て情報を取得しますが、音声読み上げソフトに対応していないホームページやアプリ、

データからは、必要な情報を得ることができません。 

 このようなときは、テキストデータを併せてアップロードするなど、音声読み上げソ

フトで情報を入手する人がいることも理解して作成すると、より多くの人たちに情報を

届けることができます。 

 この一例のように、誰もがインターネットから提供される情報や機能を支障なく利用

できることをウェブアクセシビリティといいます。 

 自分たちの情報をより多くの人に届けられるようウェブアクセシビリティを確保する

必要があります。 

 

◇ 聴覚障害 

 耳が聞こえない、又は聞こえにくい障害です。外見からは身体のどこに障害があ

るのか分かりにくいため、接し方や援助方法の理解が難しい場合があります。音声

言語によるコミュニケーションが難しいため、情報の送受に支障をきたし、情報が

不足しがちです。特に緊急時の情報不足は大きな問題です。 

 聴力損失の程度や失聴の時期、教育環境等の違いによって、手話や筆談などコミ

ュニケーション手段が異なります。 

【アクション（行動）の具体例】 

 すべての聴覚障害のある人が、手話を理解しているわけではなく、筆談やスマ

ートフォンのアプリなど様々なコミュニケーション手段があるため、それらを

柔軟に活用する。 

 筆談の際には、単語を中心に、分かりやすい簡潔な文章になるよう心がける。 
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◇ 知的障害 

先天性または出生時等に、脳に何らかの障害を受けたために知的な発達が

遅れ、他者とのコミュニケーション等の社会生活に困難が生じる障害です。支

援を必要としていても、社会で活躍されている方もいます。また、支援を必要

としない方も大勢います。 

◇ 発達障害 

自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害（ＰＤＤ）、

学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動症（ＡＤＨＤ等）、脳機能の障害であって、

通常は低年齢において症状が発現する障害です。大人の方でも同様の障害が

ある方がいます。また、発達障害は重複することが特に多いという特徴があ

ります。 

◇ 精神障害 

統合失調症、気分障害（うつ病など）、てんかん等の様々な精神疾患により、

日常生活や社会生活のしにくさを抱える障害です。適切な治療・服薬と周囲の

配慮があれば症状をコントロールできるため、大半の方は地域社会の中で生

活しています。 

【アクション（行動）の具体例】 

 話しかけるときは、笑顔でゆっくりやさしい口調で声を掛ける。 

 話を聞くときは、リラックスした雰囲気をつくり、相手の様子に合わせ

る。 

 必要に応じて、質問により相手の気持ちを確認する。「はい」か「いい

え」で答えられるように質問する。 

 説明をするときは、ゆっくり、はっきり、短く、具体的に話し、内容を

理解しているか確認する。 
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ほじょ犬マーク 

 

 
「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」と
いった身体障害者補助犬と一緒に
利用できる施設等の入り口に貼る
マークです。 
【お問合せ先】 
確認中 
電話：確認中 
F A X：確認中 
U R L：確認中 

 

○知っていますか？マークの意味 

各団体等が作成・所管する高齢者、障害者、妊産婦の方、子育て中の方に関する代表的な

マークを紹介します（順不同）。なお、各マークに関するお問合せは、それぞれの所管先へ 

お願いします。 

 

障害者のための国際シンボルマーク 

 

 
障害のある方々が利用できる建築
物や施設であることを示す、世界共
通のシンボルマークです。 
【お問合せ先】 
公益財団法人 
日本障害者リハビリ 
テーション協会 
電話：03-5273-0601 
F A X：03-5273-1523 

盲人のための国際シンボルマーク 

 

 
世界盲人連合（ＷＢＵ）で昭和 59 
（1984）年に制定された世界共通
の国際シンボルマークです。 
【お問合せ先】 
社会福祉法人 
日本盲人福祉委員会 
電話：03-5291-7885 
F A X：03-5291-7886 

耳マーク 

 

聞こえが不自由なことを表すとと
もに、聞こえない人・聞こえにく
い人への配慮を表すマークです。 
【お問合せ先】 
一般社団法人 
全日本難聴者・ 
中途失聴者団体連合会 
電話：03-3225-5600 
F A X：03-3354-0046 

手話マーク 

 

 

ろう者等から提示する場合は「手
話で対応をお願いします」、窓口等
で掲示する場合は 
「手話で対応します」という意味
を伝えるマークです。 
【お問合せ先】 
一般財団法人 
全日本ろうあ連盟 
電話：03-3268-8847 
F A X：03-3267-3445 

筆談マーク 

 

 

筆談を必要としている人が提示す
る場合は「筆談で対応をお願いし
ます」、窓口等で掲示する場合は
「筆談で対応します」という意味
を伝えるマークです。 

【お問合せ先】 
一般財団法人 
全日本ろうあ連盟 
電話：03-3268-8847 
F A X：03-3267-3445 
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オストメイトマーク 

 

 
オストメイト(人工肛門・人工膀
胱を使用している方)が利用でき
る設備があること及びオストメイ
トがあることを示すマークです。 
【お問合せ先】 
公益社団法人 
日本オストミー協会 
電話：03-5670-7681 
F A X：03-5670-7682 

身体障害者標識 

 
肢体不自由であることを理由に免
許に条件を付されている方が運転
する車に表示するマークです。 
【お問合せ先】 
確認中 
電話：確認中 
F A X：確認中 
U R L：確認中 

聴覚障害者標識 

 

聴覚障害であることを理由に免許
に条件を付されている方が運転す
る車に表示するマークです。 
【お問合せ先】 
確認中 
電話：確認中 
F A X：確認中 
U R L：確認中 
 

高齢者運転標識 

 

加齢に伴って生ずる身体機能の低

下が自動車の運転に影響を及ぼす

おそれがある 70 歳以上の方が運

転する車に表示されているマーク

です。 
【お問合せ先】 
確認中 
電話：確認中 
F A X：確認中 
U R L：確認中 
 

マタニティマーク 

 

妊婦さんが交通機関等を利用する
際に身につけ、周囲に妊婦である
ことを示しやすくするマークです。 
【お問合せ先】 
確認中 

電話：確認中 

F A X：確認中 

ベビーカーマーク 

 

ベビーカー使用者が安心して利用
できる場所や設備（エレベータ
ー、鉄道やバスの車両スペース
等）を表すマークです。 
【お問合せ先】 
確認中 
電話：確認中 
F A X：確認中 
U R L：確認中 
 

ヘルプマーク 

 

 

内部障害や妊娠初期の方など、周

囲の方に配慮を必要としているこ

とを知らせ、援助が得やすくなる

ことを目的としたマークです。 
【お問合せ先】 

横浜市役所 

健康福祉局障害福祉保健部 

障害施策推進課 

電話：045-671-4133 

F A X：045-671-3566 

 

ハート・プラスマーク 

 

 
内部障害（心臓、腎臓、呼吸器機
能、膀胱･直腸、小腸、免疫機能）
があることを示すマークです。 
【お問合せ先】 
特定非営利活動法人
ハート・プラスの会 
電話：080-4824-9928 
メール：info@heartplus.org 



 

21 

(２) 事例紹介 

 

 

「ピンチをチャンスに！減災共助の会」（愛称：ピンチャン）は、瀬谷区で活動する子育てや高齢

者の支援団体と障害児親の会「ほっぺ」が防災訓練などを通してつながり、平成 25（2013）年１月

に発足しました。 

年々、自然災害の危険性が高まっており、特に大きな被害を受けやすい高齢者、障害者、妊婦・乳

幼児や外国人にとって、避難所での共同生活など、災害時の対応が課題となっています。こうした状

況の中、性別や年齢、国籍や障害の有無に関わらず、地域において日頃から助け合える関係を目指し

て活動しています。 

ピンチャンでは、「お互いさま！」を合言葉に、避難所で一人ひとりが運営に協力できることを、

避難所開設訓練や生活資機材組立て体験などを通じて考え、お互いに協力しながら学んでいます。

また、災害時における高齢者、聴覚障害、発達障害、精神障害、妊婦・乳幼児や外国人への支援・配

慮のポイントについて、地域住民等が理解を深めることを目的とした講座を毎年開催しています。 

 

〇ここがポイント 

・高齢者、子育て、障害者とその支援者、外国人団体などと地域住

民、事業者、行政がそれぞれ協力して活動しています。 

・災害時に被害を受けやすい高齢者や障害者などが、講座で講師を

務めるなど、減災活動の担い手として活動し、地域と関わりをもっ

ています。 

 

地域の子育て支援を行っている認定特定非営利活動法人びーのびーのでは、企業等で働く子育

て未経験の若手社員や、人事・経営部門の社員を対象に、子育てと仕事の両立を疑似体験できる

「家族シミュレーション」を実施しています。当初は家庭の子育てを支援するため、学生ボラン

ティアを派遣する事業を行っていましたが、共働き世帯が増加し、子育てと仕事の両立に関する

相談を受ける機会が増えたことから、家庭への直接支援だけでなく、周囲の理解促進の必要性を

感じ生まれた事業です。企業研修等で活用されています。 

参加者は、オリエンテーションで子どもとの関わり方を保育士から学びます。その後、参加者

を受け入れる家庭の日常と同様の体験をするため、実際に短時間勤務を行い、保育園へのお迎え、

一緒にご飯を食べるなど子どもの世話をします。体験を通じて、子育て中の家庭の状況を身近に

捉えることができるようになります。従来の体験型研修とともに、オンライン研修でも実施でき

ます。  

 
〇ここがポイント 

・子育てと仕事を両立している家庭の状況を実際に体験することで、   

職場や身近な生活の中で必要なサポートを学ぶことができます。 

・職場での協力的な雰囲気づくりや、企業等の「両立支援制度」の

充実のきっかけとなり、誰もが働きやすい環境の実現につながり

ます。 

減災活動をきっかけに「だれもが住みやすい緩やかな関係づくり」 
「ピンチをチャンスに！減災共助の会」 

子育てを「ちょこっと」体験し、仕事との両立のヒントを見つける 
「家族シミュレーション」 

 

令和２（2020）年 10月には、子どもや
子どもの産み育てに配慮した優れた製
品・サービス等を顕彰する「第 14回キ

ッズデザイン賞」を受賞しました。 
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コラム Ｗｅｂ会議ツールを活用したテレ・ワークショップの開催 

今回の推進指針策定にあたっては、福祉のまちづくりの現状把握を目的としたワーク

ショップを開催予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、集合形式での開

催が困難になりました。そこで、感染リスクを抑えて実施するため、Ｗｅｂ会議ツール

を使用した「テレ・ワークショップ」を行うことになりました（詳細は 40ページ以降

参照）。 

Ｗｅｂを通じた聴覚障害者向けの手話通訳の 

方法など、当事者や関係者の方にアドバイス 

をいただきながら試行錯誤を重ねました。 

その結果、障害当事者の方や福祉のまちづ

くりに関連する取組に携わっている方などが

Ｗｅｂ上で一堂に会し、福祉のまちづくりに

関する課題や今後の方向性について、活発な

議論を交わすことができました。 

特定非営利活動法人横濱ジェントルタウン倶楽部が作成した「触る地図」は、カラー印刷の地図の

上に透明な樹脂を使用した特殊な立体印刷をするなど、地図上の道路や通路を凸型に浮き出させた

り、目印となる場所に点字をつけたりした地図です。視覚障害者は手で触って、晴眼者は目で見て、

同じ地図から情報を得ることができます。 

「触る地図」作成のきっかけは、同団体の主要メンバーである視覚障害者の「見えない人にも分か

る地図がほしい」という意見で、「共用マップ」をコンセプトに作成されました。 

 また、触る地図を使った「触る地図でまち歩き」や「バリアフリーマップ博覧会＆フォーラム」な

どのイベントも開催されました。 

 

〇ここがポイント 

・障害の有無を問わず、一緒にこの地図を見ながらコミュニ

ケーションをとることができます。 

・バリアフリー情報と観光情報が一緒に載っており、誰もが

使いやすい地図になっています。 

 

 

  

同じ地図を使って、みんなで情報を共有する 
「触る地図」 
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みなとみらいに位置するヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、平成３（1991）

年に開業し、ヨットの帆を模した外観は横浜のシンボルになっています。 

 バリアフリールームは従来から３室あり、シャワーチェアの貸出もしていましたが、令和元（2019）

年には、新たにトイレ用手すりなどの貸出備品を導入したほか、いわゆる一般客室において小規模

な改修を行い、より多くの人が利用しやすい環境を整えました。 

〇ここがポイント 

・ホテルとしての営業に支障がないよう、近接 

する客室への工事の影響は、最小限に抑える 

必要がありました。 

・工期や費用面から、大規模な改修を行うのは 

難しく、少額かつ短期で対応できる範囲で 

実施しました。 

・横浜市と観光庁の補助制度を活用しています。 

 

 

横浜型地域貢献企業である株式会社大川印刷では、ＮＰＯと事業者の協働により、病院や薬局

で役立つおくすり手帳の多言語版を作成しています。やさしい日本語も含めて８言語を用意し、

日本語でのコミュニケーションが難しい時でも、自身の健康状態を伝えることができます。 

工夫されている点は、デザイン色の使い方などです。またピクトグラムやチェックシートを効

果的に用いることで、目で見てわかりやすいものとなっています。 

このおくすり手帳によって、持っている人だけでなく、薬局や病院の人にとっても便利になり

ます。 

 

〇ここがポイント 

・インターンシップ生の高齢者向けおくすり手帳作成の発案から

始まり、翻訳や広報を３者の協働によって解決しています。 

・外部の人とともに活動することで、新たな経験をすることがで

きます。また横のつながりを広げることができます。 

・メディアユニバーサルデザインの考え方を加えることで、色覚

障害の方も必要な情報を得やすくなっています。 

 

