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番号
ばんごう

 氏名
し め い

 勤務先
きんむさき

･団体
だんたい

等
とう

 役 職
やくしょく

 構成
こうせい

 

1 会 長
かいちょう

 内田
う ち だ

 敬
たかし

 大阪
おおさか

公
こう

立
りつ

大学
だいがく

 工学
こうがく

研究科
けんきゅうか

 都市
と し

系
けい

専攻
せんこう

 教 授
きょうじゅ

 
学識
がくしき

経験者
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計画部
けいかくぶ

 部長
ぶちょう
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 賢治
け ん じ
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す い た し

 土木部
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 部長
ぶちょう
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ひでさか
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まさつな

 大阪府
おおさかふ
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整備部
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（2）用語
よ う ご

の説明
せつめい

 

あ行
ぎょう

 

移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

 

バリアフリー法
ほう

 に基
もと

 づき、高齢者
こうれいしゃ

 、 障
しょう

 がい者
しゃ

等
とう

 の

移動
い ど う

及
およ

び施設
し せ つ

の利用
り よ う

を円滑
えんかつ

にするために必要
ひつよう

な構造
こうぞう

や設備
せ つ び

に関
かん

して国
くに

が定
さだ

めたもので、「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

」、「道路
ど う ろ

移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

」、「都市
と し

公園
こうえん

移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

基準
きじゅん

」、「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

」な

どがあります。 

 

移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

 

高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の移動
い ど う

や施設
し せ つ

を利用
り よ う

する際
さい

に、

身体
しんたい

 の負担
ふ た ん

 を軽減
けいげん

 することにより、移動上
いどうじょう

 または

施設
し せ つ

 の利用上
りようじょう

 の利便性
りべんせい

及
およ

 び安全性
あんぜんせい

 を向上
こうじょう

 すること

をいいます。本計画
ほんけいかく

では、  「バリアフリー化
か

」と同義
ど う ぎ

に用
もち

いています。 

 

インクルーシブ 

インクルーシブは、「包括的
ほうかつてき

」「すべてを 包
つつ 

み込
こ

む」

を意味
い み

する言葉
こ と ば

です。 障
しょう

がいの有無
う む

や国籍
こくせき

、年齢
ねんれい

、

性別
せいべつ

などに関係
かんけい

なく、さまざまな背景
はいけい

を持つ
も  

あらゆ

る人
ひと

が排
はい

除
じょ

されない理念
り ね ん

のことです。 

 

インクルーシブ教育
きょういく

 

誰
だれ

も排
はい

除
じょ

せず、 障
しょう

がいのある者
もの

と障
しょう

がいのない者
もの

が共
とも

に学ぶ
まな  

仕組み
し く  

のことです。 

 

インクルーシブ遊具
ゆ う ぐ

 

体
からだ

に 障
しょう

がいがある子
こ

も、ない子
こ

も一緒
いっしょ

になって遊
あそ

ぶことができる遊具
ゆ う ぐ

のことです。 

 

エスコートゾーン 

横断
おうだん

歩道
ほ ど う

 の中央部
ちゅうおうぶ

 に点状
てんじょう

 の突起
と っ き

 によりラインをつ

けたもので、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

が横断
おうだん

歩道
ほ ど う

から外
はず

れるこ

となく道路
ど う ろ

 を横断
おうだん

 できるように配慮
はいりょ

 された横断
おうだん

歩道帯
ほどうたい

です。 

 

オストメイト 

直 腸
ちょくちょう

がんや膀胱
ぼうこう

がんなどにより、臓器
ぞ う き

に機能障
きのうしょう

が

いを負い
お  

 、腹部
ふ く ぶ

 に人工的
じんこうてき

 に排泄
はいせつ

 のためのストーマ

（人工
じんこう

肛門
こうもん

・人工
じんこう

膀胱
ぼうこう

）を造設
ぞうせつ

した人
ひと

のことです。

オストメイトはパウチと呼
よ

ばれる排泄用
はいせつよう

の 袋 状
ふくろじょう

の

装具
そ う ぐ

を装着
そうちゃく

しているため、通常
つうじょう

の便座
べ ん ざ

は利用
り よ う

でき

ず、パウチを洗浄
せんじょう

する水洗
すいせん

器具
き ぐ

等
とう

が必要
ひつよう

となります。 

 

音響
おんきょう

信号機
しんごうき

 

