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１ バリアフリーに関
かん

する 状 況
じょうきょう

と課題
か だ い

 

（1）市域
し い き

の現況
げんきょう

整理
せ い り

 

ア 吹田市
す い た し

の概要
がいよう

 

【交通
こうつう

利便性
りべんせい

の高
たか

い都市
と し

】 

本市
ほ ん し

は、名神
めいしん

高速
こうそく

道路
ど う ろ

、中 国
ちゅうごく

自動
じ ど う

車道
しゃどう

、近畿
き ん き

自動
じ ど う

車道
しゃどう

の結節点
けっせつてん

を有
ゆう

すると

ともに、市域
し い き

から 10km圏内
けんない

には JR新
しん

大阪駅
おおさかえき

や大阪
おおさか

国際
こくさい

空港
くうこう

が位置
い ち

しており、

遠隔地
えんかくち

 との交通
こうつう

 の便
べん

 に優
すぐ

 れています。また、国道
こくどう

 をはじめとする幹線
かんせん

道路
ど う ろ

 や

複数
ふくすう

 の鉄道
てつどう

路線
ろ せ ん

 が市内
し な い

 を通
とお

 るとともに、多
おお

 くの鉄道
てつどう

駅
えき

 があり、大阪
おおさか

都心部
と し ん ぶ

 や

近隣
きんりん

都市
と し

との 間
あいだ

の移動
い ど う

を容易
よ う い

にしています。また、平成
へいせい

31 （2019）年
ねん

には JR

おおさか 東
ひがし

線
せん

 （放
はな

出
てん

 ・新
しん

大
おお

阪
さか

間
かん

）

が開
かい

業
ぎょう

 し、本
ほん

市
し

 にも新
あら

 たに

南吹田駅
みなみすいたえき

 が設置
せ っ ち

 され、更
さら

 なる利
り

便
べん

性
せい

 の向
こう

上
じょう

 が期
き

待
たい

 されていま

す。このように本市
ほ ん し

は、広域
こういき

交通
こうつう

の利便性
りべんせい

に優
すぐ

れており、商
しょう

業
ぎょう

 ・

業務
ぎょうむ

施
し

設
せつ

 が立
りっ

地
ち

 するうえで有
ゆう

利
り

な 条
じょう

件
けん

を備
そな

えています。また、

大阪
おおさか

都心部
と し ん ぶ

 などへの通
つう

勤
きん

 ・通
つう

学
がく

など日
にち

常
じょう

的
てき

 な市
し

民
みん

生
せい

活
かつ

 の利
り

便
べん

性
せい

 は、本市
ほ ん し

 の魅力
みりょく

 を高
たか

 める大
おお

 き

な要因
よういん

の一
ひと

つとなっています。 

図
ず

：広域図
こういきず

（都市
と し

計画
けいかく

マスタープランより） 
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イ 人口
じんこう

の状 況
じょうきょう

 

【人口
じんこう

は当面
とうめん

増加
ぞ う か

する見
み

込
こ

み】 

本
ほん

市
し

 の人
じん

口
こう

 は、 住
じゅう

宅
たく

用
よう

地
ち

 の再
さい

整
せい

備
び

 を背
はい

景
けい

に増
ぞう

加
か

し続
つづ

けています。今後
こ ん ご

も、千里
せ ん り

ニ

ュータウンでの建
たて

替
か

 えや新
あら

 たな 住
じゅう

宅
たく

建
けん

設
せつ

により、当
とう

面
めん

の 間
あいだ

 （令
れい

和
わ

12 （2030）年
ねん

ごろ

まで）は人
じん

口
こう

が増
ぞう

加
か

する見
み

込
こ

みです。 

 

【少子
しょうし

高齢化
こうれいか

の進展
しんてん

の見込
み こ

み】 

人口
じんこう

構造
こうぞう

は、年 少
ねんしょう

人口
じんこう

と生産
せいさん

年齢
ねんれい

人口
じんこう

がいずれも減 少
げんしょう

している一方
いっぽう

、老年
ろうねん

人口
じんこう

は増加
ぞ う か

 してきており、今後
こ ん ご

 も少子
しょうし

高齢化
こうれいか

が進展
しんてん

する見込
み こ

みです。 

 

【高齢化率
こうれいかりつ

増加
ぞ う か

の見込
み こ

み】 

人口
じんこう

全体
ぜんたい

に対
たい

する老年
ろうねん

人口
じんこう

（65歳
さい

以上
いじょう

）

の割合
わりあい

である高齢化率
こうれいかりつ

は、令和
れ い わ

22  （2040）

年
ねん

時点
じ て ん

において 30.8％程度
て い ど

と、全国
ぜんこく

平均
へいきん

に

比
くら

 べて低
ひく

 い水 準
すいじゅん

 で推移
す い い

 することが見込
み こ

 ま

れます。しかし、割合
わりあい

は年々
ねんねん

増加
ぞ う か

しており、

今後
こ ん ご

 も高齢化
こうれいか

 が進行
しんこう

 する見込
み こ

 みです。特
とく

に、後期
こ う き

高齢者
こうれいしゃ

 （75歳
さい

以上
いじょう

）の増加
ぞ う か

により

高齢化率
こうれいかりつ

が高
たか

くなると予想
よ そ う

されます。 
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全国
ぜんこく

及
およ

び大阪府
おおさかふ

資料
しりょう

：令和
れい わ

２年
ねん

まで 総務省
そうむしょう

「国勢
こくせい

調査
ちょうさ

」、 

令和
れい わ

７年
ねん

以降
いこ う

 国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうじょ

  

「日本
に ほん

の将 来
しょうらい

推計
すいけい

人口
じんこう

（令和
れい わ

５年
ねん

推計
すいけい

）」 

吹田市
す い た し

資料
しりょう

：吹
すい

田
た

市
し

第
だい

４次
じ

総合
そうごう

計画
けいかく

基本
き ほん

計画
けいかく

改訂版
かいていばん

（令和
れ いわ

２年
ねん

実測値
じっそくち

補完
ほ かん

） 

図
ず

：吹田市
す い た し

の人口
じんこう

の推移
す い い

と将来
しょうらい

人口
じんこう

 

資
し

料
りょう

：吹
すい

田
た

市
し

第
だい

４次
じ

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

改
かい

訂
てい

版
ばん

 

（令和
れ い わ

２年
ねん

実測値
じっそくち

補完
ほ か ん

） 

図
ず

：本市
ほ ん し

の高齢者数
こうれいしゃすう

の推移
す い い
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人口密度（人/㎢） 

 【高
たか

い人口
じんこう

密度
み つ ど

】 

本市
ほ ん し

 は市内
し な い

全域
ぜんいき

 が人口
じんこう

集 中
しゅうちゅう

地区
ち く

 （DID）に

指定
し て い

されており、町
まち

別
べつ

の人口
じんこう

密度
み つ ど

は、12,500～

15,000 人/㎢の区域
く い き

が 15 と 最
もっと

も多
おお

くなってい

ます。また、大阪府
おおさかふ

の人口
じんこう

密度
み つ ど

平均
へいきん

は 4,638人
にん

/㎢であり、ほとんどの区域
く い き

 で大阪府
おおさかふ

平均
へいきん

以上
いじょう

の人口
じんこう

密度
み つ ど

になっています。 

 

 

 

 

【吹田市
す い た し

人口
じんこう

の約
やく

５％が 障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

】 

本市
ほ ん し

 の身体障
しんたいしょう

 がい者
しゃ

手帳
てちょう

 、 療 育
りょういく

手帳
てちょう

 、精神障
せいしんしょう

 がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 の

所持者数
しょじしゃすう

は、令
れい

和
わ

元
がん

 （2019）年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

５ （2023）年
ねん

度
ど

にかけて２万
まん

人
にん

前
ぜん

後
ご

で推
すい

移
い

しています。また、各 障
かくしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

の所持者数
しょじしゃすう

を合計
ごうけい

すると、令和
れ い わ

５

（2023）年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

で 19,307人
にん

 （重複分
ちょうふくぶん

を含
ふく

む）となり、本市
ほ ん し

の人口
じんこう

総数
そうすう

の

約
やく

5.0％にあたります。 

  