インターンシップ生のアイディアが出発点 

「多言語版おくすり手帳」 

（車いすでの利用に配慮したドアスコープ） 

カメラを通じて見えるようになっており、低い 

視点から見える高さに画面が設置されています。 

 

＋αのバリアフリー化 
「ユニバーサルな利用に配慮したホテル」 
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横浜市旭区にあるフォレストアドベンチャー・よこはまでは、誰もが森の中を楽しめる「ユニバー

サルパス」を設置しています。全長 111ｍの無料で入れる遊歩道で、車いす使用者も安全に通ること

ができる道です。途中には木と木の間を渡るつり橋もあり、樹上にいる気分を味わうことができま

す。気軽にフォレストアドベンチャーらしい体験ができるよう設置されました。 

また、金沢区にある海の公園では水陸両用車いすを貸し出しています。タイヤが中に空気が入った

バルーン状になっていて砂浜を走ったり、波打ち際で海に入ったりできる車いすで、砂浜散歩や潮

干狩り、海水浴を楽しむことができます。車いすに乗ったまま潮干狩りをすることができるよう、持

ち手が長い熊手も一緒に貸し出しています。 

 

〇ここがポイント 

・誰もが一緒に同じ場所でアクティビ

ティを楽しむことができます。 

・公園整備のノウハウを活用したり、設

備を導入したり、従来の業務の一環

としてバリアフリーを実現していま

す。 

 

 横浜能楽堂（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）では、年に１回「バリアフリー能」を開

催し、日本の古典芸能である能・狂言を誰もが一緒に楽しめる環境づくりを目指しています。 

 視覚障害者の方には、副音声や、点字の解説文、能舞台触図、点字入りチケットをご用意してい

ます。また開演前に触ることのできる能面、能舞台模型を展示しています。 

聴覚障害者の方には、台本、解説に手話通訳、解説の事前送付、解説・上演時には、字幕配信を

実施しています。 

 

〇ここがポイント 

・各障害者団体へのヒアリングや公演後に開催している意

見交換会での意見を反映させて、作り上げてきました。  

より多くの方へ能・狂言を届けたい 
「バリアフリー能」 

撮影：神田 佳明 

設備を工夫して誰もが楽しめるアクティビティに 
「ユニバーサルパス」、「水陸両用車いす」 

ユニバーサルパス 

 

水陸両用車いす 
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エスカレーターでの歩行は、他の利用者や荷物との接触によって、思わぬ事故を引き起こす恐れ

があり、大変危険です。また、身体の片側に麻痺がある方や子供連れの方などから、不安の声をいた

だいています。 

 令和元（2019）年度から九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川

県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市）でエスカレータ

ーでの事故防止に向けて取り組むこととし、エスカレーターでは立ち止

まることなどを呼びかけています。 

 また、平成 22（2010）年頃から、鉄道事業者等が中心となってエスカ

レーターの安全利用についてキャンペーンを行ってきました。現在は、

鉄道事業者や商業施設、自治体がこのキャンペーンに参加しています。 

 

〇ここがポイント 

・施設を整備するだけでなく、整備したあとの利用マナーの啓発が進め

られています。  

・事業者や行政など、複数の主体が一体となって継続的に取り組んでい

ます。 

施設の利用マナーについて発信する 
「エスカレーターの安全利用」 

コラム 心のバリアフリーノート 

心のバリアフリーノートは、様々な心身の特性や考え方を持つ人々が、相互に理解を

深めようとコミュニケーションをとり、学び合い、支え合い、育ち合う関係を形成して

いくことを目的に、小学校、中学校、高等学校での教育活動に活用できるよう文部科学

省が作成した学習資料です。 

このノートは、推進指針のポリシーとも合致する部分が多く、小学生や中学生・高校

生向けではあるものの、大人でも新たな気づきや理解を得ることができます。 

あわせて心のバリアフリーノート【指導者用】

も読むことにより、教材としての狙いについて理

解を深めることができます。 

心のバリアフリーノートは、文部科学省のホー

ムページからダウンロードすることができます。 

 

文部科学省 心のバリアフリーノート で検索 

出展：文部科学省初等中等教育局教育課程課 
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 横浜市では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリアフリー法）」

に基づき、基本構想制度を活用し、市民の皆様がよく利用する施設が集まった地区において、重点的

かつ一体的にまちのバリアフリー化を進めています。 

保土ケ谷区常盤台地区連合町内会、常盤台地域ケアプラザや横浜国立大学で構成される「常盤台

ワークショップ」による、地域のバリアフリーについての検討内容をもとに、基本構想の住民提案制

度を活用し、平成 31（2019）年２月に保土ケ谷区常盤台地区連合町内会より作成提案書が提出され、

基本構想の作成に着手することになりました。 

 

〇ここがポイント 

・地域住民、大学、事業者、行政関係者などが連携し、

まちあるき点検やワークショップ等を通じて、バリア

フリーに関する課題や解決策を話し合うことにより、

当事者参加型のまちづくりが実践されています。 

 

 

 

 

横浜市で初めての住民提案による作成 
「羽沢横浜国大駅周辺地区バリアフリー基本構想」 
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 (１) 福祉のまちづくりのあゆみ 

ア 国際的な動向 

国連では、1981年を「国際障害者年」と定めました。「完全参加と平等」をテーマに障

害者の社会的適合の援助、雇用機会の創出、公共建築物や交通機関の使いやすさ等を主な

内容とし、各国に取組を求めました。翌年には取組を継続する必要から、1983年から 1992

年を「国連障害者の十年」と定め、「障害者に関する世界行動計画」が策定されました。

2006年には、国連総会において「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」が採択

され、2008年に発効しました。この条約は国際人権法に基づき、「障害は個人ではなく社

会にある」という点や、障害当事者の視点などを重視して作られています。 

一方、世界保健機関（ＷＨＯ）では、1972 年から国際障害分類の制定作業を開始し、

1980 年に「機能障害・能力障害・社会的不利の国際分類（国際障害分類：ＩＣＩＤＨ）」

を策定しました。2001年のＷＨＯ総会では、「障害というマイナスだけでなく、障害者が

もつプラス面にこそ注目しよう」との考え方で、「生活機能・障害・健康の国際分類（国

際生活機能分類：ＩＣＦ）」として改定されました。 

そして、アメリカでは、1990年に「障害を持つアメリカ人法（ＡＤＡ）」が制定されま

した。障害による差別を禁止する適用範囲の広い法律で、立案・制定過程に障害者等の当

事者が関わった点が重要とされています。民間企業の雇用における差別禁止等、主に４つ

の柱で構成されています。 

 

イ 全国における福祉のまちづくり 

福祉のまちづくりは、1970 年代から「心身障害者対策基本法（現行：障害者基本法）」

や日本万国博覧会などを契機に、公的施設・バス等における障害者への配慮やバリアフリ

ー化の取組として、仙台市、町田市、川崎市、神戸市などでスタートしました。1981 年

の「国際障害者年」を契機に、バリアフリーの整備を求める福祉環境整備要綱が各都市に

おいて制定されるなど、全国的な広がりをみせました。 

1990 年代に入ると、次々と公共施設、鉄道・バス等で環境整備が拡大されました。そ

の背景には、「障害者基本法」の改正（1993年）と「ハートビル法」の制定（1994年）が

大きく影響しています。同時に、この時期は「高齢社会対策基本法」（1995年）、「高齢社

会対策大綱」（1996年）、「介護保険法」（1997年）等からも分かるように、高齢化社会の

進展への対応という側面も付加されました。 

2000 年代から 2010 年代は、「交通バリアフリー法」（2000 年）、「ハートビル法」改正

（2002 年。対象建物の拡大、市町村等条例への委任など）から始まり、本格的な少子高

齢社会の到来に対応するため、「障害者自立支援法」（2004年）と「バリアフリー法」（2006

年。交通バリアフリー法とハートビル法の統合）が施行され、取り巻く環境は拡充されま

した。2008 年の「障害者権利条約」の発効に伴い、国内では「障害者基本法」の改正や

「障害者差別解消法」が成立するなど、様々な法制度等の整備が行われました。 

５ 参考資料 
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ウ 横浜市における福祉のまちづくり 

地域社会で福祉の芽を育てるための環境づくりとして、市民相互の支え合いの大切さ

を学び合う「福祉の風土づくり運動」を 1974年から開始しました。並行して、福祉の視

点で建築物等のハードを整備するため、「福祉の都市環境づくり推進指針」（1977 年）を

定め「福祉の風土づくり推進事業」としてソフトとハードを一体的に取り組みました。 

ソフトとハードをより総合的、一体的に進めることをめざし、市民、事業者、学識経験

者等で構成された福祉のまちづくり検討委員会の提言を受けて、「横浜市福祉のまちづく

り条例」（1997年）を制定しました。 

バリアフリーの整備基準は、「福祉のまちづくり条例」と「建築物バリアフリー条例」

（2004 年）の２つで規定されていましたが、より一体的にバリアフリー化をはかり、市

民・事業者にとって分かりやすくすることを目的に、「改正福祉のまちづくり条例」（2012

年）として一本化しました。福祉のまちづくりの基本理念の明文化、市民・事業者の意見

反映の明確化などが図られました。 

 

エ 横浜市福祉のまちづくり推進指針 

1997年に制定された条例に基づき取組を着実に進めるため、1999年には市民・事業者・

市の行動計画として、「福祉のまちづくり推進指針」を策定しました。2010年までの「長

期目標」として「ソフトとハードが一体となった福祉のまちづくりが進み、だれもがヨコ

ハマのよさを感じながら暮らすことのできるまち」を掲げ、短期目標（2001 年まで「考

えよう」、2006年まで「知ろう」、2010年まで「行動しよう」）を設定しました。 

４次の推進指針（平成 23年度～27年度）からは、策定期間を５年間としています。「長

期目標」は「基本となる方向性」へと位置づけを改め、その内容は「ソフトとハードが一

体となった福祉のまちづくりをみんなで進め、ヨコハマのよさを感じながら、そのよさを

次世代につなげることのできるまち」とし、基本理念を引き継いでいます。市民・事業者・

市の協働による取組として、①思いやり 助け合える まちづくり、②伝わる つながる 

まちづくり、③進める 活かせる まちづくりの３つを掲げたのが特徴です。 

５次の推進指針（平成 28年度～32年度）では、４次の推進指針の「基本となる方向性」

を継承し、取組の柱として①啓発・教育の推進、②仕組みと地域のつながり、③新しい担

い手との協働、④多様な施設のバリアフリーの４つを掲げました。 

  

  



 

29 

(２) 横浜市福祉のまちづくり推進指針（令和３年度～７年度）策定の流れ 

 推進指針は、横浜市福祉のまちづくり推進会議（以下「推進会議」という。）の

下部組織である横浜市福祉のまちづくり推進会議小委員会（以下「小委員会」とい

う。）で内容を検討し、策定しました。 

 策定にあたっては、市民・事業者・関係団体等の皆様のご意見を伺い、推進指針

に反映しています。 

 

年 月 推進会議 小委員会 市民意識調査 その他 

２ 

１ 
 第 57回 

（現行）推進指針の振返りについて①  

  

２ 

  

 

関係団体ヒアリング 

グループヒアリング 

街頭インタビュー 

 

３ 
 第 58回 

（現行）推進指針の振返りについて②  
グループヒアリング 

 

５ 
  

 
市民アンケート 

テレ・ワークショップ

（第１回～第３回） 

 

６ 
 第 59回 

（次期）骨子（案）について 

 

８ 

 第 60回 

（次期）素案（案）について 

  

第 45回 

（次期）素案の承認 

   

９ 
  テレ・ワークショップ 

（第４回） 

市民意見募集 

10 
 第 61回 

（次期）原案（案）について① 

  

11 
 第 62回 

（次期）原案（案）について② 

  

12 
第 46回 

（次期）原案の承認 

  市民意見募集

結果公表 

 

 

令和３（2021）年３月  

横浜市福祉のまちづくり推進指針（令和３年度～７年度）公表 
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(３) 横浜市福祉のまちづくり推進会議 委員名簿（第 12 期） 
任期：令和元（2019）年７月 15日～令和３（2021）年７月 14日（２年間） 

（五十音順 敬称略） 

氏 名 役 職 
小委員

会 

委員 
備考 

赤羽 重樹 一般社団法人 横浜市医師会 常任理事   

東 耕太郎 
東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社 総務部企画部長 

 ～令和２年８月 

山本 秀裕  令和２年 8月～ 

井汲 悦子 特定非営利活動法人 横浜市精神障害者家族連合会 副理事長   

田邊 裕子 

 
 

横浜市社会福祉協議会 地域活動部長 
 ～令和２年８月 

池田 誠司  令和２年８月～ 

石川 貴一 市民公募 ○  

井上 良貞 
一般社団法人 横浜市聴覚障害者協会 理事長 

（公益財団法人 横浜市身体障害者団体連合会） 
  

滝口 正始 

神奈川県警察本部 交通部 交通総務課長 

 ～令和２年８月 

大竹 孝行  ～令和２年 12 月 

北村 満  令和２年 12 月～ 

大原 一興 横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 教授 ○  

小堤 健司 一般社団法人 神奈川県バス協会 常務理事   

金子 修司 横浜商工会議所 議員   

小泉 暁美 
特定非営利活動法人 横浜市視覚障害者福祉協会 

（公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会） 
○  

清水 龍男 横浜市心身障害児者を守る会連盟 代表幹事   

下村 旭 一般社団法人 神奈川県建築士会   

白石 幸男 
横浜市脳性マヒ者協会 会長 

（公益財団法人 横浜市身体障害者団体連合会） 
  

鈴木 やよい 特定非営利活動法人 横浜市民アクト 理事   

中村 美安子 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科 教授 ○  

畑中 祐美子 
一般社団法人 ラシク０４５ 

認定特定非営利活動法人 びーのびーの 
○  

松澤 秀夫 
公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会 副理事長 

 ～令和２年 12 月 

阿部 紀慶  令和２年 12月～ 

八木 佐知子 一般社団法人 横浜市建築士事務所協会 理事   

山中 直人 国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 副所長   

山根 則子 
横浜市オストミー協会 副会長 

（公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会） 
  

和久井 真糸 市民公募 ○  

渡辺 正行 京浜急行電鉄株式会社 鉄道本部鉄道統括部 事業統括課長   
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(４) 横浜市福祉のまちづくり推進会議小委員会 委員名簿 

