
Ⅳ バリアフリー化
か

の進
すす

め方
かた

 



 

 



Ⅳ-1 

1．1 持続的
じぞくてき

な交通
こうつう

バリアフリー化
か

のためのしくみ  

吹田市
す い た し

では、吹田市
す い た し

交通
こうつう

バリアフリー懇談会
こんだんかい

を継続
けいぞく

して開催
かいさい

し、市
し

全体
ぜんたい

の交通
こうつう

バリアフリー化
か

の

実現
じつげん

を図
はか

っていきます。 

千里山
せんりやま

・関大前
かんだいまえ

地区
ち く

、南千里
みなみせんり

地区
ち く

では、基本
き ほ ん

構想
こうそう

策定後
さくていご

、市
し

の道路
ど う ろ

特定
とくてい

事業
じぎょう

計画
けいかく

検討
けんとう

時
じ

におい

ても、吹田市
す い た し

交通
こうつう

バリアフリー懇談会
こんだんかい

において進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を確認
かくにん

しながら、より多
おお

くの市民
し み ん

の

意見
い け ん

を反映
はんえい

させるため、地区
ち く

ごとのワークショップを開催
かいさい

します。また、道路
ど う ろ

特定
とくてい

事業
じぎょう

計画
けいかく

を検討
けんとう

する際
さい

にも、ユニバーサルデザイン※2）にも配慮
はいりょ

を行
おこな

います。 

基本
き ほ ん

構想
こうそう

策定後
さくていご

の持続的
じぞくてき

な交通
こうつう

バリアフリー化
か

のためのしくみを図
ず

Ⅳ-1に示
しめ

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
ず

Ⅳ-1 持続的
じぞくてき

な交通
こうつう

バリアフリー化
か

のためのしくみ 

 

※2）ユニバーサルデザイン 

あらかじめ、障害
しょうがい

の有無
う む

、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、人種
じんしゅ

等
など

にかかわらず多様
たよう

な人々
ひとびと

が利用
りよ う

しやすいよう都市
と し

や生活
せいかつ

環境
かんきょう

を

デザインする考
かんが

え方
かた
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委員会
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行
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Ⅳ-2 

1．2 交通
こうつう

バリアフリー化
か

に向けた
む   

責務
せき む

と役割
やくわり

 

本基本
ほんきほん

構想
こうそう

は、交通
こうつう

バリアフリー法
ほう

に基
もと

づく、国
くに

・地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

・公安
こうあん

委員会
いいんかい

・公共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業者
ぎょうしゃ

・市民
し み ん

が、それぞれの役割
やくわり

と責務
せ き む

を果
は

たすことによって、交通
こうつう

バリアフリー化
か

を実現
じつげん

してい

くことを前提
ぜんてい

として作成
さくせい

しています。 

このような前提
ぜんてい

条件
じょうけん

が整
ととな

わないときには、バリアフリー整備
せ い び

目標
もくひょう

や事業
じぎょう

の実現
じつげん

時期
じ き

が相当
そうとう

に

遅
おく

れることがあります。事業
じぎょう

が円滑
えんかつ

に進
すす

められるよう吹田市
す い た し

はもとより、それぞれの関係
かんけい

機関
き か ん

に

おいて、必要
ひつよう

な資金
し き ん

の確保
か く ほ

や地域
ち い き

との合意
ご う い

形成
けいせい

にむけた理解
り か い

と調整
ちょうせい

等
など

の最大限
さいだいげん

の努力
どりょく

を必要
ひつよう

とし

ます。 

 

担当
たんとう

 役割
やくわり

 責務
せ き む

 

国
くに

 

・移動
い ど う

円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を定
さだ

めます。 

・「移動
い ど う

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

」を定
さだ

め、基
き

準適合性
じゅんてきごうせい

を審査
し ん さ

し、認定
にんてい

および事業
じぎょう

実施
じ っ し

を勧告
かんこく

します。 

・市町村
しちょうそん

が策定
さくてい

する基本
き ほ ん

構想
こうそう

への助言
じょげん

を行
おこな

います。 

・移動
い ど う

円滑化
えんかつか

を促進
そくしん

するために必要
ひつよう

な資金
し き ん

の確保
か く ほ

その他
た

の措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めま

す。 

・移動
い ど う

円滑化
えんかつか

に関
かん

する研究
けんきゅう

開発
かいはつ

の推進
すいしん

およ

びその成果
せ い か

の普及
ふきゅう

に努
つと

めます。 

・広報
こうほう

活動
かつどう

等
など

を通
つう

じて移動
い ど う

円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に

関
かん

する国民
こくみん

の理解
り か い

を深
ふか

めるよう努
つと

めま

す。 

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

 

・単独
たんどく

又
また

は共同
きょうどう

して「基本
き ほ ん

構想
こうそう

」を

作成
さくせい

します。 

・ 公共
こうきょう

交通
こうつう

特定
とくてい

事業
じぎょう

実施
じ っ し

を交通事
こうつうじ

業者
ぎょうしゃ

に要請
ようせい

します。 

・道路
ど う ろ

特定
とくてい

事業
じぎょう

計画
けいかく

を作成
さくせい

し実施
じ っ し

しま

す。 

・国
くに

の施策
せ さ く

に準
じゅん

じて移動
い ど う

円滑化
えんかつか

を促進
そくしん

する

ために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めま

す。 

公安
こうあん

委員会
いいんかい

 

・単独
たんどく

又
また

は共同
きょうどう

して「交通
こうつう

安全
あんぜん

特定
とくてい

事業
じぎょう

計画
けいかく

」を作成
さくせい

し実施
じ っ し

します。 

・基本
き ほ ん

構想
こうそう

の作成
さくせい

に協 力
きょうりょく

します。 

公共
こうきょう

交通
こうつう

事業者
じぎょうしゃ

 

・「基本
き ほ ん

構想
こうそう

」に即
そく

して「公共
こうきょう

交通
こうつう

特定
とくてい

事業
じぎょう

計画
けいかく

」を作成
さくせい

し実施
じ っ し

します。 

・基本
き ほ ん

構想
こうそう

の作成
さくせい

に協 力
きょうりょく

します。 

・新設
しんせつ

旅客
りょかく

施設
し せ つ

等
など

についての「移動
い ど う

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

」の適合
てきごう

義務
ぎ む

。 

・既存
き ぞ ん

旅客
りょかく

施設
し せ つ

等
など

についての「移動
い ど う

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

」適合
てきごう

努力
どりょく

義務
ぎ む

。 

市民
し み ん

 
・高齢者

こうれいしゃ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

等
など

の公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

した円滑
えんかつ

な移動
い ど う

を確保
か く ほ

するために

協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めます。 

 
 