項目
こうもく

 
令和元
れいわがん

年度
ね ん ど

(2019) 

令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

(2020) 

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

(2021) 

令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

(2022) 

令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

(2023) 

人口
じんこう

総数
そうすう

 a 373,978 376,944 378,781 381,238 382,336 

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

総数
そうすう

 b=b1+b2+b3 20,881 18,622 18,759 19,125 19,307 

  身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

 b1 12,360 12,292 12,184 12,043 12,184 

  療育
りょういく

手帳
てちょう

 b2  3,080 3,175 3,273 3,372 3,273 

  精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

 b3 3,182 3,292 3,668 3,892 3,668 

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

の比率
ひ り つ

 c=b/a 5.6% 4.9% 5.0% 5.0% 5.0% 

 
資料
しりょう

：人口
じんこう

総数
そうすう

 各年度
かくねんど

末
まつ

現在
げんざい

の住 民
じゅうみん

基本
き ほん

台 帳
だいちょう

人口
じんこう

（外国人
がいこくじん

を含
ふく

む） 各 障
かくしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう

 障
しょう

がい福祉室
ふくししつ

 オープンデータ 

※令和
れ いわ

２年度
ね んど

以降の身体障
しんたいしょう

がい者手帳
てちょう

及
およ

び療 育
りょういく

手帳
てちょう

の所持者数
しょじしゃすう

は、死亡
しぼ う

・転出後
てんしゅつご

に届出
とどけで

のないものを職 権
しょっけん

削除
さくじょ

した 値
あたい

 

 

右図
み ぎ ず

：町
まち

別
べつ

の人口
じんこう

密度
み つ ど

資料
しりょう

：総務省
そうむしょう

「国勢
こくせい

調査
ちょうさ

（令和
れいわ

２年
ねん

）」

表
ひょう

：障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

所持者数
しょじしゃすう
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ウ 交通
こうつう

の状 況
じょうきょう

 

【公 共
こうきょう

交通
こうつう

利用圏
りようけん

は市内
し な い

のほぼ全域
ぜんいき

をカバー】 

吹田
す い た

市内
し な い

では、JR、阪 急
はんきゅう

電鉄
でんてつ

、Osaka Metro、

北
きた

大阪
おおさか

急 行
きゅうこう

、大阪
おおさか

モノレール、また、阪
はん

急
きゅう

バ

ス、近鉄
きんてつ

バス、すいすいバス（コミュニティバ

ス）が運行
うんこう

されています。公 共
こうきょう

交通
こうつう

利用圏
りようけん

は、

鉄道
てつどう

 とバスの勢圏
せいけん

範囲
は ん い

 によって、市内
し な い

 のほぼ

全域
ぜんいき

 がカバーされている 状 況
じょうきょう

 で、市
し

 の居
きょ

住
じゅう

人
じん

口
こう

 に対
たい

 しては約
やく

 95％の範
はん

囲
い

 をカバーしてい

ます。 

また、タクシー（一般
いっぱん

タクシー・介護
か い ご

福祉
ふ く し

タ

クシー等
とう

 ）は、市民
し み ん

 や来訪者
らいほうしゃ

 の移動
い ど う

手段
しゅだん

 とな

っています。 

 

エ 立地
り っ ち

の状 況
じょうきょう

 

【住 居
じゅうきょ

系
けい

の用途
よ う と

地域
ち い き

が約
やく

84.5％】 

本市
ほ ん し

は全域
ぜんいき

が市街化
し が い か

区域
く い き

に指定
し て い

されており、

その用途
よ う と

地域
ち い き

は、江坂
え さ か

周 辺
しゅうへん

の 商 業
しょうぎょう

地域
ち い き

、JR東
とう

海
かい

道
どう

本
ほん

線
せん

 や神
かん

崎
ざき

川
がわ

周
しゅう

辺
へん

 の工
こう

業
ぎょう

地
ち

域
いき

 などを除
のぞ

き、約
やく

 84.5％のエリアが住 居
じゅうきょ

系
けい

 の用途
よ う と

地域
ち い き

 と

なっています。 

 

 

図
ず

：バス・鉄道勢圏図
てつ ど う せ い けん ず

 

(地域
ち い き

コミュニティ交通
こうつう

導入
どうにゅう

ガイドラインより) 

凡例 用途地域 面積(ha) 割合

第一種低層住居専用地域 473 13.8%

第二種低層住居専用地域 7 0.2%

第一種中高層住居専用地域 1,123 32.8%

第二種中高層住居専用地域 553 16.1%

第一種住居地域 430 12.6%

第二種住居地域 286 8.3%

準住居地域 24 0.7%

近隣商業地域 161 4.7%

商業地域 107 3.1%

準工業地域 184 5.4%

工業地域 77 2.2%

合計 3,425 100%

半径 800ｍ以内 

半径 300ｍ以内 

右
みぎ

図表
ずひょう

：用途
よ う と

地域
ち い き

の状 況
じょうきょう

資料
しりょう

：吹田市
す い た し

の都市
と し

計画
けいかく

、吹田市
す い た し

資料
しりょう

令和
れ い わ

４年版
ねんばん

吹田市
す い た し

統計書
とうけいしょ
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（2）これまでの取
と

り組
く

み 

ア バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

の策定
さくてい

と事業
じぎょう

の実施
じ っ し

 

これまで、市内
し な い

 のバリ

アフリー化
か

 にあたり市内
し な い

の鉄道
てつどう

駅
えき

周 辺
しゅうへん

 （10地区
ち く

15

駅
えき

）を重点的
じゅうてんてき

に整備
せ い び

する

地区
ち く

 （重 点
じゅうてん

整備
せ い び

地区
ち く

）と

して設定
せってい

 し、バリアフリ

ー化
か

事
じ

業
ぎょう

 を進
すす

 めてきま

した。主要
しゅよう

 な事業
じぎょう

 の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

 としては、

令和
れ い わ

５ （2023）年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

において、鉄道
てつどう

駅
えき

の事業
じぎょう

整備率
せいびりつ

 が約
やく

 90％※、道路
ど う ろ

 （生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
け い ろ

）の事業
じぎょう

整備率
せいびりつ

が約
やく

95％となりました。 

※令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

の見直
み な お

しによる新規
し ん き

事業
じぎょう

 （可動式
かどうしき

ホ

ーム柵
さく

の設置
せ っ ち

）を含
ふく

めた事業
じぎょう

整備率
せいびりつ

です。 

 

イ 事業
じぎょう

者
しゃ

等
とう

の取
と

り組
く

み紹
しょう

介
かい

 