小委員会は、条例第７条第３項に基づき設置され、福祉のまちづくりを地域に普及

するとともに、市民意見を反映することを目的としています。推進指針の策定にあた

り、以下の委員の皆様にご協力いただきました。 
任期：令和２（2020）年１月 27日～令和３（2021）年３月 31日 

 （五十音順、敬称略） 

氏 名 役 職 
推進会議 

委員 備考 

石川 貴一 市民公募 ○  

大原 一興 横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 教授 ○  

岡村 道夫 

特定非営利活動法人 横濱ジェントルタウン倶楽部 

副理事長 

認定特定非営利活動法人 横浜移動サービス協議会 理事長 

 ～令和２年４月 

服部 一弘 
特定非営利活動法人 アニミ 理事長 

認定特定非営利活動法人 横浜移動サービス協議会 理事長 
 令和２年６月～ 

小泉 暁美 
特定非営利活動法人 横浜市視覚障害者福祉協会 

（公益社団法人 横浜市身体障害者団体連合会） 
○  

中村 美安子 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科 教授 ○  

畑中 祐美子 
一般社団法人 ラシク０４５ 

認定特定非営利活動法人 びーのびーの 
○  

八木澤 恵奈 瀬谷区発達障害理解啓発グループ ant mama   

和久井 真糸 市民公募 ○  
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(５) 市民意識調査の結果 

ア 関係団体ヒアリング 

○実施概要 

（ｱ）実施時期 

  令和２（2020）年２月 12日～25日 

 

（ｲ）内容 

  ・これまでの福祉のまちづくりについて（良かったこと、悪かったこと等） 

  ・これからの福祉のまちづくりについて（今後推進すべきこと等） 

  ・各団体で実施されている福祉のまちづくり関連の取組について 

 

（ｳ）対象団体 

属性 団体名 

子育て よこはま一万人子育てフォーラム 

（現：一般社団法人 ラシク０４５） 

知的・発達障害 横浜市心身障害児者を守る会連盟 

身体障害 横浜市身体障害者団体連合会 

精神障害 横浜市精神障害者家族連合会 

高齢者 横浜市老人クラブ連合会（情報提供のみ） 

 

○主なご意見 

・ハードとソフトの考え方が分断されているように見えるが、切り離して考えることは不

可能である。 

・高齢者や障害者に対する理解の乏しさにより、一般トイレを利用できる人が多目的トイ

レを利用したり、歩きスマホやエスカレーターでの歩行などにつながっている。 

・障害者の手助けをしたいと思っている健常者はたくさんいるので、双方から声掛けがで

きればよい。 

・学校での福祉教育は、不自由さを伝えるのではなく、ともに暮らす人として理解を深め

るものでなければならない。 

・子育て、高齢者、障害者の問題の根本は同じである。分野をつなげて考える必要がある。 

・施設整備や情報保障などのバリアフリーは、利用者の声を聞きながら進める必要があ

る。 
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イ グループヒアリング 

○実施概要 

 （ｱ）実施時期 

   令和２（2020）年２月 20日～３月 23日 

 

 （ｲ）内容 

   ・日常生活の中で感じていることや地域や社会に対して求めることについて 

   ・地域や社会での相互理解を進める上で必要なことについて 

 

 （ｳ）対象団体 

属性 団体名 

発達・知的障害 瀬谷区発達障害理解啓発グループ ａｎｔ ｍａｍａ 

知的障害 社会福祉法人 開く会（共働舎） 

在住外国人 特定非営利活動法人 かながわ外国人すまいサポートセンター 

性的少数者 認定特定非営利活動法人 ＳＨＩＰ 

精神障害 社会福祉法人 恵友会 

 

○主なご意見 

 ・制度やサービスが整ってきた反面、学校や地域の場での住み分けが進み、自然に障害に

ついて理解を深めることが少なくなり、障害者自身も地域の中で障害の有無関係なく成

長していく機会が失われつつある。 

 ・優しさや思いやりではなく、実際に障害者とどう接すればいいかを知ることが大切であ

る。 

 ・思いついたことをやっていくと色々なことにつながる。様々な障害とそのサポートにつ

いて知っておくことは、自分が中途障害になったときにも良いことだと思う。 

 ・異なる文化から生まれる発想を共有していく社会であればいいと思う。 

 ・就職や転職の際に会社からの差別や無理解がある。 

 ・精神障害者の事件が何件か起きると途端に信用が落ち、偏見を払拭するには時間をか

けて町内会との信頼関係を築きなおさなければならない。 
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ウ 街頭インタビュー 

○実施概要 

 不特定多数の人を対象に、福祉のまちづくりに関する意見を聞くことを狙いとして街頭

インタビューを行いました。 

・場所：戸塚駅西口、鶴見駅西口、桜木町駅東口駅前広場 

・実施時期：令和２（2020）年２月 15日、20日、21日、22日 

（２月中の平日及び土曜日、いずれも 13時～17時） 

・回答者数：各駅２回ずつ、合計６回で 135人 

質問項目 

１ 視覚障害者誘導用ブロックを知っていますか？ 

２ エスカレーターの使い方について 急いでいる時に、エスカレーターの片側

を歩きますか？ 

３ ヘルプマークを知っていますか？ 

４ 満員のエレベーターに乗っていてドアが開いた時、乗りたい車いすの人がい

た場合、どうしますか？ 

５ 多目的トイレを利用したことがありますか？ 

６ 電車やバスで優先席に誰も座っていない場合、どうしますか？  

７ まちなかで、（例えば車いすやベビーカー、視覚障害者を）迷惑だと思ったこ

とがありますか？ 

８ 障害者（身体／精神）と接する機会が、これまでにありましたか？ 

９ （障害者や外国人等）困っている人をみかけた時に、声をかけたことがあり

ますか？ 

 

○実施結果 

 回答者のうち７割が障害者と接する機会があると回答しました。親族や友人に障害のある

人がいる場合や、ボランティアや仕事で関わることがある人などです。 

その中でも、ヘルプマークを知っている人は約６割と低くなりました。ヘルプマークはそ

の意味がまだ十分に知られていないと思われます。 

急いでいるときエスカレーターを歩くと回答した人は約６割という結果になりました。危

険なことと理解しながらも習慣となってしまっている、急いでいる場合は仕方がないといっ

た回答が多いです。 

このことから、エスカレーター歩行の危険性や２列で利用するように促す積極的な広報が

必要です。 

 多目的トイレを利用したことがあると回答した人は６割という結果となりました。その理

由としては混雑している時にやむを得ずというものが多いです。また多目的トイレに対する

意見としては、数が少なく必要とする人が使えていないといった意見も挙げられています。 

この課題に対しては、多目的トイレを増やすことと、多目的トイレの機能を一般トイレに

も付加して整備していく事などが求められています。 



 

35 

エ 市民アンケート 

○実施概要 

  推進指針の改定に伴い、福祉のまちづくりに関するアンケートを、市民を対象に実施しま

した。 

 ・対象者：市内に在住する 15歳以上の市民 3,500人を無作為に抽出 

・配布、回収方法：郵送 

・実施期間：令和２（2020）年５月７日〜６月１日 

・発送数：3,500通 

・回答数：1,732通（回答率：49.5％） 

 

○アンケート結果抜粋 

問１ エスカレーターの右側を空ける使い方が多くみられますが、あなたは普段どのよ

うに使いますか？（○は１つまで） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最も多い回答は「左側に立つことが多い」という結果になりました。 

   次に多い回答が「急いでいる時は歩くが、時間があるときは立ち止まる」となった

ことから、多くの人がエスカレーターは立ち止まって利用していると考えられます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.4％

3.2％

7.3％

24.3%

0.8％

● 左側に立つことが多い（64.4％） 

● 右側に立つことが多い（3.2％） 

● 歩くことが多い（7.3％） 

● 急いでいる時は歩くが、時間があるときは

立ち止まる（24.3％） 

● 未回答（0.8％）
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一方、問２「エスカレーターの誰もが安心・快適に利用するためにはどうすればよいで

すか？（○は１つまで）」の結果は以下の通りとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この結果から「エスカレーターを歩くことを否定的に考えている人」と「歩くことを肯

定的に考えている人」は、ほぼ同数となりました。 

先の回答と合わせるとエスカレーターを歩くべきではないと考えている人は一定数い

ますが、多くの人が左側に立っているために、結果的にエスカレーターを歩くことができ

る環境にしてしまっていると考えられます。 

このことからエスカレーターを誰もが安心して快適に利用できるようにするためには、

エスカレーター歩行の危険性を周知するとともに、エスカレーターに乗る際は、２列で乗

ることを推奨していく必要があります。 

 

  

● 歩くことを禁止する（29.0％） 

● 歩くひとのために片側は空けておく（29.6％） 

● 歩くか立ち止まるかは、状況によって利用者が

判断する（19.9％） 

● 駅や商業施設などの運営者が、利用マナーとし

て歩くことをやめるような情報発信をする

（20.2％） 

● 未回答（1.3％） 

29.0％

29.6％

19.9％

20.2％

1.3％
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問３「エレベーターを待つあなたの後ろで、車いす使用者やベビーカーを押している人

が待っています。混雑して全員乗れそうもない場合、あなたはどうしますか？（○

は１つまで）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ あなたが乗っているバスに、ベビーカーを押している人が乗ろうとするとき、あ

なたはどう思いますか？（○は１つまで） 

 

 

  

62.5％11.8％

25.2％

0.5％

● 乗るのを譲る（62.5％） 

● 順番どおりに乗る（11.8％） 

● 急いでいる時は自分が先に乗るが、時間がある時は

譲る（25.2％） 

● 未回答（0.5％） 

● 手伝えるなら手伝ってあげたい（79.8％） 

● バスの運転手が手伝うべきだ（5.4％） 

● 他の乗客の迷惑にならないようにしてほしい（5.7％） 

● 特に何も思わない（8.2％） 

● 未回答（0.9％） 79.8％

5.4％

5.7％ 8.2％

0.9％
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問９ 日常生活の中で、様々な理由で困っている人を見かけたとき、あなたはどうしま

すか？（○は１つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９の結果から、困っている人を助けようと積極的に行動する人が一定数いることがわ

かります。一方で「自分から声はかけないが、頼まれれば手伝いをする」、「声をかけたい

と思うが、特に何もしないことが多い」と答えた人が半数を超えています。 

問３、問６、問９の結果から、困っている人を助けたいと思っている人が多くいるもの

の、積極的な行動を起こせない人も多いことがわかります。 

 積極的な行動を促すには、心理的なハードルを下げる必要があり、ボランティア活動な

どで経験や知識を習得する機会を作っていくことが有効であると考えられます。 

  

40.6％

30.9％

25.3％

1.7％ 1.5％

● 自分から声をかける（40.6％） 

● 自分から声はかけないが、頼まれれば手

伝いをする（30.9％） 

● 声をかけたいと思うが、特に何もしない

ことが多い（25.3％） 

● 特に何もしない（1.7％） 

● 未回答（1.5％） 
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問 11 ５年前に比べて、まちの中のどのようなところでバリアフリーが進んできたと思

いますか？（○はいくつでも） 

 

 

 
 

 

駅や建物、ノンステップバスなどの公共交通機関のバリアフリー化が進んだという回

答が多い結果となりました。一方で、歩道や信号機の音声案内等の歩行者が移動する経

路上のバリアフリー化は進んでいると感じている人が少ないことがわかります。 

また、デジタルサイネージ等の視覚によって情報を得られる媒体についても、普及が

進んでいると感じている人は少ない傾向となりました。 
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１ 駅や建物の中にエレベーターやスロープ

が増えた（1,048人） 

２ ノンステップバスが増えた（855人） 

３ 多目的トイレが増えた（651人） 

４ 特にバリアフリー化が進んだとは思わな

い（346人） 

５ 電光掲示板やデジタルサイネージ(電子看

板)など、目で見て分かりやすい情報媒体

が増えた（286人） 

６ 鳥の鳴き声などで青になったことを知ら

せる（278人） 

７ 歩道のバリアフリー化が進んだ（188人） 

８ 未記入（25人） 
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オ テレ・ワークショップ 

○実施概要 

目的 
福祉のまちづくりに関わる様々な立場の人が、生活の中で感じているこ

とを話し合い、現状や課題、これからの方向性を考える。 

方法 Ｗｅｂ会議ツールを使用 

参加者 

・視覚障害者、聴覚障害者、車いす使用者などの障害当事者 

・福祉、バリアフリーに関連する活動を行っている個人や団体に所属す

る人 

・地域やまちづくり関係の活動をする人 など 

参加人数 のべ 43名 

実施日時 

及びテーマ 

第１回 令和２年５月 13日 18時から 19時 30分まで 

テーマ「身近な福祉のまちづくりに関する意見交換」 
６名参加 

第２回 令和２年６月５日 18時から 20時まで 

テーマ「次期福祉のまちづくり推進指針の骨子について①」 
11名参加 

第３回 令和２年６月 12日 18時から 20時まで 

テーマ「次期福祉のまちづくり推進指針の骨子について②」 
18名参加 

第４回 令和２年９月 28日 15時から 16時 30分まで 

テーマ「次期推進指針の広報、活用方法について」 
８名参加 

 

○主なご意見 

 「心のバリアフリー」について 

  

「地域とのつながり」について 

・ハード整備は進む一方、心のバリアフリーはなかなか進んでいない。 

・思いやりの心があっても、どう行動していいかわからない人も多い。 

・行動につなげるには、座学だけでなく、楽しみながら体験できる場も必要である。 

・心のバリアフリーとは、違いを認め合うことである。日本はモノカルチャーで、気づ

きにくい面もあるが、みんな違う。 

・差別意識はなくても、相手に対する先入観や思い込みはあると思う。例えば、私は聴

覚障害者だが、音楽が好きである。 

 

・地域のつながりが希薄になっている。 

・地域の中で一緒に行動することで、お互いの関係性が育まれていく。 

・障害者は、身近で支えてくれる人との関わりが多いが、例えば災害時の避難訓練など

を一緒にやることを通じて、地域との双方向の関係づくりを進めるのもよい。 
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「情報」について 

 

「施設等のバリアフリー」について 

  

 「次期推進指針の広報、活用方法」について 

 

その他 

 

 

  

・多様な障害に対応した情報発信が必要である。 

・視覚障害者＝点字と思われているが、点字を理解できる人は１～２割しかいない。 

・外国人には「やさしい日本語」の方がわかりやすいこともある。 

・聴覚障害者は、相手がマスクをすると口の動きが見えないので、何を話しているかわ

からなくなる。 

・施設を整備する人に、ハードのバリアフリーの必要性に関する理解がなかなか広が

らない。障害者にも目を向け、全ての利用者を想定した施設づくりを考えるべきであ

る。 

・家からバス停、駅まで、移動経路の整備が必要である。 

・障害者権利条約の精神を次の推進指針に反映させるべきである。 

・障害を恥ずかしいと思わず、自ら発信していくことも大事である。 

・推進指針について学ぶ機会を、市民団体が主催するよう行政が仕向けるとよい。 

・福祉のまちづくりを進めるメリットをアピールすることが大事である。例えば、観光

面でいうと沖縄では高齢者や障害者の方がお金を使っているというデータもある。 

・推進指針の内容は、技術職（土木、建築）や小学校から大学まで様々な学校にも伝わ

るようにした方がよい。 
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(６) お問合せ先 
○各区福祉保健課 

身近な福祉のまちづくりの窓口です。 
（令和 年 月現在） 

 
 

  

区 住所 電話 ＦＡＸ 

青葉 青葉区市ケ尾町 31－４ 青葉区役所３階 978-2436 978-2419 

旭 旭区鶴ケ峰１－４－12 旭区役所本館３階 954-6143 953-7713 

泉 泉区和泉中央北５－１－１ 泉区役所３階 800-2433 800-2516 

磯子 磯子区磯子３－５－１ 磯子区役所４階 750-2442 750-2547 

神奈川 
神奈川区広台太田町３－８ 

神奈川区役所本館３階 
411-7135 316-7877 

金沢 金沢区泥亀２－９－１ 金沢区役所４階 788-7824 784-4600 

港南 港南区港南４－２－10 港南区役所５階 847-8441 846-5981 

港北 港北区大豆戸町 26－１ 港北区役所３階 540-2360 540-2368 

栄 栄区桂町 303－19 栄区役所新館３階 894-6963 895-1759 

瀬谷 瀬谷区二ツ橋町 190 瀬谷区役所４階 367-5743 365-5718 

都筑 都筑区茅ケ崎中央 32－１ 都筑区役所２階 948-2344 948-2354 

鶴見 鶴見区鶴見中央３－20－１ 鶴見区役所２階 510-1826 510-1792 

戸塚 戸塚区戸塚町 16－17 戸塚区総合庁舎６階 866-8424 865-3963 

中 中区日本大通 35 中区役所別館４階 224-8330 224-8157 

西 西区中央１－５－10 西区役所２階 320-8437 324-3703 

保土ケ谷 
保土ケ谷区川辺町２－９ 

保土ケ谷区役所本館３階 
334-6341 333-6309 

緑 緑区寺山町 118 緑区役所３階 930-2304  930-2355 

南 南区浦舟町２－33 南区総合庁舎４階 341-1183 341-1189 
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○各区社会福祉協議会 

福祉の身近な相談窓口です。  

              （令和 年 月現在） 

区 住所 電話 ＦＡＸ 

青葉 
青葉区市ケ尾町 1169－22 

青葉区福祉保健活動拠点 
972-8836 972-7519 

旭 旭区鶴ケ峰１－６－35 「ぱれっと旭」内 392-1123 392-0222 

泉 
泉区和泉中央南５－４－13 

「泉区福祉保健活動拠点ふれあいホーム」内 
802-2150 804-6042 

磯子 磯子区磯子３－１－41 磯子センター５階 751-0739 751-8608 

神奈川 
神奈川区反町１－８－４ 

「はーと友神奈川」内 
311-2014 313-2420 

金沢 
金沢区泥亀１－21－５ 

「いきいきセンター金沢」内 
788-6080 784-9011 

港南 
港南区港南４－２－８  ３階 

「港南区福祉保健活動拠点」内 
841-0256 846-4117 

港北 港北区大豆戸町 13－１ 吉田ビル 206 547-2324 531-9561 

栄 
栄区桂町 279－29 

「栄区福祉保健活動拠点」内 
894-8521 892-8974 

瀬谷 
瀬谷区二ツ橋町 469 

「せやまる・ふれあい館」内 
361-2117 361-2328 

都筑 
都筑区荏田東４－10－３ 

「港北ニュータウンまちづくり館」内 
943-4058 943-1863 

鶴見 
鶴見区鶴見中央４－37－37 

リオベルデ鶴声２階 
504-5619 504-5616 

戸塚 
戸塚区戸塚町 167－25 

横浜市戸塚区福祉保健活動拠点１階 
866-8434 862-5890 

中 中区山下町２ 産業貿易センタービル４階 681-6664 641-6078 

西 
西区高島２－７－１ 

ファーストプレイス横浜３階 
450-5005 451-3131 

保土ケ谷 保土ケ谷区川辺町５－11 かるがも３階 341-9876 334-5805 

緑 緑区中山２－１－１ ハーモニーみどり１階 931-2478  934-4355 

南 南区浦舟町３－46 浦舟複合福祉施設８階 260-2510 251-3264 
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〇市民協働推進センター 

地域における様々な課題の解決や新しい取組を創発するために、様々な主体の交

流・連携が生まれる対話と創造の場として総合相談窓口など各事業を展開し、市内

における「協働」の取組を推進します。 

電話：671-4732 FAX：223-2888 
 
○各区市民活動支援センター  

身近な地域における市民活動を支援するため、各区の市民活動支援センターがそ

れぞれ特色ある事業を実施しています。「市民協働推進センター」と連携を図りな

がら、地域に密着したきめ細かい支援を行います。         
（令和 年 月現在） 

 

  

区 住所 電話 ＦＡＸ 

青葉 青葉区市ケ尾町 31－４ 青葉区役所１階 978-3327 972-6311 

旭 
旭区鶴ケ峰２－82－１ 

ココロット鶴ヶ峰４階 
382-1000 382-1005 

泉 泉区和泉中央北５－１－１ 泉区役所１階 800-2393 800-2518 

磯子 磯子区磯子３－５－１ 磯子区総合庁舎７階 754-2390 759-4116 

神奈川 
神奈川区広台太田町３－８ 

神奈川区総合庁舎本館５階 
411-7089 323-2502 

金沢 金沢区泥亀２－９－１ 金沢区役所２階 788-7803 789-2147 

港南 
港南区上大岡西１－６－１ 

ゆめおおおかオフィスタワー５階 
841-9361 841-9362 

港北 港北区大豆戸町 26－１ 港北区役所４階 540-2246 540-2246 

栄 
栄区小菅ケ谷１－４－５ 

（横浜銀行本郷台支店３階） 
894-9900 894-9903 

瀬谷 
瀬谷区二ツ橋町 469  

せやまる・ふれあい館２階 
369-7081 366-4670 

都筑 都筑区茅ケ崎中央 32－１ 948-2237 943-1349 

鶴見 鶴見区鶴見中央３－20－１ 鶴見区役所２階 510-1694 510-1716 

戸塚 戸塚区川上町 91－１ モレラ東戸塚３階 825-6773 825-6774 

中 中区日本大通 35 中区役所別館 224-8138 224-8343 

西 西区中央１－５－10 西区役所１階 620-6624 620-6624 

保土ケ谷 保土ケ谷区星川１－２－１ 334-6306 339-5120 

緑 緑区中山４－36－20 938-0631 939-5401 

南 南区浦舟町３－46 浦舟複合福祉施設 10階 232-9544 242-0897 
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○「横浜市福祉のまちづくり」に関するウェブサイト 

 過去の推進指針や市内のバリアフリー情報などをご覧いただけます。 

URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/fuku-machi/ 

横浜市ホームページからの進み方 

横浜市-市役所トップページ（総合案内）＞暮らし・総合＞福祉・介護＞福祉のまちづく

り 
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資料１－２ 

 

次期推進指針の素案に関する市民意見募集の結果について 

 

 

 「横浜市福祉のまちづくり推進指針（令和３年度～７年度）素案」について、令和２年９月 14日

から令和２年 10 月 13 日まで意見募集をしたところ、132 件のご意見をいただきました。お寄せい

ただいたご意見とそれらに対する本市の考え方についてまとめましたので、ご報告します。 

また、132 件のご意見のうち、素案へのご意見は 58 件で、そのうち原案へ反映するご意見は 26

件です。 

なお、いただいたご意見については、本市で意見公募の対象となる事項について適宜要約すると

ともに、考え方をお示ししています。 

 

 

１ 全体 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

１ ふくまちガイドは、ハウツウものにしてはいけない。 表現に留意します。 

２ 表紙のキャラクター「くま」は今のデザインはまじめだ。

もっと表情が豊かで、喜怒哀楽があったほうがいい。 

イラスト等の検討時に参考とし

ます。 

３ 「くま」がいろんなことをやらかす、失敗もするという内

容で掲載できたらいい。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

４ 全体としてカタカナ語が多いので減らした方がよい。 ご意見として承ります。 

５ 「災害と避難」について、風水害から「弱者層を守る」ル

ールを検討課題に挙げてほしい。 

ご意見として承ります。 

６ 災害時の問題（妊産婦、子どもの避難等）についても載せ

てほしい。 

「事例紹介」で言及します。 

７ ビジョン、ポリシー、アクションには健常者の目線でのア

ンケートに基づく結論ではないかと感じた。特にアクショ

ンでは非健常者がどのように考え、困っているかとの視点

が見受けられない。 

例えば、視覚障害者が夜間は信号機の警報が無音になる事

に不安を感じている。他の障害者もそれぞれ困っている事

があると思うため、そのような視点があればと感じる。 

コラム等の中で、当事者の困り

ごとについて掲載します。 

８ 日本語化していない英語のカタカナ表示は、極力日本語で

表記すべきだと思います。 

なじみの薄いカタカナ語は脚注

等で説明します。 

９ 自然で適切な日本語表記にすべきだと思います。 表現に留意します。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

10 弱者の方々に対するアクションとなっていますが、市民全

員参加を目指すのであれば、逆に手助けするばかりでな

く、例えばこれからの高齢社会にあたり、高齢者の方々自

身が行動できるテーマ等があってもよいのではと思いま

す。 

誰もが社会参加し、担い手とな

りうるという双方向の視点で表

現を修正します。 

11 より多くの人に読みやすい字として、丸ゴシックではなく

ＵＤフォントを使用してほしい。 

ＵＤフォントに変更します。 

12 「誰もが受け入れられる社会」は聞こえは良いが、受け入

れる側と受け入れてもらう側に分かれてしまうように感

じる。受け入れてもらうには、誰かの同意が重要となって

しまう。同意あるなしに関わらず、多様な人がいて当たり

前なので、読み手を受け入れる側だと感じさるような表現

は避けてほしい。 

社会の多様性を踏まえた表現に

修正します。 

13 案全体を通して、「気づきましょう」というのは多くの人

にとっては難しいと感じます。「気づいても動けない人」

が第一歩を踏み出せるようにするため、気づいたらどうす

るのかという小さな一歩をより具体的に２、３つ例をあげ

て記載してほしいです。そのような人は、一度きっかけが

あって動くことができたら、次からはより簡単に行動する

ことができると思うからです。 

「基礎知識」において、「アクシ

ョン（行動）の具体例」をお示し

します。 

14 ３ページの（３）横浜を取り巻く状況に在住外国人の増加

をあげていますので、「ふくまちガイド」は、横浜市がすす

めている「やさしい日本語」をできる限り使って作成して

いただきたい。 

難しい漢字にはルビを振るな

ど、わかりやすくする工夫をし

ます。 

15 障害者や外国人に対する理解と社会構造のソフトとハー

ド面で、公助・共助を充実する取り組みは現代社会には、

大事なことですが、都市中心型の指針にならないように望

みます。 

ご意見として承ります。 

16 非常に広範にわたる調査・検討に基づく「ふくまちガイド」

の作成に感心と安心しました。 

ご賛同いただきありがとうござ

います。福祉のまちづくりのさ

らなる充実を目指し、取り組ん

でまいります。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

17 ソフト面（主に心の面・制度の面）でのバリアフリー 

人間それぞれの在るがままの多様性を受容し、その資質や

形質に（障害者、認知症、ＬＧＢＴ、人権、高齢者等）に、

一定の基準や価値観をもって線引きすることはしない。 

特に「正常者・健常者」と「そうでない者」という区分け

は、差別意識の根源となる。「正常・健常」に区分けされる

ものにも様々な特質・能力の差があり、「そうでない者」に

も様々な特質・能力差がある。 

従前の線引きを改め、それぞれがそなえる資質・形質を

其々の特性・個性として捉え、個々の資質・形質を様々な

視点から複眼的に把握し（スペック）、その内容に応じ必

要となる支援・援助内容を検討する。 

次期推進指針でも、お互いを尊

重し、多様な立場、能力に応じて

全員参加の社会をみんなで築い

ていくことの重要性を強調して

います 

 