【鉄道
てつどう

駅
えき

のバリアフリー化
か

と可動式
かどうしき

ホーム柵
さく

の設置
せ っ ち

】 

公 共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業 者
ぎょうしゃ

において、鉄道
てつどう

駅
えき

におけるエレ

ベーターやバリアフリートイレの設置
せ っ ち

、プラットホ

ームからの転落
てんらく

 や走行中
そうこうちゅう

 の列車
れっしゃ

 との接 触
せっしょく

事故
じ こ

 を

防
ふせ

ぐため可
か

動
どう

式
しき

ホーム柵
さく

等
とう

の設
せっ

置
ち

を進
すす

めています。 

図
ず

：吹田市
す い た し

バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

と 

市内
し な い

の重点
じゅうてん

整備
せ い び

地区
ち く

の範囲
は ん い

（令和
れ い わ

６年
ねん

３月
がつ

策定
さくてい

） 

写真
しゃしん

：江坂
え さ か

駅
えき
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【駅
えき

構内
こうない

や車 両
しゃりょう

等
とう

における利用者
りようしゃ

のマナー向 上
こうじょう

に向
む

けた取
と

り組
く

み】 

公 共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業 者
ぎょうしゃ

 において、優先
ゆうせん

座席
ざ せ き

 の利用
り よ う

 や

障
しょう

 がい者
しゃ

 やベビーカーを利用
り よ う

 する方
かた

 へのエレベ

ーターの優先
ゆうせん

利用
り よ う

 のお願
ねが

 いに関
かん

 するポスターの

掲示
け い じ

等
とう

 を実施
じ っ し

 し、鉄道
てつどう

 やバス 乗 車
じょうしゃ

時
じ

 のマナー

向 上
こうじょう

に向
む

けた啓
けい

発
はつ

を進
すす

めています。 

 

  

【サービス介助士
かいじょし

の資格
し か く

取得
しゅとく

の推進
すいしん

】 

公 共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業 者
ぎょうしゃ

において、高齢
こうれい

者
しゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

を手伝
て つ だ

うときの「おもて

なしの 心
こころ

」と「介助
かいじょ

技術
ぎじゅつ

」を学
まな

び、相手
あ い て

に安心
あんしん

していただきながら手伝
て つ だ

いが

できる職 員
しょくいん

の育成
いくせい

に向
む

けて「サービス介助士
かいじょし

」の資格
し か く

取得
しゅとく

を推進
すいしん

しています。 

 

【バスロケーションサービス等
とう

の提 供
ていきょう

】 

阪
はん

急
きゅう

 バス株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 において、平成
へいせい

 30

（2018）年
ねん

からバスの接近
せっきん

情 報
じょうほう

案内
あんない

サービ

ス（バスロケーションサービス）及
およ

 び WEB

延 着
えんちゃく

証 明
しょうめい

サービスが提 供
ていきょう

されています。 

 

 

【バリアフリー法
ほう

第
だい

17 条
じょう

に基
もと

づく認定
にんてい

特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

】 

バリアフリー法
ほう

に基
もと

づき、特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

の計画
けいかく

が 「建築物
けんちくぶつ

移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

を

超
こ

え、かつ、建築物
けんちくぶつ

移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

誘導
ゆうどう

基準
きじゅん

」に適合
てきごう

する場合
ば あ い

に、建築
けんちく

主
ぬし

等
とう

は任意
に ん い

で所管
しょかん

行
ぎょう

政 庁
せいちょう

の認定
にんてい

を受
う

けることができます。本市
ほ ん し

では、平成
へいせい

25 （2013）年
ねん

以降
い こ う

、４件
けん

の建築物
けんちくぶつ

を認定
にんてい

しています。 

右
みぎ

画像
が ぞ う

：鉄道
てつどう

駅
えき

掲載
けいさい

の国土
こ く ど

交通省
こうつうしょう

キャンペーンポスター 

右
みぎ

画像
が ぞ う

：阪
はん

急
きゅう

バス「接近
せっきん

情報
じょうほう

検索
けんさく

」 
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（3）アンケート調査
ちょうさ

結果
け っ か

 

ア 調査
ちょうさ

の概要
がいよう

 

バリアフリーマスタープランを策定
さくてい

 するにあたり、バリアフリーに関
かん

 する

市民
し み ん

の意向
い こ う

を把握
は あ く

しました。 

実施
じ っ し

期間
き か ん

  ：令和
れ い わ

６(2024)年
ねん

５月
がつ

１日
にち

 ～６月
がつ

15日
にち

 

配布
は い ふ

/回収数
かいしゅうすう

 ：配布
は い ふ

1,794 票
ひょう

 / 回 収
かいしゅう

767 票
ひょう

  （郵送
ゆうそう

 ：693 票
ひょう

 WEB ：74 票
ひょう

） 

表
ひょう

：配布
は い ふ

の状 況
じょうきょう

 

対象者
たいしょうしゃ

 配布数
はいふすう

 配布
は い ふ

方法
ほうほう

 

一般
いっぱん

（18歳
さい

以上
いじょう

の市民
し み ん

から無作為
む さ く い

抽 出
ちゅうしゅつ

） 995 票
ひょう

 郵送
ゆうそう

 

一般
いっぱん

（Web） ― ホームページ公表
こうひょう

 

障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

 168 票
ひょう

 

手渡
て わ た

し 

又
また

はメール等
とう

 
高齢
こうれい

クラブ 520 票
ひょう

 

乳幼児
にゅうようじ

のいる保護者
ほ ご し ゃ

 111 票
ひょう

 

配布
は い ふ

合計
ごうけい

 1,794 票
ひょう

 － 

 

イ 調査
ちょうさ

の結果
け っ か

 

【回答者
かいとうしゃ

情 報
じょうほう

】 

回答者
かいとうしゃ

の 状 況
じょうきょう

として、60歳
さい

以上
いじょう

の

年齢
ねんれい

の方
かた

は約
やく

68.6％となっています。 

障
しょう

 がい者
しゃ

手帳
てちょう

 を所持
し ょ じ

 する方
かた

 は、

16.4％(次
じ

頁
ぺーじ

図
ず

 )となっています。

一方
いっぽう

、回答者
かいとうしゃ

の 状 況
じょうきょう

で、いずれにも

当
あ

 てはまらない方は約
やく

 40.5％となっ

ています。 

18～19歳, 

0.9% 20～29歳, 

2.9%

30～39歳, 

7.6%

40～49歳, 

10.3%

50～59歳, 

9.5%

60～69歳, 

11.6%

70歳以上, 

57.0%

無回答, 

0.3%

18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上 無回答

N＝767

60歳以上

の方

68.6％

図
ず

：回答者
かいとうしゃ

の年代
ねんだい
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また、市内
し な い

 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

 さ

れる方
かた

が約
やく

96.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鉄道
てつどう

・モノレール駅
えき

に関
かん

する困
こま

り 

ごと・気
き

づき】 

鉄
てつ

道
どう

 ・モノレール駅
えき

に関
かん

するお困
こま

りごとは「駅員
えきいん

 の人数
にんずう

 が減 少
げんしょう

 して

いるため呼
よ

 んでも対応
たいおう

 に時間
じ か ん

 がか

かる」が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「エレベ

ーターがない・少
すく

ない・小
ちい

さい・使
つか

いにくい」、「ホームドアが無
な

く危険
き け ん

を感
かん

じる」が多
おお

くなっています。 

 

図
ず

：利用
り よ う

する公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

 図
ず

：回答者
かいとうしゃ

の状 況
じょうきょう

 