２『ふくまちガイド』について（１ページ～５ページ） 
Ｎｏ． 内容 市の考え方 

18 ５ページの枠内に４番目の項目として、「○レビュー（見

直し）」を追加する。 

ご意見として承ります。 

19 「横浜がめざすまち」の説明があちこちにあるので、「１

『ふくまちガイド』について」の冒頭で、横浜市がめざす

「福祉のまち」はどのようなまちかを、わかりやすく簡単

なことばで示していただきたい。 

ご意見として承ります。 

20 １ページの「『誰もが生活しやすいまちとはどんなまちな

のか』について、考えるきっかけになれば幸いです。」の文

に、「福祉のまちづくりに参加・行動する」を入れて、「『誰

もが生活しやすいまちとはどんなまちなのか』について考

え、福祉のまちづくりに参加・行動するきっかけになれば

幸いです。」としていただきたい。 

ご意見として承ります。 
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３ ビジョン（６ページ） 
Ｎｏ． 内容 市の考え方 

21 ビジョンの「インクルーシブ」は分かりづらいから絶対に

やめた方がよい。 

「インクルーシブ」はそのまま

とし、その意味を脚注で説明し

ます。 

22 「インクルーシブ」を「全員参加の」に修正する。８ペー

ジにそのように表記しています。 

「インクルーシブ」はそのまま

とし、その意味を脚注で説明し

ます。 

23 ビジョンとしてのハード／ソフト一体化、市民参加型と言

うのはとても良い視点だと思います。 

ご賛同いただきありがとうござ

います。福祉のまちづくりのさ

らなる充実を目指し、取り組ん

でまいります。 

 
４ ポリシー全体（７ページ～９ページ） 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

24 ９ページに「ポリシー５ こころのバリアフリーまで広げ

よう」を追加する。障害者全体に対して、相手の立場にな

り、互いに認め合うことにより、本人の要求を引き出す等

の項目を並べる。 

ご意見として承ります。 

25 「ポリシー（理念）」を「ポリシー（政策、方針等）」、或い

は、「フィロソフィー（理念）」に修正する。 

ご意見として承ります。 

26 ７ページの１行目を「市・事業者・市民が自分のこととし

て考え、できることから一歩を～」に修正する。 

ご意見として承ります。 
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５ ポリシー１（８ページ） 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

27 「みんな違ってあたりまえ」はいいが、「相手の価値観を否

定しないように…」のようなネガティブな用語は使わない

ほうがいい。 

ご意見として承ります。 

28 「みんな違ってあたりまえ」を「違いを認め合う」に修正

する。 

ご意見として承ります。 

29 「常に相手を知ろうとし、考える姿勢を持ち続けることが

大事です」を「常に相手を知ろうとし、考え続ける姿勢が

大事です」に修正する。 

ご意見として承ります。 

30 「お互いに尊重し合うことです」を「お互いに尊重し合う

ことにつながります」に修正する。 

ご意見として承ります。 

31 「相手の価値観を否定しないようにしましょう」を「相手

の価値観を尊重するようにしましょう」に修正する。 

ご意見として承ります。 

32 ３つ目の説明文について、社会への「貢献」を前提にしな

いでほしい。社会に関わりを持つことの中には、貢献でき

ることもあれば助けてもらうこともある。様々な関わり方

があることを含ませてほしい。 

「貢献」に関する表現を削除し

ました。 

 
６ ポリシー２（８ページ） 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

33 ３つ目に「ユニバーサル」という表現が突然出てくること

に違和感がある。 

ご意見として承ります。 

34 「ユニバーサル」を「普遍的な」に修正する。 １行下の一文で「ユニバーサル」

の意味を説明しています。 

35 ２つ目の説明文について、「社会には様々な人がいること

を理解していきます」を「社会には様々な人がいることが

理解できます」に修正する。 

ご意見として承ります。 

36 「活動を通じて、様々な人の感じ方や考え方を自然に理解

できます」の文章を「活動を通じて、様々な人がいること

を理解できます」に変更してください。 

（理由） 

ポリシー１に、「みんな違ってあたりまえ」とあります。違

いがある状況で、「様々な人の感じ方や考え方」を「自然に

理解」することは無理だと思います。ただ、自身では「自

然に理解」できない感じ方、考え方があることを知ること

で、「様々な人がいること」は理解できると思います。 

ご意見として承ります。 
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７ ポリシー３（９ページ） 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

37 ２つ目の説明文について、「また困っている人から発信す

ることも大事です」を「また困っている人から発信させる

ことも大事です」に修正する。 

ご意見として承ります。 

 
８ ポリシー４（９ページ） 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

38 もっともっとバリアフリー（狭い歩道、歩道上の凹凸を

なくすこと）に賛成です。 

ご賛同いただきありがとうござ

います。福祉のまちづくりのさ

らなる充実を目指し、取り組ん

でまいります。 

39 「アクセシビリティ」を「入手可能性、手に入れやす

さ」 に修正する。 

「アクセシビリティ」はそのま

まとし、その意味を脚注で説明

します。 

40 「もっともっとバリアフリー」を「バリアフリーをさら

に進める」に修正する。 

ご意見として承ります。 

41 ２つ目の説明文について、「だれもが入手できるバリアフ

リーな情報が必要です」を「だれでもが入手できるバリ

アフリーの情報が必要です」に修正する。 

ご意見として承ります。 

42 ３つ目の説明文について、「誰にとっても使いやすく便利

な施設や製品・サービスにつながります」を「誰にとっ

ても使いやすく便利な施設や製品・サービスを提供でき

ます」に修正する。 

ご意見として承ります。 

43 「アクセシビリティ」の意味を指針に書いてください。 脚注で説明します。 

44 ハード面（主に施設面）でのバリアフリー 

社会的弱者（高齢者・障害者等）が安心し、容易に気軽

に外出出来るよう環境づくりを行う。 

ポリシー４で、引き続きバリア

フリー化を進めていくことの重

要性を記述しています。 

45 バリアフリー、ユニバーサルデザインが真に必要なの

は、従前、力が入れられてきた都市中心部、公共施設、

商業施設、公共交通よりも、社会的弱者が日常住まう居

住地域及びその道路であり、身近な公園、商店、集会所

等への道筋である。そこにバリアがあれば、都心の公

共・商業施設にも行き難くなる。 

ポリシー４で、引き続きバリア

フリー化を進めていくことの重

要性を記述しています。 
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９ アクション（10ページ～26ページ） 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

46 基礎知識の中で、人に着目したものと特性に着目した表現

がある（例：車いす使用者、認知症）。表現を揃えた方がよ

いのではないか。 

多様な方の特性を紹介するパー

トですが、人に着目した表現に

する必要がある項目もあるた

め、掲載順を整理しました。 

47 「高齢者」、「認知症」、「子育て中の人」、「視覚障害」、「聴

覚障害」とあり、人や障害（症状）の表現が混在しており、

分かりにくくなっている。 

多様な方の特性を紹介するパー

トですが、人に着目した表現に

する必要がある項目もあるた

め、掲載順を整理しました。 

48 「〇〇だから、〇〇してあげよう！」の時代ではない。状

態、症状の用語だけにしたほうが意図は伝わりやすくなる

のではないか。 

ご意見として承ります。 

49 アクションのところは、言葉だけでなく、イラストなどで

示すと分かりやすくなるかもしれない。 

イラストを追加します。 

50 「〇〇しましょう」ではなく、「アクションを起こすために

伝えるカード」として、組み合わせて使えると、ハードル

が下がりアクションにつながるのではないか。 

項目名を「アクション（行動）の

具体例」に修正し、選択肢を例示

していることがわかりやすい表

現としました。 

51 ひとりひとりのアクションにつながるヒントとして、様々

な弱者の方々の情報を記載していますが、老若男女、大人

も子どもも参加できるという意味では、ポイントを絞った

アクションテーマを掲げて市民が各々、そのうちのひとつ

に取り組んでみるというのもよいのではないかと思う。 

ご意見として承ります。 

52 「性的少数者」を指針に書くことに賛成です。 

（理由） 

・一人ひとりがアクションするときに、身近に性的少数者

がいないという思い込みや、性的少数者への偏見がある

と、アクションがうまくいかない場合がある。 

・ 今まで性的少数者のことを考える時間や、考えるきっか

けがなかった人たちが、指針を読むことで、様々な性のあ

り方などについて考えるきっかけになるかもしれない。 

ご賛同いただきありがとうござ

います。福祉のまちづくりのさ

らなる充実を目指し、取り組ん

でまいります。 

53 10 ページ以降、「積極的に介助しましょう」は、介護に関

わったことがない人からするとハードルが高い言葉に感

じます。声をかけて、何をしてほしいか確認してから「お

手伝い」（もしくはサポート）する、という伝え方にしてほ

しい。 

行動しやすい例に修正しまし

た。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

54 聴覚障害について、電車のアナウンスや緊急速報等の音声

でしか流れないものの情報が取れず、逃げ遅れる場合があ

ることを知ってもらい、その際の手段も具体的に示して声

をかけられるようにしてほしい。 

その他の障害に関しても、日常のサポートと、非常時のサ

ポートを織り交ぜて掲載してほしいです。 

ご意見として承ります。 

 

55 エスカレーターは２列で乗る、歩くことを禁止する。ヒヤ

リングでも街頭インタビューでも回答の年齢者によって

違いはある。現慣行の急傾斜の長い距離のエスカレーター

は、もの凄く危険である（例：横須賀線の東京駅エスカレ

ーター）。横浜市の福祉のまちづくりとして、若い年代層に

協力をもとめ、誰にも安全な環境作りへ結論を出してくだ

さい。 

次期推進指針の中で、エスカレ

ーターの安全利用に関する事例

を紹介しています。 

56 漢字文化圏の人からだと、日本語は漢字が多く使われてい

るので、漢字を見ると親しくなんとなく意味が分かるよう

ですが、意味によって読み方が違うので、やはりルビをつ

けてもらうと嬉しいです。 

文章の場合は、漢字・カタカナ両方混じって使われている

ので、より混乱しやすくなります。なので、分かりにくい

言葉や難しい言葉の後ろに括弧つきでやさしい日本語や

図記号などを使ってもらえば幸いです。 

難しい漢字にはルビを振るなど

わかりやすくする工夫をしま

す。 

57 12ページの「外国人」の項目では、外国人が安心して自由

に人間性豊かに生活できているかの検証をしっかりして

いただき、増加している在住外国人の目線で記述していた

だきたいです。そして具体的な「アクションへの第一歩」

につないでください。 

※26 ページの街頭インタビューの項目に、外国人が安心し

て自由に人間性豊かに生活できるための項目がないの

が残念です。 

※18 ページの事例に外国人が安心して自由に人間性豊か

に生活できているかの検証と課題提起、そして課題解決の

ために何をしたらいいかを考え、行動することを掲載して

いただきたいです。 

ご意見として承ります。 
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10 参考資料（27ページ～44ページ） 
Ｎｏ． 内容 市の考え方 

58 街頭インタビュー、回数が少ないと思います。ヘルプマー

クよりマタニティーマークの方が知名度は高いです。電車

の広告、イベントなどで広く市民に知らしめる必要がある

と思います。 

マークについては、「基礎知識」

の中で紹介します。 

 
11 その他 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

59 作っている側の思いが次にアクションする人に伝わると

よい。楽しんでやれるのがいい。「ふくまちアクション、

やってみた！」として話題になるくらいがいい。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

60 「ふくまち」の名称について、「福祉のまちづくり」を凝

縮したと思いますが、福祉を待っているようにもとられ

ます。いまひとつ工夫が欲しいと思います。 

ご意見として承ります。 

61 福祉のまちづくりへの永年にわたる取組みが資料を拝見

して分かりました。今回の素案にも今かかえる問題点な

ども理解しましたが、これらを横浜市に住む人々が問題

意識を持って、自分達の暮らす町を住みやすい町にかえ

ていこうという思いがなければ進んでいきません。「ふく

まちガイド」という言葉もはじめて耳にしました。広報

活動にも力を入れるといいと思いました。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

62 増加している在住外国人を包摂した福祉のまちづくりを、

国際局やこども青少年局と連携して取り組んでいること

を「ふくまちガイド」に示していただけたらありがたい。

外国人の定住が進み、日本で出産し子育てしている外国

人、高齢化した外国人、障害がある在住外国人も増えてい

ますので。  

国際局：横浜市多文化共生まちづくり指針（平成 29年）、

令和元年度横浜市外国人意識調査  

こども青少年局:横浜市子ども・子育て支援事業計画（令

和２年度～６年度）  

ご意見として承ります。 

63 キャラクターデザインについては多様な人たちがシンボ

ルになっている要素を表現することが必要に思います。

たとえば、２匹のクマであれば障害や特徴のある者同士

など。 

ご意見として承ります。 
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12 参考意見 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

64 非常にわかりやすい書き方をされているので、とてもよか

ったです。 

ご賛同いただきありがとうござ

います。福祉のまちづくりのさ

らなる充実を目指し、取り組ん

でまいります。 

65 皆が住みやすい、又は住みたい街にするというのが、考え

の中にあるのであれば、福祉を充実するのと同時に、魅力

ある横浜を目指した計画が欲しいです。Visionが感じられ

ません。もし福祉のまちづくりに力を注ぐのであれば、新

しく出来た市庁舎の１階の開放されたフロアーでイベン

トなどはどうでしょうか。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

66 在住外国人の地域社会への参画を促すために、外国人が地

元の人と一緒に地域のボランティアに参加出来るような

機会を作る。例えば、清掃、母国語を教える、祭り、商店

街のイベントなどの手伝いなど。親近感がうまれれば、外

国人は怖いというイメージを一掃させることにもつなが

る。 

 

ご意見として承ります。 

67 区役所の情報、日本語クラスの紹介、法律・行政相談、休

日夜間急患に対応している病院の紹介など、これまでより

更に詳しい多言語情報のメールを配信する。 

ご意見として承ります。 

68 現在、役所の日本語の情報がすべて多言語化されていな

い。全ての情報が外国人も母国語で読めるよう（申請書、

申請の説明など）役所のウェブサイトを充実させる。 

ご意見として承ります。 

69 国際交流ラウンジ以外にも、来日してまもなく日本の生活

に不慣れな外国人が気軽に立ち寄れる、日本在住が長い外

国人、または外国語が出来る日本人ボランティアがサポー

ト、相談が出来るカジュアルな場所を増設する。土日が好

ましい。役所や国際交流ラウンジがサポート・ボランティ

アと一緒に企画、実施していく。 

ご意見として承ります。 

70 ポリシー４の情報のバリアフリーの着実な推進充実を５

代目は意識して貰いたい。ポリシー１、２、３は言うまで

もなく当たり前ですが、例えば社会を明るくする運動と同

じで残念ながら永遠の問題だと思う。 

コラム等を通じて、情報のバリ

アフリーに関する記述を充実さ

せます。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

71 ２「一緒に活動する」３「まずはやってみる」とあります。

でも、これを大人になってからやろうとしても、多くの市

民に届けることは難しいと思います。これこそ、子ども時

代からの積み重ねが重要になってくるはずです。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

72 10ページにあるような「困っている様子の人に気づけるア

ンテナを身につけましょう」とは、一人ひとりが心の中に

持っている優しい心に訴えかけないといけませんが、市と

しては具体的にどうしたいのでしょう。どう働きかけるの

でしょうか。 

推進指針を通じて、読者が具体

的な行動を起こせるようなきっ

かけを提供したいと考えていま

す。 

73 基礎知識の外国人の説明について。お薬手帳があります。

このように横浜市の健康診断のアンケートや問診票をロ

ーマ字や多言語のものが欲しいです。更新の契約証、国勢

調査の文字のサイズを大きくしてほしい。高齢化で読みに

くいです。 

ご意見として承ります。 

74 漢字を使わない外国の人は、読むのも書くのも苦手です。

申請書や申込書なども英語表記やルビを入れたりして、読

みやすい書類にすると、だいぶ助かると思います。書き方

の相談が漢字を使わない国の人の場合は多いです。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

75 図記号を使って、横に色んな言語を記入して、伝える方法

が素晴らしいと思います。英語、中国語、タガログ、韓国

語以外の言語も入れてくれると嬉しいです。自分の言語が

大事だと感じられます。また、ＱＲコードを使って説明が

出てくるのも良いと思います。今はほとんどの方がスマー

トフォンを利用して生活していますので、便利だと思いま

す。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

76 日本に暮らす外国人の数は年々増加しています。それに伴

い、地域においての外国人からの相談を適切に行うことが

できる人材の育成や研修等の実施、そして日本語教育を担

う人材の育成、具体的には外国人向けの日本語教師の資格

整備をしていただきたいです。 

ご意見として承ります。 

77 大規模災害が発生した際には、外国人の安否確認を円滑に

できるような体制作りが求められていると思います。 

ご意見として承ります。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 
78 バリアフリーの施設（例えば駅のエレベーター）が増えて

きたのは喜ばしい限りです。しかしせっかく良い施設を作

っても急ぐ健常者が勝手に利用する例を見かけます。障害

者のために階段を利用しようとする心がけが欠けている

人を見かけます。ソフトの面でも意識を高める必要を感じ

ます。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

79 ４ページ「バリアフリー施設の利用マナー」 

バス・電車の優先席確保は有難いですが、最近は優先席に

高校生等が座り障害者へ席を譲る気配すらありません。 

学校教育では、小学校は『障害者への保護教育』はするの

でしょうが、中学・高校でも再度、時間を掛けての障害者

への保護教育をお願い申し上げます。 

ご意見として承ります。 

80 健康福祉局だけでなく他局や教育委員会などを含めて全

市的に粘り強く取り組んで頂きたい。個人的には教育との

協働が不可欠と考える。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

81 地域活動と福祉のまちづくりの関係はどんなものか。 地域の防災訓練やボランティア

活動等、地域活動と福祉のまち

づくりには密接な関係がありま

す。 
82 作成後の指針について、どのように展開していくのか。特

に子供向けへの啓発も重要だと思う。 
子供向けへの啓発を含め、今後

検討していきます。 
83 市役所内部（建築、道路など）への周知も頑張ってほしい。 いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

84 行政サービスを受けるのがどれも有料であり、また地域に

より格差を感じる。 

ご意見として承ります。 

85 車いすだけでなく、ベビーカーや手押し車の利用者のため

にも、バリアフリーをより充実させてほしい。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

86 外国人がサービスを利用しやすいシステムが必要である。 ご意見として承ります。 

87 エスカレーターでベビーカーを利用する人を見かけなく

なり、エレベーターが使いやすくなっていると思う。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

88 エスカレーターは両側を使ってよいとしてもらわないと、

怪我すると思う。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

89 大きな駅はバリアフリーが進み、横浜やみなとみらい地区

はすばらしいが、自分が住んでいる菊名は、80歳の母にと

ってとても使いづらそう。もっとだれでも住みやすくなる

といい。 

ご意見として承ります。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

90 港北区は子育てもしやすいが、娘の中学の学区の新横浜に

近い地区には、貧困家庭もある。また教育熱心な家庭が多

いだけに、コロナの影響か子どもに辛くあたっている家庭

もあると聞く。 

ご意見として承ります。 

91 大好きな港町ヨコハマをもっとよいふくまちにしよう。 福祉のまちづくりのさらなる充

実を目指し、取り組んでまいり

ます。 

92 是非ともこれを、一般市民に対してもそうですが、市内の

当事者の方々へも届け、内容を双方で理解する活動が必要

だと感じました。ともすると「社会モデル」の考え方が、

当事者の中で浸透していないことも多々あるので、それぞ

れ個人としての相互理解が重要であることを、ともに学ぶ

機会が増えるとよいなと思いました。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

93 子どもの教育の部分が重要だと感じます。これこそが、自

治体として手始めとしてできるアクションではないでし

ょうか。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

94 今、小学校・中学校現場の先生方は、コロナ対応も含め、

非常に大変な状況にあります。そんな中でも、少しでも子

どもたちにリアルな体験をさせたいと思い、苦労されてい

るのですが、結局「有効な情報がどこにあるのか」がわか

らないため右往左往されています。現状は、先生個人の力

量に任されていて、有益な情報がある先生とそうでない先

生で、まったく教育の内容と質が違っている状況です。こ

の現状は非常にもったいなく感じています。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

95 こんなにすばらしい「ふくまちガイド」があるのですから、

教育現場でも共有し、横浜市内の当事者の方々の活動情報

を集約し、今回のガイド作成の委員の方々のネットワーク

から始められると思います。学校や社協さんからの問い合

わせや授業の申請を一元管理できるセンターがあれば、格

段にこのガイドで目指しているまちづくりに進めると感

じます。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

96 横浜市内の障害関係の団体や個人、組織等をつなぐハブに

なるようなセンターを作り、その方々が活躍できる場を作

っていきたいです。 

ご意見として承ります。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

97 インクルーシブ・ダイバーシティ情報センターのようなイ

メージで、横浜ＳＤＧｓデザインセンターとも連携をし

て、企業研修などのコーディネートも実施できると考えま

す。 

いただいたご意見は今後の検討

の参考とさせていただきます。 

98 

 

身近な公園でのルールが多すぎて、子どもが外で遊ぶ機会

が減っている。 

ご意見として承ります。 

99 

 

福祉プロジェクトを住民創発しても、縦割り行政により情

報の広がりがなく、サービスが無い。行政側のサービスメ

ニューと住民創発の内容に壁がある。 

ご意見として承ります。 

100 （差別的な表現が含まれているため、記載していません） － 

101 人間が輝くには自分が役に立っている必要とされている

と実感できる場所が必要だと思います。 

その場所が多くなればなるほど、誰もが生活しやすいまち

になっていくと思いますし企業としてそういう場の創出

を多く作れるよう努力をして参りたいと思います。 

ご意見として承ります。 

102 高齢者へ理解を 

活動の三大目標（健康・友愛・奉仕）として 

・健康をすすめる運動 

・住宅福祉を支える友愛活動 

・社会奉仕の活動 

活動（行動）の全体像 

・生活を豊かにする、楽しい活動 

・地域を豊かにする、社会活動 

メインテーマ「のばそう！健康寿命！担おう！地域づくり

を」 

「健康寿命」 

・健康寿命をのばし、自立した生活、生き甲斐ある生活の

実現を目指します。 

・仲間や地域の高齢者とともに継続的な健康活動に取り組

みます。 

「地域づくり」 

・多世代や関係団体と連携し、安心・安全の住みよい地域

づくりを目指します。 

・元気高齢者の知識・経験・活力を生かす場づくり・機会

づくりを広げます。 

ご意見として承ります。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

103 高齢者が自助・共助で行動 

元気な高齢者が、高齢者を『見守り支え合い』行動で、寝たき

りゼロを目指しています。 

ご意見として承ります。 

104 ガイド策定の仕組みについて、５年ごとの改定検討の機会に

加えて、随時意見やアイデアを気づいた時にすぐ反映、もしく

はプールできるよう方法を見直してはどうでしょうか。建築

物などハード面を検討する場合５年の中でニーズを随時把握

し、日々のライフに関わる意識、知識、方法など忘れないうち

にアップデート、オンラインで密に周知もしていく必要があ

ると感じます。 

いただいたご意見は今後の

検討の参考とさせていただ

きます。 

105 「パラスポーツの街づくり」の提案 

令和７年度までの５年間のなかで東京、北京（冬季）、パリで

のパラリンピックがあり、横浜でも毎年のパラトライアスロ

ンなど世界と地域の接点のある障害者の国際スポーツイベン

トが開催されます。この機会を活用した地域のパラスポーツ

ムーブメントをもたらすことができたらと「パラスポーツの

街づくり」を提案します。アート面でのパラトリエンナーレと

ともに、福祉のまちづくりにおける心身、文化の成長を促す役

割を担うと考えます。 

いただいたご意見は今後の

検討の参考とさせていただ

きます。 

106 今回の素案作りに際しては、沢山の当事者、保護者そして支援

者の意見に耳を傾けて下さり作られたと伺いました。当事者

たちの声が多くの方に届くことを願っています。 

ご賛同いただきありがとう

ございます。福祉のまちづく

りのさらなる充実を目指し、

取り組んでまいります。 

107 日本では普通であることが求められ、優秀すぎても、できなさ

過ぎても排除されてしまう社会のように感じる。 

この社会にはびこっている「迷惑をかけてはいけない」という

風潮から変えていかなくてはいけないのではないでしょう

か。 

ご意見として承ります。 

108 福祉を弱者のためだけのものとして、捉えている人が多いと

思います。けれど人が生きていく上で、福祉は欠かせないもの

だと思います。 

いただいたご意見は今後の

検討の参考とさせていただ

きます。 

109 横浜市の福祉のまちづくりを本気で進めようとするのなら

ば、福祉と教育がしっかりと連携し子どもたちに多様な学び

を保障していくほかないのではないでしょうか。 

いただいたご意見は今後の

検討の参考とさせていただ

きます。 

 
 
 



16 

 