202票, 26.3%

7票, 0.9%

42票, 5.5%

4票, 0.5%

226票, 29.5%

31票, 4.0%

13票, 1.7%

32票, 4.2%

3票, 0.4%

10票, 1.3%

2票, 0.3%

17票, 2.2%

18票, 2.3%

311票, 40.5%

15票, 2.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ケガ・病気などがある

妊娠している

乳幼児を連れている

外国人である

加齢による身体等の

不具合を感じる

肢体不自由

視覚障がい

聴覚言語障がい

知的障がい

精神障がい

発達障がい

内部障がい

その他

いずれにも当てはまらない

無回答

N＝767

障がい者手帳を

所持する方

126票,16.4%

38.5%

20.1%

4.6%

22.7%

12.3%

3.9%

11.5%

21.9%

19.7%

12.1%

18.6%

11.5%

21.8%

10.0%

1.0%

38.7%

3.0%

0.9%

12.0%

2.0%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

JR吹田駅

岸辺駅

南吹田駅

阪急吹田駅

豊津駅

関大前駅

千里山駅

南千里駅

阪急山田駅

北千里駅

江坂駅

桃山台駅

大阪モノレール山田駅

万博記念公園駅

公園東口駅

阪急バス

すいすいバス

その他のバス

タクシー

吹田市内の公共交通機関は

利用しない

無回答

N＝767

公共交通

機関の利用

96.8%

14.7%

14.9%

13.4%

2.1%

4.6%

8.2%

22.0%

22.3%

18.8%

14.2%

7.6%

9.8%

3.9%

3.0%

23.6%

14.3%

20.1%

13.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

段差や亀裂がある

幅や広さが狭い

傾斜・起伏がある

点字ブロックが少ない

・識別しにくい

階段に手すりがない

券売機が使いにくい

ホームドアが無く危険を感じる

エレベーターがない・少ない

・小さい・使いにくい

エスカレーターがない・少ない

・小さい・使いにくい

トイレが少ない・使いにくい

バリアフリートイレが少ない

・使いにくい

案内表示がない、分かりにくい

・情報が足りない

音声・点字などによる案内がない

・少ない・識別しにくい

駅員が介助できない

・介助方法を理解していない

駅員の人数が減少しているため

呼んでも対応に時間がかかる

自由回答

特にない

無回答

N＝767

右図
み ぎ ず

：鉄道
てつどう

・モノレール駅
えき

に

関
かん

する困
こま

りごと・気
き

づき
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【道路
ど う ろ

に関
かん

する困
こま

りごと・気
き

づき】 

道路
ど う ろ

 に関
かん

 するお困
こま

 りごとは

「段差
だ ん さ

や亀裂
き れ つ

がある」が 最
もっと

も

多
おお

 く、次
つ

 いで「幅
はば

 や広
ひろ

 さが狭
せま

い」、「傾斜
けいしゃ

 ・起伏
き ふ く

がある」が多
おお

くなっています。 

 

 

 

【その他
た

の公園
こうえん

、施設
し せ つ

、バス停
てい

等
とう

に関
かん

する困
こま

りごと・気
き

づき】 

「困
こま

りごと・気
き

づき」に関
かん

する自由
じ ゆ う

回答
かいとう

の要旨
よ う し

を以下
い か

に整理
せ い り

します。 

 

  

区分
く ぶ ん

 主
おも

な意見
い け ん

内容
ないよう

 

鉄道
てつどう

駅
えき

・ 

モノレール 

・エレベーター、エスカレーターの設置
せ っ ち

 

（バリアフリー経路
け い ろ

が遠回
とおまわ

り等
とう

） 

・バリアフリートイレの設置
せ っ ち

、改善
かいぜん

 

（大型
おおがた

介助
かいじょ

ベッド設置
せ っ ち

等
とう

） 

・プラットホームの改善
かいぜん

 

（可動式
かどうしき

ホーム柵、ホームと車 両
しゃりょう

の隙間
す き ま

改善
かいぜん

） 

・休 憩
きゅうけい

場所
ば し ょ

（ベンチ）の設置
せ っ ち

 

・駅
えき

の無人化
む じ ん か

に関
かん

する意見
い け ん

 等
とう

 

道路
ど う ろ

 ・歩道
ほ ど う

環 境
かんきょう

の改善
かいぜん

 

（幅員
ふくいん

、段差
だ ん さ

、側溝
そっこう

、横断
おうだん

歩道
ほ ど う

のたまり場
ば

） 

・支障物
ししょうぶつ

の撤去
てっきょ

 

（電 柱
でんちゅう

、沿道
えんどう

店舗
て ん ぽ

のごみ箱
ばこ

、雑草
ざっそう

 ・樹木
じゅもく

の剪定
せんてい

） 

・信号機
しんごうき

の設置
せ っ ち

、青
あお

信号
しんごう

時間
じ か ん

の改善
かいぜん

 

・自転車
じてんしゃ

等
とう

の走行
そうこう

マナー 

・踏切
ふみきり

の点字
て ん じ

舗装
ほ そ う

 

・駅前
えきまえ

広場
ひ ろ ば

への 障
しょう

がい者用
しゃよう

乗 降
じょうこう

スペース確保
か く ほ

 

 

区分
く ぶ ん

 主
おも

な意見
い け ん

内容
ないよう

 

バス・ 

バス停
てい

 

・バス停
てい

へのベンチ、上屋
う わ や

設置
せ っ ち

 

・バスの運転
うんてん

、その他
た

運転手
うんてんしゅ

対応
たいおう

に関
かん

する意見
い け ん

 

・運行
うんこう

状 況
じょうきょう

に関
かん

する意見
い け ん

 

（便
びん

を増
ふ

やしてほしい等
とう

） 等
とう

 

公園
こうえん

 ・出入口
でいりぐち

の改善
かいぜん

 

（ベビーカー・ 車
くるま

いすが通
とお

れるように） 

・園
えん

路
ろ

の改善
かいぜん

（舗装
ほ そ う

、傾斜
けいしゃ

、段差
だ ん さ

等
とう

） 

・遊具
ゆ う ぐ

、トイレ等
とう

の設置
せ っ ち

、改善
かいぜん

 

・利用
り よ う

マナーに関
かん

する意
い

見
けん

 

（自転車
じてんしゃ

走行
そうこう

、ごみ、喫煙
きつえん

等
とう

） 

・雑草
ざっそう

、樹木
じゅもく

等
とう

の剪定
せんてい

 等
とう

 

施設
し せ つ

 ・既存
き ぞ ん

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

要
よう

望
ぼう

 

（学校
がっこう

・避難所
ひなんじょ

へのエレベーター設置
せ っ ち

等
とう

） 

・施設
し せ つ

の窓口
まどぐち

におけるバリアフリー対応
たいおう

（手話
し ゅ わ

等
とう

） 

・ 障
しょう

がい者用
しゃよう

の駐 車
ちゅうしゃ

スペース確保
か く ほ

 

・小規模
しょうきぼ

店舗
て ん ぽ

等
とう

における通路幅
つうろはば

 等
とう

 

 

16.6%

35.5%

34.7%

24.6%

4.0%

14.9%

19.3%

8.6%

14.2%

21.1%

8.5%

18.9%

9.3%

11.6%

12.9%

15.8%

10.7%

12.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

歩道が少ない

段差や亀裂がある

幅や広さが狭い

傾斜・起伏がある

点字ブロックが少ない・識別しにくい

側溝の蓋の穴や隙間が多く危ない

電柱や標識、街灯により通行しにくい

店舗の陳列物や看板により通行しにくい

放置自転車により通行しにくい

路上駐車により通行しにくい

横断歩道が識別しにくい

青信号の時間が短い、いつ変わるのか分からない

音響式信号がない・少ない・識別しにくい

道の案内表示が少ない、分かりにくい

道路照明が少ない

自由回答

特にない

無回答

N＝767

右図
み ぎ ず

：道
どう

路
ろ

に関
かん

する困
こま

りごと・気
き

づき
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【バリアフリー情 報
じょうほう

の 収 集
しゅうしゅう

方法
ほうほう

】 

バリアフリー情 報
じょうほう

 の 収 集
しゅうしゅう

方法
ほうほう

 は事前
じ ぜ ん

 の 情 報
じょうほう

収 集
しゅうしゅう

 は

行
おこな

わない方
かた

を除
のぞ

き、 「パソコン

やスマートフォン利用
り よ う

 を主
しゅ

 と

した情 報
じょうほう

」が 最
もっと

も多
おお

くなって

います。 

 

【バリアフリーに関
かん

する用語
よ う ご

の認知度
に ん ち ど

】 

バリアフリーに関
かん

 する用語
よ う ご

の認知度
に ん ち ど

は、「インクルーシブ」

が 最
もっと

も低
ひく

く、次
つ

いで「ノーマ

ライゼーション」、「 心
こころ

のバリ

アフリー」が低
ひく

 くなっていま

す。 

 