Ｎｏ． 内容 市の考え方 

110 全く同じ人間はおらず、誰もが少数派なはずだが、多数派にな

ろうと頑張っている人が多い。少数派の部分（自分らしさ）が

活かされる社会になって欲しいと思う。 

ご意見として承ります。 

111 障害をもつ息子本人が希望する学校に進学できるまちにして

ほしい。 

ご意見として承ります。 

112 一括りに障害といってもそれぞれが抱える困難はとても様々

なので、福祉のまちづくりの視点においても色々な困難があ

ることを、障害あるなし関係なく共に考え行動できる機会（共

通のテーマである防災などはきっかけの一つになりうる）が

増えたら良いのではと思います。 

いただいたご意見は今後の

検討の参考とさせていただ

きます。 

113 子育て・高齢の問題はもちろん大切ですが、少数意見や想いを

言いやすい空気が地域にあると大変ありがたいと感じていま

す。議論や多数決による解決ではどうしてもそういったマイ

ナーな意見や想いは後回しにされたり、否決されたりされて

残念です。 

ご意見として承ります。 

114 仮に障害や生きづらさなどの困難があったとしても、その前

に一人の色々な考え方や趣味・志向・強みだってあって当然。

障害などはあくまで一部であって、障害者・健常者という言葉

を使ってしまうと、かえって心理的な隔たりを感じてしまう

のではないかと思う。良い意味で特別な人ではなく、他の方と

同じように一人の市民であるという感覚を、もっと自然に持

てたら良いのでは無いか。 

いただいたご意見は今後の

検討の参考とさせていただ

きます。 

115 困難の中には、コミュニケーションやこだわりの強さがある

ことで、どうしても周りや社会に馴染めず、地域での活動が限

定的になってしまうことがあると感じています。自分自身ま

だ悩みと葛藤の毎日なのですが、例え他者を尊重していても、

場の流れや空気に同調し、折り合いをつけて行くことが難し

い方もいると思います。何でもこういうものだと型にはめす

ぎずにもう少し柔軟さを大切にすることで、お互いにもう少

し折り合いをつけられたら良いのではないかと思います。 

ご意見として承ります。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

116 生きづらさは本当にさまざまと思うのですが、特に目に見え

づらい困難もあるという認識がもう少し広まるとありがたい

です。統一感がなく煩い看板だらけの街やピリピリした空気、

知らない人だらけの空間にいなければいけない苦痛、大きな

声でなくてもベラベラと喋っている人が近くにいるだけで息

苦しいなどといった、程度の問題とされて見過ごされがちな

困難もあることも、頭の片隅で良いので知っていて欲しいで

す。 

ご意見として承ります。 

117 エスカレーターに関してはもっとシンプルに、歩ける人は階

段を使う方がカッコいい・お得というような空気を演出でき

れば、結果的に真に必要な方が不自由なく使えることに繋が

るのではないかと思う。 

いただいたご意見は今後の

検討の参考とさせていただ

きます。 

118 情報発信には費用が嵩みます、政府のデジタル化への補助金

等があれば対象事業に認定をお願い出来ればと思います。 

ご意見として承ります。 

119 横浜のために私ができることは是非とも取り組んでまいりた

いと、今回のガイドを拝見し、更に強くそのように感じまし

た。本当にご苦労様でございます。 

ご賛同いただきありがとう

ございます。福祉のまちづく

りのさらなる充実を目指し、

取り組んでまいります。 

120 沢山の団体のあふれる思いを、読む側が負担にならない程度

に収めて書き込むのは大変難しいですよね。完成したら、関わ

っている居場所にも置きたいと思います。 

ご賛同いただきありがとう

ございます。福祉のまちづく

りのさらなる充実を目指し、

取り組んでまいります。 

121 福祉のまちづくりについて、峰岡町３丁目も常盤台地区も平

地が少なく丘の上地区に当り陸の孤島といわれている地区で

す。高齢者が増えて足腰が悪くなり一番辛いのは買物だそう

です。行きは良いが帰りは買い物で重いのでタクシーで帰る

方が多いです。近くのスーパーがあれば良いですが、無いので

買物が辛いそうです。昭和 40年代頃ありました引売（車で食

料品）を乗せて売りに行く、現在では人件費が掛って無理かも

しれませんが、そういうことが出来れば解消すると思うので

す。 

ご意見として承ります。 

122 高齢者の居場所、たまり場施設の建設を要望します。これから

は老々世帯、または高齢者の一人住が多くなることが目に見

えています。こういう人達がいつでも自由に出入りし、会話の

できる話室、カラオケ室、囲碁、将棋、図書館を備えた施設を

要望します。 

ご意見として承ります。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

123 62 系統バスの乗り場、降り場について、終日千丸台集会場に

変更してほしいです。 

ご意見として承ります。 

124 既存の障害者手帳やヘルプマーク等では、必要な支援・援助内

容は第三者には判りにくい為、内容が判りやすく伝わりやす

い仕組みと制度にする。例えば被援助者が求める援助内容を、

マークや色別表示した「カード」として携帯し、その周辺の者

へ知らせる、若しくはスマホ等の媒体で伝達できるようにす

るなど。 

ご意見として承ります。 

125 歩道と道路が分離され、且つ歩道が狭い場所で歩車道境界に

段差があり、車乗り入れの切り下げがある場合、車いすが不安

定で通行に大きな支障がある。歩道と車道との段差を無くす

か、最小限の高さに止め、車乗り入れの為の歩道切り下げを基

本的に見直す。 

ご意見として承ります。 

126 歩車道分離している既存道路で、車道の幅員確保を優先した

結果、歩道が狭く車いすの通行が難しい所が多々見受けられ

る。歩道幅員は車いすがすれ違える幅を最小限幅とし、車道の

幅員確保を優先しない。 

ご意見として承ります。 

127 幅員の狭い道路で歩車道の分離ができない場合、道路表層材

をアスファルトではなく、石敷やインターロッキング等凹凸

のあるものとし、歩行者兼用通路として車がスピードを出し

にくくする。雨天時、積雪時の高齢者他の転倒防止にもなり、

景観美化、埋没物の交換にも有用である。 

ご意見として承ります。 

128 電柱電線が、景観のみならず歩行者及び車いす通行を妨害し

ている。電柱設置は電力会社に行動以外の民有地を借りさせ、

公園以外に建てさせるか、高額の公道空間使用料を課して地

中埋没を推進する。 

ご意見として承ります。 

129 歩道には休憩場所がほどんどない。休憩場所があることで高

齢者が気軽に外出しやすくなり、体力の低下を防ぎ、ひいては

介護支出の増加を防ぐ。歩行者が多い場所には休憩用ベンチ

を一定間隔で設けたい。 

ご意見として承ります。 
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Ｎｏ． 内容 市の考え方 

130 バス停留所付近を中心とした歩道のバリアフリー化に向けた

整備促進を希望する。横浜市発行の「敬老特別乗車証」の発行

により高齢者のバス移動が著しい、健康増進にも連動してい

る。私が利用する 25系統は保土ケ谷区桜ヶ丘学園通りを走行

している地域は高齢者も多く、学生の利用者が多い。また、車

の交通量が著しい、このような環境下でのバス停留所が歩道

に則した位置に設定されているか設定されていないと、危険

個所のバス停留所ある。またバス利用の歩道はバリアフリー

化に整備してほしい。25 系統の桜ヶ丘岩崎中学校前付近から

桜高等学校周辺まで危険なバス停と歩道のない箇所がある。

学童、高齢者、障害者に優しいバリアフリー化の歩道整備促進

を計画いただきたい。 

ご意見として承ります。 

131 いつも横浜市の福祉充実のためにご尽力いただきましてあり

がとうございます。 

ご賛同いただきありがとう

ございます。福祉のまちづく

りのさらなる充実を目指し、

取り組んでまいります。 

132 誰もが「生きていてよかった」「横浜に住んでよかった」そん

な風に思える街になっていくよう今後ともご尽力下さいます

ようお願い申し上げます。 

福祉のまちづくりのさらな

る充実を目指し、取り組んで

まいります。 

 



 

横浜市福祉のまちづくり条例及び同規則の一部改正について（建築物） 

資料２ 

１ 公立小学校等の特別特定建築物への追加に伴う改正について 

 ⑴ 改正概要 

   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリアフリー法」とい

います。）の一部改正及びこれに伴う同法施行令（以下「政令」といいます。）の一部改正に

より、バリアフリー法に基づく制限の適用を受ける建築物（以下「特別特定建築物」といい

ます。）に公立小学校等 ※が追加されました。【参考１】 
  本市においては、以前から条例の規定により、全ての学校を特別特定建築物に追加してい

たことから、政令の改正の前後で公立小学校等に適用する規定が変わらないように機械的に

改正を行います。 
  改正の前後で制限内容に変更はありません。 

※小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校（前期課程に係るものに限る。）で公立のもの 

 

 ⑵ 施行日 

   令和３年４月１日（政令の施行日と同日） 

 

２ 小規模建築物に対する基準の緩和に伴う対応について 

 ⑴ 概要 

  これまでは特別特定建築物の対象規模を条例で引き下げた場合には、その規模によら

ず、政令で定める基準の全てが適用されることとなっていました。 

  今回、１の改正とは別に政令の改正があり、500 ㎡未満の特別特定建築物については、

政令で定める基準のうち経路に係る基準のみ適用することとなり、その他の基準を追加す

る場合には条例で定めることとされました。【参考２】 

  これに伴う条例・規則の改正の方向性について、専門委員会で議論させていただき、委

員会での議論を踏まえ、次回の推進会議で改めて議題としてあげさせていただきます。 

 

⑵ 検討スケジュール 

  令和３年２月   専門委員会 

      ５月   専門委員会 

      ６月   推進会議 

       10月１日 施行（政令の施行日と同日） 

・特別支援学校 
・病院又は診療所 

（…） 

政令根拠 

・公立小学校等 

・その他の学校 

・共同住宅 

（…） 

条例で追加 

特別特定建築物 

・特別支援学校 

・病院又は診療所 

（…）  

・公立小学校等 

政令根拠 

・その他の学校 

・共同住宅 

（…） 

条例で追加 

特別特定建築物 

改正前 改正後 

「公立小学校等」が令根拠で

特別特定建築物となる 



（２）市町村等による「心のバリアフリー」の推進（学校教育との連携等）（主務大臣に文科大臣を追加）

○目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化
促進方針(マスタープラン)の記載事項や、基本構想に記載する事業
メニューの一つとして、「心のバリアフリー」に関する事項を追加
○心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」を含むハード・
ソフト一体の基本構想について、作成経費を補助 （※予算関連）

○バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等

例）車両の優先席について、高齢者等に対し、声かけが恥ず
かしい等の理由で譲らないケースも存在。

○オリパラ東京大会を契機とした共生社会実現に向けた
機運醸成※１を受け、市町村、学校教育※２等と連携して「心
のバリアフリー」を推進することが必要
※１ 「ユニバーサルデザインの街づくり」と「心のバリアフリー」に
取り組む「共生社会ホストタウン」の拡大

※２ 新学習指導要領※に基づき「心のバリアフリー」教育を実施
（※小学校で2020年度から、中学校で2021年度から全面実施）

○ハード面のバリアフリー化を進める※一方で、使用方法等ソフト面の対応が十分ではないため、高
齢者・障害者等の移動等が円滑になされない事例が顕在化
※ 利用者数３千人以上/日の旅客施設の90％で段差解消、87％で障害者用トイレ設置（2018年度末）

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案
＜予算関連法律案＞

法案の概要

【教育啓発特定事業のイメージ】

2018年12月のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行やオリパラ東京大会を契機とした共生社会
実現に向けた機運醸成等を受け、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策等を強化する必要

車椅子サポート体験高齢者疑似体験

例１）車椅子の乗車方法に関し、公共
交通事業者の習熟が必要との指摘。
例２）交通結節点における接遇を含め
た関係者の連携が必要であるとの指
摘。（平成30年改正時の附帯決議）

○公共交通事業者など施設設置管理
者について、ハード整備とともに、ソフ
ト面の対策の強化が必要

①公共交通事業者等における課題 ②国民における課題

【目標・効果】共生社会の実現に向け、高齢者、障害者等を含む全ての人々が互いの個性を尊重しあう
移動等の環境を整備

《KPI》・「心のバリアフリー」の認知度：約24％（2019年度）→約75％（2030年度）

・国土交通省「トイレ利用マナーキャンペーン」の参加団体数：約1,700（2019年度）→約2,000（2025年度）

背景・必要性

１．公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化

○公共交通事業者等に対するソフト基準※適合義務の創設 （※ スロープ板の適切な操作、明るさの確保等）
○公共交通機関の乗継円滑化のため、他の公共交通事業者等からのハード・ソフト（旅客支援、情報提
供等）の移動等円滑化に関する協議への応諾義務を創設
○障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設（宿泊施設・飲食店等）の情報提供を促進

２．国民に向けた広報啓発の取組推進

（１）優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進

○国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、
障害者用トイレ等の適正な利用の推進」を追加

○公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載項目に「上記施設の適正な
利用の推進」等を追加

３．バリアフリー基準適合義務の対象拡大

○公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設（旅客特定車両停留施設）を追加
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令和２年１２月４日 

住宅局建築指導課 

 

小規模建築物に対応した建築物バリアフリー基準を整備します 

～「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を 

改正する政令」を閣議決定～ 
 

地方公共団体がより柔軟に条例による規模引き下げを行うことができるよう、特に小規

模となる 500 ㎡未満の規模を設定した場合に、その規模に見合った建築物移動等円滑化

基準（いわゆる建築物バリアフリー基準）に見直す「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。 

１． 背景 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下「法」とい

う。）第14条第１項の規定により、特別特定建築物の政令で定める規模（2000㎡）以上の建築をし

ようとするときは、当該特別特定建築物を、政令で定める建築物バリアフリー基準に適合させなければ

ならないとされています。加えて、同条第３項の規定により、地方公共団体は、条例で適合義務の対象

規模を引き下げ、又は建築物バリアフリー基準に必要な事項を付加することができます。 

現行の建築物バリアフリー基準は2000㎡以上の大規模の建築物を想定して定めているため、小規

模の建築物に当てはめた場合に建築主等にとって過度に負担の生じるものとなる場合も考えられ、条例

制定が進まない一因となっています。このため、地方公共団体がより柔軟に条例による規模引下げを行

うことができるよう、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18 年政

令第 379 号）について、所要の改正を行います。 

 

２． 概要 

（１）条例対象小規模特別特定建築物についての建築物バリアフリー基準（新設） 

法第14条第３項の規定により地方公共団体が条例で適合義務の対象となる建築の規模を 500㎡未

満で定めた場合における500㎡未満の特別特定建築物について、政令においては、 

・道等から高齢者、障害者等が利用する居室までの経路のうち一以上を移動等円滑化経路とし、当該経

路を構成する出入口、廊下、傾斜路、エレベーター、敷地内通路等をバリアフリー化すること 

・移動等円滑化経路を構成する廊下等、傾斜路及び敷地内通路の幅を 90㎝以上とすること 

・バリアフリー化の措置が取られたエレベーター等にはその旨の標識を設けること 

等を定めます。 

※これら以外の基準については、地方公共団体が規模等を勘案して条例で設定することができます。 

 

（２）その他 

その他所要の改正を行います。 
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３． スケジュール 

閣 議 決 定   令和２年１２月４日（金） 
公 布   令和２年１２月９日（水） 
施 行   令和３年１０月１日（金） 

＜問い合わせ先＞ 
国土交通省 住宅局 建築指導課 渡邉、山田 

代表：03-5253-8111（内線：39515、39538） 

直通：03-5253-8513 FAX：03-5253-1630 
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専門委員会における検討状況について（建築物） 

 

 
１ 概要 

平成 24 年に横浜市福祉のまちづくり条例（以下「条例」といいます。）が改正され、一定期間が経

過し、運用面での課題が明らかとなっています。ついては、運用の改善を目的として、横浜市福祉の

まちづくり条例施行規則（以下「施行規則」といいます。）の一部改正及び施設整備マニュアル[建築

物編]（以下「建築物マニュアル」といいます。）の一部改正を行います。 

 

 