【困
こま

っている方
かた

を見
み

かけた時
とき

の行動
こうどう

】 

困
こま

 っている方
かた

 を見
み

 かけた時
とき

の行動
こうどう

は、「できるだけ手助
て だ す

け

をしている」が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「手助
て だ す

けをしたいと思
おも

って

いるが、行動
こうどう

 には移
うつ

 していな

い」が多
おお

くなっています。 

34.0%

5.2%

15.4%

37.7%

16.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

パソコンやスマートフォン利用を主と

した情報

電話利用を主とした情報

紙や冊子などによる情報

事前の情報収集は行わない

無回答

N＝767

90.4%

43.2%

18.0%

13.0%

31.3%

60.8%

2.3%

17.6%

22.3%

17.9%

24.0%

14.0%

2.6%

31.7%

51.2%

60.2%

36.8%

18.8%

4.7%

7.6%

8.5%

8.9%

8.0%

6.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

バリアフリー

ユニバーサルデザイン

ノーマライゼーション

インクルーシブ

心のバリアフリー

ヘルプマーク

知っていた 聞いたことはあったが、内容は分からなかった 知らなかった 無回答 計

N＝767

常に手助けをし

ている, 5.7%

できるだけ手助け

をしている, 57.5%

手助けをしたいと思って

いるが、行動には移して

いない , 31.2%

手助けをしたいとは

思わない, 0.4%

関心がない, 

0.7%
無回答, 4.6%

N＝767

図
ず

：バリアフリー情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

方法
ほうほう

 

 

図
ず

：バリアフリーに関
かん

する用語の認知度
に ん ち ど

 

図
ず

：困
こま

っている方
かた

を見
み

かけたときの行動
こうどう
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【困
こま

っている方
かた

を見
み

かけた時
とき

に手助
て だ す

けしない理由
り ゆ う

】 

困
こま

 っている方
かた

 を見
み

 かけた時
とき

に手助
て だ す

けしない理由
り ゆ う

は、「手助
て だ す

けが必要
ひつよう

か分
わ

からないから」が

最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「対応
たいおう

方法
ほうほう

が分
わ

 からないから」、「相手
あ い て

 の

迷惑
めいわく

になるといやだから」が多
おお

くなっています。 

 

【 心
こころ

のバリアフリーの推進
すいしん

に必要
ひつよう

だと思
おも

う取
と

り組
く

み】 

心
こころ

のバリアフリーの推進
すいしん

に

必要
ひつよう

だと思
おも

う取
と

り組
く

みは、「バ

リアフリーに関
かん

する学校
がっこう

教
きょう

育
いく

の 充
じゅう

実
じつ

」が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで

「人
じん

権
けん

教
きょう

育
いく

 の 充
じゅう

実
じつ

 」、「 障
しょう

 が

い者
しゃ

等
とう

との交 流
こうりゅう

」が多
おお

くなっ

ています。 

 

 

 

 

  

35.2%

32.0%

49.8%

11.7%

4.9%

19.8%

0.8%

10.1%

12.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

対応方法が分からないから

相手の迷惑になるといやだから

手助けが必要か分からないから

恥ずかしいから

他のことで忙しく、周囲に気を配る余裕が

ないから

自分自身も困っていて、手助けをできる状

態ではないから

自分のこと以外にはあまり関心がないから

その他

無回答

N＝247

41.3%

27.9%

30.1%

44.3%

13.0%

19.6%

21.8%

19.3%

14.5%

11.6%

9.0%

16.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

人権教育の充実（アンコンシャス・バイア

ストレーニング）

障がい者等と共に学ぶ

障がい者等との交流

バリアフリーに関する学校教育の充実

街頭キャンペーンやイベントの開催

職場でのバリアフリー関係の研修

広報やポスターなどによる啓発活動

ボランティアの育成会

インターネットを利用した情報提供

セミナーやシンポジウムの開催

その他

無回答

N＝767

図
ず

：手助
て だ す

けをしない理由
り ゆ う

 

図
ず

：心
こころ

のバリアフリーの推進
すいしん

に必要
ひつよう

だと思
おも

う取
と

り組
く

み 
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【バリアフリー 状 況
じょうきょう

の満足度
まんぞくど

】 

バリアフリー 状 況
じょうきょう

 の満足度
まんぞくど

 について、不満
ふ ま ん

 、やや不満
ふ ま ん

 と答
こた

 えた割合
わりあい

 は、

「道路
ど う ろ

のバリアフリー化
か

」が 最
もっと

も多
おお

く、次
つ

いで「 心
こころ

のバリアフリーの市民
し み ん

へ

の普及
ふきゅう

」が多
おお

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【バリアフリー施策
し さ く

に関
かん

するご意見
い け ん

、ご提案
ていあん

】 

バリアフリー施策
し さ く

に関
かん

する主
おも

な意見
い け ん

内容
ないよう

を以下
い か

に整理
せ い り

します。 

 

 

  

4.6%

7.0%

14.6%

7.0%

4.6%

10.0%

19.3%

18.9%

30.4%

17.7%

12.5%

24.5%

45.9%

47.2%

39.2%

49.0%

50.2%

47.3%

15.4%

11.5%

5.7%

10.6%

16.0%

4.7%

7.0%

3.8%

2.3%

4.2%

5.9%

1.4%

7.8%

11.6%

7.7%

11.5%

10.8%

12.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

鉄道関係のバリアフリー化

バス関係のバリアフリー化

道路のバリアフリー化

公園のバリアフリー化

施設等のバリアフリー化

心のバリアフリーの市民への普及

不満 やや不満 普通 やや満足 満足 無回答 計

N＝767

（45.0％）

（34.5％）

区分
く ぶ ん

 主
おも

な意見
い け ん

内容
ないよう

 

施設
し せ つ

・ 

経路
け い ろ

整備
せ い び

 

・歩車
ほ し ゃ

分離
ぶ ん り

（歩道
ほ ど う

設置
せ っ ち

）、歩道
ほ ど う

の改善
かいぜん

 

・既存
き ぞ ん

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

 等
とう

 

交通
こうつう

機関
き か ん

・ 

手段
しゅだん

 

・介護
か い ご

タクシーの充 実
じゅうじつ

 

・公 共
こうきょう

交通
こうつう

の充 実
じゅうじつ

 

教 育
きょういく

啓発
けいはつ

 ・子
こ

どもたちへのバリアフリー教 育
きょういく

の推進
すいしん

 

・市
し

職 員
しょくいん

への教 育
きょういく

（手話
し ゅ わ

等
とう

） 

・ボランティアの育成
いくせい

 

・施設
し せ つ

等
とう

の利用
り よ う

マナーの啓発
けいはつ

、ポスター掲示
け い じ

、デ

ジタルサイネージ 

・だれもが見
み

る、出会
で あ

う方法
ほうほう

での啓発
けいはつ

 （市報
し ほ う

すい

た、地域
ち い き

回覧板
かいらんばん

等
とう

） 

・バリアフリー化
か

の経過
け い か

、結果
け っ か

を市民
し み ん

へ広報
こうほう

 等
とう

 

 

区分
く ぶ ん

 主
おも

な意見
い け ん

内容
ないよう

 

調査
ちょうさ

 ・ 検討
けんとう

段階
だんかい

 におけ

る対応
たいおう

 

・徹底
てってい

した現地
げ ん ち

調査
ちょうさ

 

・市民
し み ん

、当事者
とうじしゃ

への意見
い け ん

聴 取
ちょうしゅ

 

・施設
し せ つ

改善
かいぜん

 に向
む

 けた管理者
かんりしゃ

 と地域
ち い き

住 民
じゅうみん

等
とう

 のコミ

ュニケーションの場
ば

の設置
せ っ ち

 

・事
じ

業 者
ぎょうしゃ

との連携
れんけい

 等
とう

 

その他
た

 ・ 障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

に向
む

けた取
と

り組
く

みの推進
すいしん

 

・カタカナ用語
よ う ご

をわかりやすく 

・危険
き け ん

箇所
か し ょ

や要望
ようぼう

の通報
つうほう

及
およ

び対応
たいおう

窓口
まどぐち

を一元化
いちげんか

 

・要望
ようぼう

への対応
たいおう

状 況
じょうきょう

を返信
へんしん

してほしい 

 

図
ず

：吹田市
す い た し

のバリアフリー状 況
じょうきょう

の満足度
まんぞくど
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（4）バリアフリー化
か

に関
かん

する社会的
しゃかいてき

な流
なが

れ 

ア バリアフリー法
ほう

について 

「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

 （バリアフリー

法
ほう

）」は、 「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
とう

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

の建築
けんちく

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

 （ハートビル法
ほう

）」と 「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
とう

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

した移動
い ど う

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

 （交通
こうつう

バリアフリー法
ほう

）」が一体
いったい

となった法律
ほうりつ

であり、平成
へいせい

18 年 12月
がつ

に施行
し こ う

されました。 

バリアフリー法
ほう

は、高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の移動上
いどうじょう

 ・施設
し せ つ

の利用上
りようじょう

の利便性
りべんせい

や安全性
あんぜんせい

の向 上
こうじょう

を図
はか

り、公 共
こうきょう

の福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

に資
し

することを目的
もくてき

としており、

本法律
ほんほうりつ

に基
もと

づき、ハード・ソフト施策
し さ く

の実施
じ っ し

や、高齢者
こうれいしゃ

 ・障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

を含
ふく

む

全
すべ

ての人
ひと

が暮
く

らしやすいユニバーサル社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

しています。 

表
ひょう

：バリアフリー法
ほう

のポイント（ハートビル法
ほう

・交通
こうつう

バリアフリー法
ほう

との比較
ひ か く

） 

項目
こうもく

 ポイント 

対象者
たいしょうしゃ

 身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

のみならず、知的
ち て き

 ・精神
せいしん

 ・発達障
はったつしょう

がいなど、全
すべ

ての 障
しょう

がい者
しゃ

を対
たい

象
しょう

として拡
かく

充
じゅう

 

対象
たいしょう

施設
し せ つ

 建築物
けんちくぶつ

、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

及
およ

び道路
ど う ろ

に加
くわ

え、路外
ろ が い

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

、都市
と し

公園
こうえん

、福祉
ふ く し

タク

シーを対象
たいしょう

施設
し せ つ

に追加
つ い か

（それぞれの施設
し せ つ

の整備
せ い び

基準
きじゅん

を設定
せってい

） 

基本
き ほ ん

構想
こうそう

制度
せ い ど

 バリアフリー化
か

を重点的
じゅうてんてき

に進
すす

める地区
ち く

について、旅客
りょかく

施設
し せ つ

を含
ふく

まない地域
ち い き

ま

で拡充
かくじゅう

 

当事者
とうじしゃ

参加
さ ん か

 基本
き ほ ん

構想
こうそう

策
さく

定時
て い じ

の協議会
きょうぎかい

制度
せ い ど

を法定化
ほうていか

。住民
じゅうみん

などからの基本
き ほ ん

構想
こうそう

の作成
さくせい

提案
ていあん

制度
せ い ど

を創設
そうせつ

 

ソフト施策
し さ く

 関係者
かんけいしゃ

と協 力
きょうりょく

してバリアフリー施策
し さ く

の持続的
じぞくてき

 ・段階的
だんかいてき

な発展
はってん

を目指
め ざ

す「スパ

イラルアップ」を導入
どうにゅう

。国民
こくみん

一人
ひ と り

ひとりが、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が感
かん

じてい

る困難
こんなん

を自
みずか

らの問題
もんだい

として認識
にんしき

する「心
こころ

のバリアフリー」を促進
そくしん
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【平成
へいせい

30（2018）年
ねん

改正
かいせい

】 

東 京
とうきょう

オリンピック・パラリンピック 競
きょう

技
ぎ

大
たい

会
かい

の開
かい

催
さい

を契
けい

機
き

とした 共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

等
とう

の実
じつ

現
げん

を図
はか

り、全国
ぜんこく

におけるバリアフリー化
か

を一層
いっそう

推進
すいしん

するため、平成
へいせい

30

（2018）年
ねん

にバリアフリー法
ほう

の改正
かいせい

が 行
おこな

われました。この改
かい

正
せい

では、理
り

念
ねん

規
き

定
てい

が設
もう

けられ「共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」、「社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

」が明確化
めいかくか

されたほか、

「 心
こころ

のバリアフリー」として、高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

に対
たい

する支
し

援
えん

 （鉄
てつ

道
どう

利
り

用
よう

者
しゃ

による声
こえ

かけ等
とう

）が明記
め い き

されています。 

また、道路
ど う ろ

 や駅
えき

等
とう

 の旅客
りょかく

施設
し せ つ

 、建築物
けんちくぶつ

等
とう

 の具体的
ぐたいてき

 な施設
し せ つ

 のバリアフリー化
か

事業
じぎょう

 の調 整
ちょうせい

 が 難
むずか

 しい段階
だんかい

 においても、バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

 の作成
さくせい

 に繋
つな

 が

るよう、市町村
しちょうそん

 が面的
めんてき

 ・一体的
いったいてき

 なバリアフリー化
か

 の方針
ほうしん

 を定
さだ

 めることができ

るマスタープラン（移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

促進
そくしん

方針
ほうしん

）制度
せ い ど

が創設
そうせつ

されました。 

 

【令和
れ い わ

２（2020）年
ねん

改正
かいせい

】 

平成
へいせい

30 （2018）年
ねん

のユニバーサル社
しゃ

会
かい

実
じつ

現
げん

推
すい

進
しん

法
ほう

の公
こう

布
ふ

 ・施
し

行
こう

などの 共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

実
じつ

現
げん

に向
む

けた機運
き う ん

醸 成
じょうせい

等
とう

を受
う

け、「 心
こころ

のバリアフリー」に係
かか

る施策
し さ く

など

ソフト対策
たいさく

等
とう

 を強化
きょうか

 するため、令和
れ い わ

 ２（2020）年
ねん

 にバリアフリー法
ほう

 の改
かい

正
せい

 が

行
おこな

われました。当
とう

該
がい

改
かい

正
せい

では、公
こう

共
きょう

交
こう

通
つう

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

など施設設置管理
し せ つ せ っ ち か ん り

者
しゃ

等
とう

に対
たい

するソフト基準
きじゅん

 （スロープ板
いた

の適切
てきせつ

な操作
そ う さ

、明
あか

るさの確保
か く ほ

等
とう

）への適
てき

合
ごう

義
ぎ

務
む

が

設
もう

けられました。また、広報
こうほう

啓発
けいはつ

の取
と

り組
く

み推進
すいしん

として、「車 両
しゃりょう

の優先席
ゆうせんせき

、車
くるま

いす用
よう

駐 車
ちゅうしゃ

施設
し せ つ

、障
しょう

がい者用
しゃよう

トイレ等
とう

の適正
てきせい

な利用
り よ う

の推進
すいしん

」が国
くに

や国民
こくみん

等
とう

の

責務
せ き む

として規定
き て い

されたほか、市町村
しちょうそん

等
とう

による「 心
こころ

のバリアフリー」の推進
すいしん

に

関
かん

する内容
ないよう

が盛
も

り込
こ

まれました。 

※国土
こ く ど

交通省
こうつうしょう

ホームページ「バリアフリー法
ほう

の概要
がいよう

：バリアフリー法
ほう

とは」をもとに作成
さくせい
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イ 移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