２ 検討方法 

  推進会議の下部組織として専門委員会を設置し、検討しています。 

 

 

３ 専門委員会の開催状況 

(1) 令和元年度第４回 

令和２年２月 27日（木） ※書面開催 

検討内容：敷地内の通路、駐車場、廊下等、便所、ホテル又は旅館の客室 

     マニュアル改正案 

 

 (2) 令和２年度第２回 

令和２年 11月６日（金） 15：00～17：15 

検討内容：階段、エレベーター等 

     マニュアル改正案 

 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和２年度 

２月頃  令和２年度第３回 専門委員会 

令和３年度 

   ６月頃 第 47回推進会議 

        検討内容：改正整備基準 素案 

   ７月頃 意見公募（整備基準） 

   ９月頃 意見公募（建築物マニュアル） 

   10 月頃 改正整備基準 公布 

12月頃 改正整備基準 施行 

改正建築物マニュアル 発行 

 
 
 

  



【参考】専門委員会での検討状況 

 

項目 規則改正概要 
規則 

改正 

ﾏﾆｭｱﾙ 

改正 

専門委員会 

R元 

2月 

R２ 

11月 

R２ 

2月 

①移動等円滑化経路 ―  ○   ● 

②敷地内通路 
凹凸のない仕上げ【明確化】、段の手すり

の端部【明確化】、手すりの形状【明確化】 
○ ○ ●   

③駐車場 機械式駐車場【明確化】 ○ ○ ● ◎  

④出入口 ―  ○ ●   

⑤廊下等 
風営法入店禁止施設の子育て設備【緩和・

適正化】、凹凸のない仕上げ【明確化】 
○ ○ ●   

⑥階段 
エレベーター設置による緩和【強化・明確

化】 
○ ○  ● ◎ 

⑦傾斜路 ―  ○  ●  

⑧EV 等 
視覚障害者用設備【強化】、出入口の幅【緩

和】 
○ ○  ●  

⑨便所 

便所の出入口幅【緩和】、乳幼児用便所の

適用除外【緩和】、男子用便器のみの便房

【緩和】 

○ ○ ●   

⑩浴室等 ―  ○   ● 

⑪ホテル又は 

旅館の客室 
車いす使用者用客室内の便所【明確化】 ○ ○ ●   

⑫客席・舞台 車いす使用者用客席までの経路【明確化】 ○ ○   ● 

⑬標識 ―  ○   ● 

⑭案内設備 ―  ○  ●  

⑮案内設備 

までの経路 
―  ○  ●  

⑯視覚設備 ―  ○  ●  

⑰聴覚設備 ―  ○  ●  

⑱誘導設備等 ―  ○  ●  

⑲付帯設備   ○   ● 

⑳乳幼児用設備   ○   ● 

㉑誘導用ブロック   ○   ● 

共同住宅 第１回・第２回の改正内容を反映 ○ ○   ● 

表示板 全面改正【強化・明確化】 ○ ○   ● 

増築・用途変更 ※政令改正への対応を含めて検討中 ― ―   ● 

●検討又は検討予定、◎継続検討 

 



○スケジュール（予定）

2月 … … 11月 12月 … 2月 … 4月 5月 6月 … 10月 … 12月

公立小学校等の特別特定建築物
への追加に伴う改正について
＜条例改正＞

★
施
行

小規模建築物に対する基準の緩
和に伴う対応について
＜条例改正＞

専
門
委
員
会

専
門
委
員
会

推
進
会
議

★
施
行

運用改善を目的とした改正の検
討について
＜規則改正及び施設整備マニュ
アル改正＞

専
門
委
員
会

専
門
委
員
会

専
門
委
員
会

推
進
会
議

★
施
行

令和元年度 令和２年度

今
回
　
推
進
会
議

令和３年度
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横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について（公共交通機関の施設） 

 

１ 概要 

  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正及びこれに伴う移

動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令（以下「省令」といいま

す。）の一部改正により、新たに「旅客特定車両停留施設」のバリアフリー基準が規定さ

れます。 

 

 

 

 これに伴い、新たな国基準と整合性を図ることを目的として、横浜市福祉のまちづくり

条例施行規則に定めるバスターミナル等の整備基準を改正します。 

 

 ○バスターミナル・バス停留所に関する整備基準比較 

 

２ 改正内容 

 (1) 整備基準の対象となる区分として明記 

   横浜市の整備基準としては、既に対象として含まれていますが、法令上の位置づけが

明確化されたため、表記をそろえます。 

 

 (2) 旅客特定車両停留施設に係る整備基準の一部強化 

   今回新たに規定される国の整備基準の中には、従前の横浜市の整備基準より一部上

回るものがあります。国基準は「旅客特定車両停留施設」についてのみ適用されること

から、横浜市としても同様の適用範囲とした上で整備基準を強化し、省令で求める基準

と同等とします。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年２月～３月 改正省令の公布 

令和３年４月１日  改正省令、改正施行規則 施行  

 バスターミナル 

道路敷地内にある 

バスターミナルに 

類する施設 

バス停留所 

国 

【敷地別の基準】 
交通  道路 

横浜市 

【用途別の基準】 
交通 

旅客特定車両停留施設… 

交通混雑の緩和を目的とした、バス等の事業者専用の停留施設。令和２年５月の

道路法改正により、道路附属物として新たに位置付けられたもの。 

 

 

 

新設 
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専門委員会における検討状況について（公共交通機関の施設） 

 

 

１ 趣旨 

国土交通省は、平成 30年３月にバリアフリー法（※１）に基づく「移動等円滑化のた

めに必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」（以下「交通

バリアフリー基準」といいます。）及び「公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン

（旅客施設編・車両等編）」（以下「ガイドライン」といいます。）を改正しました。 

新たな交通バリアフリー基準及びガイドラインと整合性を図ることを目的として、横

浜市福祉のまちづくり条例施行規則に規定する公共交通機関の施設の整備基準（以下「本

市基準」といいます。）及び整備基準を解説する「福祉のまちづくり条例施設整備マニュ

アル[公共交通機関の施設編]（以下「マニュアル」といいます。）を見直すこととなりま

した。 

改正した本市基準は、既に令和２年４月に公布していますが、このたび、マニュアルの

改正案がまとまりましたのでご報告します。 
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２ 検討の経過 

 第 42回推進会議（平成 30年８月）において、専門委員会で本市交通基準及びマニュアルの改正

について検討することが承認されました。これを受け、平成 30年 12月から検討を開始しました。 

年度 月 推進会議 専門委員会 その他の動き 

H30 

 

８    

12    

２    

H31 

・ 

R1 

４    

６    

８    

11    

12    

１    

２    

R2 ４    

５    

６    

７    

８    

９    

10    

11    

12    

意見照会(随時) 
 マニュアルの 

改正案について 

第１回 
マニュアル改正案に

ついて 

第 45回 
検討状況報告 

第 46回 
検討状況報告 

意見照会 
マニュアル改正案について

 

第１回作業部会 
マニュアルの改正案検討①  

改正規則公布 

市民意見公募 
マニュアル改正案 

第 43回 
検討状況報告 

第 44 回 
本市基準改正案素案承認 

第４回 
作業部会における 

マニュアルの検討を決定 

市民意見公募 
本市基準改正案 

第３回 
本市基準の改正案検討① 

第 42回 
専門委員会における 

基準の検討を承認 

第４回 
本市基準の改正案検討② 

第１回 
本市基準の改正案検討③ 

第３回 
本市基準の改正案検討④ 

第２回作業部会 
マニュアルの改正案検討② 

第３回作業部会 
マニュアルの改正案検討③ 
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３ 改正概要 

(1) 本市基準 

ア 移動等円滑化された経路 

(ｱ) 移動等円滑化された経路（バリアフリールート）の整備 

ａ バリアフリールートに関する整備基準の項目を追加（規則別表第８、第９） 

・個別の整備項目（出入口、通路など）に分散していたバリアフリールートの考え方を、公共

用通路（鉄道駅の出入口）から車両等の乗降口までの一連のルートの整備によって構成され

ることがわかるよう、明文化しました。 

ｂ 主要なルートとバリアフリールートが異なる場合の整備基準 ① 

・主要なルートとバリアフリールートが異なる場合、長さの差をできる限り小さくすることを

基準化しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 主要なルートと移動等円滑化されたルートが異なる場合の整備基準 ② 

・事前協議の際、長さの差をできる限り小さくしたルートであることを、書面により説明する

ことを基準化しました。 

（「できる限り」の定義が曖昧で個別性が高く、駅ごとに丁寧に判断する必要があるため、図面

等を用いて説明を求めることを基準化） 
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(ｲ) バリアフリールートの複数整備 

ａ 線路、水路等を挟んだ各側に出入口がある駅の整備基準 ①（原則として全ての駅） 

・線路、水路等を挟んで出入口がある場合、その各側にそれぞれバリアフリールートを設ける

ことを基準化しました。 

（対象となる駅は、線路・水路等を挟んだ各側に出入口を有する全ての鉄軌道駅） 

 

ｂ 線路、水路等を挟んだ各側に出入口がある駅の整備基準 ② （例外規定） 

・駅の規模、出入口の設置状況や、駅の利用の状況等を勘案して利便を著しく阻害しない場合

は、上記の規定の対象外とすることを基準化しました。 

 

(ｳ) 乗り継ぎルートのバリアフリー化 

ａ 同一事業者間の乗り継ぎルートのバリアフリー化 

・同一事業者間の乗り継ぎルートの１以上をバリアフリー化することを基準化しました。 

ｂ 主たる乗り継ぎルートとバリアフリー化された乗り継ぎルートが異なる場合の整備基準 

① 

・主たる乗り継ぎルートとバリアフリー化された乗り継ぎルートが異なる場合には、長さの差

をできる限り小さくすることを基準化しました。 

ｃ 主たる乗り継ぎルートとバリアフリー化された乗り継ぎルートが異なる場合の整備基準 

② 

・長さの差をできる限り小さくしたルートであることを、事前協議の際に書面による説明を求

めることとしました。 
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イ エレベーター 

利用の状況を考慮した台数、大きさ 

鉄道駅等の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮してエレベーターの台数、大きさを定めるこ

とを基準化しました。 

 

ウ 便所 

(ｱ) 構成の変更 

ａ 整備基準の構成の変更 ① 

・多機能トイレへの利用者集中を解消するため、多機能トイレを想定した現行整備基準の構成

から、多様な利用者のニーズを複数のトイレで対応することが可能な構成に変更しました。 

 

ｂ 整備基準の構成の変更 ② 

・便所全体に関する整備基準が２つの項目に分かれて規定されているなど、参照すべき条文が

わかりにくかったため、機能毎に整備基準の構成を組み替えました。 

（本市建築物整備基準と同様） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般便所に広めの便房を設け、一部の車 

いす使用者でも使用できる便房を増やす 

多機能トイレに設備が集中している 

 

 

一般便所 

 
 
 
 

多機能トイレ（便房） 
・車いす使用者用設備 
・オストメイト対応設備 
・乳幼児用設備 

                   

 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般便所 

・広めの便房 
・乳幼児用設備 
・オストメイト対応設備 

 

 
 

多機能トイレ（便房） 
・車いす使用者用設備 
・オストメイト対応設備 

  

車いす使用者

が利用可能 

（解消前） （解消後） 

利用者の集中を解消する整備例（配置イメージ） 
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(ｲ) 乳幼児連れ用設備等の基準化 

ａ 乳幼児連れ用設備 

・乳幼児連れ用設備（おむつ交換台、ベビーチェア）の設置及び設置場所を新たに基準化しま

した。 

・おむつ交換台は、１以上の便所（男子用及び女子用の区別があるときはそれぞれ１以上）に

おいて設置することを基準化しました。（設置場所は便房内に限定しない規定としました） 

ｂ 乳幼児連れ用設備の案内表示 

・乳幼児連れ用設備を設けた便所及び便房出入口の案内表示を、新たに基準化しました。 

ｃ 専用水栓  

・専用水栓を１以上設置することを基準化しました。 

ｄ 視覚障害者に対する案内（音・点字等による案内）設備 

・視覚障害者にわかるように、便所の男女別及び構造を音や点字等の方法で示す設備の設置を

基準化しました。 

 

エ 案内表示 

項目名の変更 

整備基準の項目の表記を「案内標示」から「案内表示」に変更しました。 

 

(2) マニュアル 

ア 全体に関する内容 

構成、要素の見直し・追加 

(ｱ) レイアウトの見直し 

・基準に対応する参考図と解説が分かりやすいレイアウトにします。 

(ｲ)  図・解説の見直し 

・改正した基準に合わせ、図・解説を修正・追加します。 

(ｳ) コラム・利用者の声の追加 

・施設整備をする際の参考となるよう、整備基準や福祉のまちづくりに関連する事項を「コ

ラム」として新たに掲載します。 

・利用者の意見や要望を「利用者の声」として新たに掲載します。 

 

イ 概要編 

概要編の追加 

条例及び施行規則の趣旨や、全ての項目に共通する事項を解説するページとして「概要編」

を新設します。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和３年２月 改正本市基準施行、改正マニュアル発行 

          ※改正したマニュアルは市ホームページで公開します 



資料５別紙

01181127
長方形
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　多機能トイレの整備を否定するものではありませんが、特に利用者が多い場合は多様な利用者のニーズを複数のトイ

レで対応する設計を検討して下さい。重要です。
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（1）

17
基本的な考え

（2）

音響装置により火災を知らせる警報設備を設けなければならない。

屋外へ通ずる出入口には、点滅型誘導灯を設けなければならない。

　高齢者、障害者等が施設を利用できるよう整備することに止まらず、非

常時における情報伝達のあり方にも配慮します。特に警報設備及び避難口

誘導灯については、視覚と聴覚による情報伝達が行えるよう十分配慮する

必要があります。
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図17-１　避難口誘導灯の例

誘導灯

点滅ランプ
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