や関連
かんれん

ガイドラインの改正
かいせい

 

バリアフリー法
ほう

 の改正
かいせい

 とあわせて、移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

 や関連
かんれん

 するガイドラ

インなどが順次
じゅんじ

改正
かいせい

されました。本計画
ほんけいかく

に関連
かんれん

する内容
ないよう

を以下
い か

に整理
せ い り

します。 

 

（ア）公 共
こうきょう

交通
こうつう

移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

の改正
かいせい

に 伴
ともな

う変更
へんこう

の概要
がいよう

 

a 駅
えき

等
とう

における移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

経路
け い ろ

(バリアフリールート)の最短化
さいたんか

・複数化
ふくすうか

 

b 乗 降 場 間
じょうこうじょうかん

の乗
の

り継
つ

ぎルートのバリアフリー化
か

 

c エレベーターのかごの大
おお

きさ（利用
り よ う

状 況
じょうきょう

に応
おう

じた複数化
ふくすうか

・大型化
おおがたか

） 

d トイレのバリアフリー機能
き の う

の分散
ぶんさん

配置
は い ち

 

e プラットホームからの転落
てんらく

防止
ぼ う し

（内方
ないほう

線
せん

の義務化
ぎ む か

） 

f プラットホームと鉄道
てつどう

車 両
しゃりょう

床面
ゆかめん

の段差
だ ん さ

及
およ

び隙間
す き ま

の解 消
かいしょう

 

g 鉄
てつ

軌道
き ど う

車 両
しゃりょう

の 車
くるま

いすスペース（１列車
れっしゃ

２箇所
か し ょ

以上
いじょう

） 

h 役務
え き む

の提 供
ていきょう

の方法
ほうほう

に関
かん

する基準
きじゅん

の遵 守
じゅんしゅ

義務
ぎ む

 等
とう

 

 

（イ）公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の役務
え き む

の提 供
ていきょう

に関
かん

する移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

整備
せ い び

ガイドライン 

令和
れ い わ

２ （2020）年
ねん

５月
がつ

のバリアフリー法
ほう

改正
かいせい

により、公 共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

に

対
たい

 し、「バリアフリー化
か

 された旅客
りょかく

施設
し せ つ

等
とう

 を使用
し よ う

 した役務
え き む

 の提 供
ていきょう

 の方法
ほうほう

 に関
かん

する基準
きじゅん

 （ソフト基準
きじゅん

 ）を遵 守
じゅんしゅ

 しなければならない」とされたことを受
う

 け、

令
れい

和
わ

３ （2021）年
ねん

３月
がつ

に移
い

動
どう

等
とう

円
えん

滑
かつ

化
か

基
き

準
じゅん

が改
かい

正
せい

 （ソフト基準
きじゅん

の創設
そうせつ

）され、

その遵 守
じゅんしゅ

の具体
ぐ た い

のあり方
かた

を示
しめ

す「公 共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の役務
え き む

の提 供
ていきょう

に関
かん

する移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

整備
せ い び

 ガイドライン(バリアフリー整備
せ い び

 ガイドライン役務編
えきむへん

 )」が新
あら

 た

に策定
さくてい

されました。 
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（ウ）高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の円滑
えんかつ

な移動
い ど う

等
とう

に配慮
はいりょ

した建築
けんちく

設計
せっけい

標 準
ひょうじゅん

 

《平成
へいせい

28（2016）年度
ね ん ど

》 

a 宿 泊
しゅくはく

施設
し せ つ

について、高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う

に配慮
はいりょ

した「一
いっ

般
ぱん

客
きゃく

室
しつ

」の設計
せっけい

標 準
ひょうじゅん

の追加
つ い か

 

b トイレのバリアフリー機能
き の う

の分散
ぶんさん

配置
は い ち

 等
とう

 

 

《令和
れ い わ

２（2020）年度
ね ん ど

》 

a 小規模
しょうきぼ

店舗
て ん ぽ

のバリアフリー設計
せっけい

等
とう

に関
かん

する 考
かんが

え方
かた

・留意点
りゅういてん

の充 実
じゅうじつ

 

(a) 出入口
でいりぐち

は段差
だ ん さ

を設
もう

けない、かつ有効
ゆうこう

幅員
ふくいん

は 80 ㎝以上
いじょう

、通路
つ う ろ

は 90㎝以上
いじょう

とす

る旨
むね

を記載
き さ い

 

(b) 飲食店
いんしょくてん

 は 車
くるま

 いすのまま食事
しょくじ

 できるよう、原則
げんそく

 として可動式
かどうしき

 の椅子席
い す せ き

 を設
もう

 け

る旨
むね

を記載
き さ い

 

(c) 備品
び ひ ん

による移動
い ど う

の支援
し え ん

や接遇
せつぐう

、適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提 供
ていきょう

等
とう

のソフト面
めん

の工夫
く ふ う

に関
かん

す

る記載
き さい

の充 実
じゅうじつ

 等
とう

 

b 重度
じゅうど

 の 障
しょう

 がい者
しゃ

 、介助者
かいじょしゃ

等
とう

 に配慮
はいりょ

 したバリアフリー設計
せっけい

等
とう

 に関
かん

 する 考
かんが

 え

方
かた

・留意点
りゅういてん

の充 実
じゅうじつ

 等
とう

 

(a) 重度
じゅうど

 の 障
しょう

 がい者
しゃ

 や介
かい

助者
じょしゃ

 の利用
り よ う

 を想定
そうてい

 し、 車
くるま

 いす使用者
しようしゃ

用便房
ようべんぼう

 の大
おお

 きさに

ついて見直
み な お

し 

(b) 多機能便房
た きの うべ ん ぼう

 の機能
き の う

分散化
ぶんさんか

 や個別
こ べ つ

機能
き の う

 を備
そな

 えた便房
べんぼう

 の適正
てきせい

利用
り よ う

 の推進
すいしん

 、案内
あんない

表示
ひょうじ

の追加
つ い か

 

(c) 車
くるま

いす使用者用
しようしゃよう

駐車
ちゅうしゃ

施設
し せ つ

等
とう

の必要
ひつよう

な高
たか

さの見直
み な お

し（運用面
うんようめん

の柔 軟
じゅうなん

な対応
たいおう

を含
ふく

む） 等
とう
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（エ）道路
ど う ろ

の移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

に関
かん

するガイドライン 

踏切
ふみきり

道
どう

での安全
あんぜん

対策
たいさく

がガイドラインへ追加
つ い か

されました。 

《主
おも

な改正
かいせい

内容
ないよう

（令和
れ い わ

６（2024）年
ねん

１月
がつ

）》 

a 踏切
ふみきり

道内
どうない

 へ踏切
ふみきり

道内
どうない

誘導
ゆうどう

表示
ひょうじ

 を設
もう

 けることを標 準 的
ひょうじゅんてき

 な整備
せ い び

内容
ないよう

 に位置
い ち

 づ

け 

b 踏切
ふみきり

道内
どうない

誘導
ゆうどう

表示
ひょうじ

の標 準 的
ひょうじゅんてき

な設置
せ っ ち

方法
ほうほう

及
およ

び構造
こうぞう

を規定
き て い

 

c 歩
ほ

行者
こうしゃ

通行
つうこう

空間
くうかん

の確保
か く ほ

及
およ

び路面
ろ め ん

等
とう

の整備
せ い び

を望
のぞ

ましい整備
せ い び

内容
ないよう

に位置
い ち

づけ 

d 実 証
じっしょう

実験
じっけん

結果
け っ か

の紹 介
しょうかい

 （視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

の通行
つうこう

体験
たいけん

による誘導
ゆうどう

表示
ひょうじ

等
とう

の比較
ひ か く

） 

e 歩道
ほ ど う

等
とう

が無
な

い、有効
ゆうこう

幅員
ふくいん

が狭
せま

い場合
ば あ い

の踏切
ふみきり

道
どう

での対策
たいさく

等
とう

をコラム記載
き さ い

 等
とう

 

 

（オ）都市
と し

公園
こうえん

の移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

整備
せ い び

ガイドライン 

《主
おも

な改正
かいせい

内容
ないよう

（令和
れ い わ

４（2022）年
ねん

３月
がつ

）》 

a 計画
けいかく

、設計
せっけい

段階
だんかい

からの当事者
とうじしゃ

参加
さ ん か

の推進
すいしん

 

b 「多機能
た き の う

トイレ」の利用
り よ う

集 中
しゅうちゅう

、多様
た よ う

な利用者
りようしゃ

特性
とくせい

への対応
たいおう

 

(a) 機能
き の う

分散
ぶんさん

の推進
すいしん

 

(b) トイレ全般
ぜんぱん

のバリアフリー水 準
すいじゅん

の底上
そ こ あ

げ 

(c) 多様
た よ う

な利用者
りようしゃ

特性
とくせい

に対応
たいおう

したバリアフリートイレの設備
せ つ び

の充実
じゅうじつ

 

c バリアフリーを取
と

り巻
ま

く 状 況
じょうきょう

変化
へ ん か

に対応
たいおう

した記載
き さ い

の見直
み な お

し 等
とう

 

(a) 出入口
でいりぐち

の車止
くるまど

め 

(b) 野外
や が い

劇 場
げきじょう

等
とう

の車
くるま

いす使用者用
しようしゃよう

観覧
かんらん

スペース 

(c) 車
くるま

いす使用者用
しようしゃよう

駐車
ちゅうしゃ

施設
し せ つ

 等
とう
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ウ その他
た

の法令
ほうれい

等
とう

の施行
し こ う

・改正
かいせい

 

 

法令
ほうれい

等
とう

 内容
ないよう

 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

 

（ 障害
しょうがい

 を理由
り ゆ う

 とする差別
さ べ つ

 の

解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

） 

障
しょう

がいのある人
ひと

への「差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

」と「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」につい

て定
さだ

められており、令和
れ い わ

３ （2021）年
ねん

の法
ほう

改正
かいせい

で行政
ぎょうせい

関係
かんけい

機関
き か ん

のみならず民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

しても合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が義務化
ぎ む か

 （令和
れ い わ

 

６(2024)年
ねん

４月
がつ

から施行
し こ う

）されました。 

ユニバーサル社会
しゃかい

実現
じつげん

推進法
すいしんほう

 

（ユニバーサル社会
しゃかい

 の実現
じつげん

 に向
む

けた諸施策
しょしさく

 の総
そう

合
ごう

的
てき

 かつ一
いっ

体
たい

的
てき

な推
すい

進
しん

に関
かん

する法律
ほうりつ

） 

ユニバーサル社会
しゃかい

 の実現
じつげん

 に向
む

 けた諸施策
しょしさく

 を総合的
そうごうてき

 かつ一体的
いったいてき

に推進
すいしん

することを目的
もくてき

として、平成
へいせい

 30 （2018）年
ねん

 12 月
つき

に制定
せいてい

されました。 

障
しょう

害
がい

者
しゃ

情
じょう

報
ほう

 アクセシビリテ

ィ・コミュニケーション施
し

策
さく

推
すい

進
しん

法
ほう

 

（ 障
しょう

害
がい

者
しゃ

 による 情
じょう

報
ほう

 の取
しゅ

得
とく

及
およ

び利用
り よ う

並
なら

 びに意思
い し

疎通
そ つ う

 に係
かか

 る

施策
し さ く

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

） 

障
しょう

 がい者
しゃ

 による情報
じょうほう

 の取得
しゅとく

利用
り よ う

 ・意思
い し

疎通
そ つ う

 に係
かか

 る施策
し さ く

 を

総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

し、もって共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを目的
もくてき

として令和
れ い わ

４（2022）年
ねん

５月
がつ

に施行
し こ う

されました。 

吹田市
す い た し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

 

（ 吹田市
す い た し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

 の 普及
ふきゅう

及
およ

 び

障害者
しょうがいしゃ

 の 意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

 の

利用
り よ う

を促進
そくしん

する条例
じょうれい

） 

手話
し ゅ わ

 が言語
げ ん ご

 のひとつであることの理解
り か い

 と手話
し ゅ わ

 の普及
ふきゅう

 を促進
そくしん

 す

るとともに、障
しょう

がい者
しゃ

が情報
じょうほう

を取得
しゅとく

しやすく、視覚
し か く

や聴覚
ちょうかく

など個々
こ こ

 の 障
しょう

 がいに合
あ

 ったコミュニケーションの手段
しゅだん

 を

容易
よ う い

 に利用
り よ う

 できる 環境
かんきょう

整備
せ い び

 の推進
すいしん

 を目的
もくてき

 として令和
れ い わ

 ５

（2023）年
ねん

12月
がつ

に施行
し こ う

されました。 
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（5）バリアフリーに関
かん

する課題
か だ い

整理
せ い り

 

これまで本市
ほ ん し

では、吹田市
す い た し

バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

を策定
さくてい

し、鉄道
てつどう

駅
えき

周 辺
しゅうへん

の

バリアフリー化
か

を重点的
じゅうてんてき

に実施
じ っ し

してきました。 

しかし、本市
ほ ん し

の特性
とくせい

 （交通
こうつう

利便性
りべんせい

が良
よ

く、市内
し な い

全域
ぜんいき

で人口
じんこう

密度
み つ ど

が高
たか

い）や近年
きんねん

のバリアフリーに関連
かんれん

 する法律
ほうりつ

等
とう

 の制定
せいてい

 や改定
かいてい

 などを踏
ふ

 まえると、移動上
いどうじょう

 の

バリアをなくしていくためには更
さら

 なる取
と

 り組
く

 みが必要
ひつよう

 となります。以下
い か

 に、

分野
ぶ ん や

別
べつ

の課題
か だ い

を示
しめ

します。 

項目
こうもく

 内容
ないよう

 

公共
こうきょう

交通
こうつう

 ・鉄道
てつどう

駅
えき

のプラットホームにおける対策
たいさく

 

・無人
む じ ん

駅
えき

への対応
たいおう

 

・バリアフリー車両
しゃりょう

の更
さら

なる導入
どうにゅう

 

道路
ど う ろ

等
とう

 ・安全
あんぜん

に移動
い ど う

できる道路
ど う ろ

、交差点
こうさてん

の更
さら

なる改良
かいりょう

 

・踏切
ふみきり

道
どう

への対策
たいさく

 

建築物
けんちくぶつ

等
とう

 ・古
ふる

い施設
し せ つ

へのバリアフリー化
か

対応
たいおう

 

・トイレ環境
かんきょう

の向上
こうじょう

 

・案内
あんない

設備
せ つ び

の改善
かいぜん

 

公園
こうえん

 ・安全
あんぜん

に移動
い ど う

できる出入口
でいりぐち

、園
えん

路
ろ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

更新
こうしん

 

・インクルーシブ遊具
ゆ う ぐ

の導入
どうにゅう

 

・トイレ環境
かんきょう

の高質化
こうしつか

 

施設
し せ つ

整備
せ い び

 に共通
きょうつう

 す

る内容
ないよう

 

・障
しょう

がい等
とう

の特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な案内
あんない

設備
せ つ び

 

・災害
さいがい

時
じ

等
とう

の非日常
ひにちじょう

を見
み

越
こ

した対
たい

策
さく

 

心
こころ

のバリアフリー ・意識
い し き

向上
こうじょう

のための取
と

り組
く

みの更
さら

なる推進
すいしん

 

・施設
し せ つ

等
とう

における接遇
せつぐう

の向上
こうじょう

 

  