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

に青
あお

信号
しんごう

となったことを音
おと

により知
し

ら

せる装置
そ う ち

 です。 一般的
いっぱんてき

 に、南北
なんぼく

方向
ほうこう

 には“ピヨピ

ヨ”、東西
とうざい

方向
ほうこう

には“カッコー”の音声
おんせい

で知
し

らせま

す。 
 
か行

ぎょう

 

拡幅
かくふく

 

道路
ど う ろ

の幅
はば

を広く
ひろ  

することをいいます。 

 

可動式
かどうしき

ホーム柵
さく

 

駅
えき

のホームで線路
せ ん ろ

に面
めん

する部分
ぶ ぶ ん

に設置
せ っ ち

された可動式
かどうしき

の開口部
かいこうぶ

 を持った
も   

仕切り
し き  

 のことです。ホーム 上
じょう

 の

利用者
りようしゃ

への安全
あんぜん

対策
たいさく

の一
ひと

つで、線路内
せんろない

への転落
てんらく

事故
じ こ

や列車
れっしゃ

との接触
せっしょく

事故
じ こ

を未然
み ぜ ん

に防ぎ
ふせ  

ます。 
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可変式
かへんしき

情報
じょうほう

表示
ひょうじ

装置
そ う ち

 

可変式
かへんしき

情報
じょうほう

表示
ひょうじ

装置
そ う ち

とは、LED などを用
もち

いた電子式
でんししき

やフラップなどを用
もち

いた機械式
きかいしき

の表示
ひょうじ

方式
ほうしき

を用
もち

いて、

視覚
し か く

情報
じょうほう

を可変的
かへんてき

に表示
ひょうじ

する装置
そ う ち

のことです。 

 

幹線
かんせん

道路
ど う ろ

 

重要
じゅうよう

 な地区
ち く

 を相互
そ う ご

 に結ぶ
むす  

道路網
どうろもう

 の基本
き ほ ん

 となる主要
しゅよう

な道路
ど う ろ

です。 

 

丘陵地
きゅうりょうち

 

丘陵地
きゅうりょうち

とは、山地
さ ん ち

と呼
よ

ぶには低
ひく

く平地
へ い ち

と呼
よ

ぶにはで

こぼこのある、いわば山地
さ ん ち

と平地
へ い ち

との中間的
ちゅうかんてき

な起伏
き ふ く

をもった地形
ち け い

を指
さ

します。 

 

切下げ
きりさ  

部
ぶ

 

車道
しゃどう

 と歩道
ほ ど う

部分
ぶ ぶ ん

 に高低差
こうていさ

 がある場合
ば あ い

 、車両
しゃりょう

 の 入
にゅう

出庫
しゅっこ

等
とう

の利便性
りべんせい

を図る
はか  

為
ため

に、低く
ひく  

切り下げた
き  さ   

歩道
ほ ど う

部
ぶ

分
ぶん

のことを指
さ

します。 

 

グレーチング蓋
ぶた

 

鋳鉄
ちゅうてつ

 や鋼
こう

鉄製
てつせい

 の金物
かなもの

 でできた網状
もうじょう

 のふたで、歩
ほ

行者
こうしゃ

などの転落
てんらく

を防止
ぼ う し

するために側溝
そっこう

の上
うえ

に設置
せ っ ち

す

るものです。 

 

結節点
けっせつてん

 

複数
ふくすう

 あるいは異なる
こと    

交通
こうつう

手段
しゅだん

 を相互
そ う ご

 に連絡
れんらく

 する

乗り換え
の   か  

、乗り
の  

継
つ

ぎが行
おこ

なわれる場所
ば し ょ

・施設
し せ つ

のこと

です。交通
こうつう

結節点
けっせつてん

の具体的
ぐたいてき

な施設
し せ つ

としては、鉄道
てつどう

駅
えき

、

バスターミナル、自由
じ ゆ う

通路
つ う ろ

や階段
かいだん

、駅前
えきまえ

交通
こうつう

広場
ひ ろ ば

、

歩道
ほ ど う

などが挙
あ

げられます。 

 

 

公安
こうあん

委員会
いいんかい

 

公安
こうあん

委員会
いいんかい

は、強 力
きょうりょく

な執行力
しっこうりょく

を持つ
も  

警察
けいさつ

を管理
か ん り

す

るために設置
せ っ ち

される行政
ぎょうせい

委員会
いいんかい

のことです。警察法
けいさつほう

に基
もと

づく権限
けんげん

のほか、バリアフリー化
か

に関連
かんれん

するも

のとして、道路
ど う ろ

交通法
こうつうほう

 に基
もと

 づく道路
ど う ろ

 における交通
こうつう

規制
き せ い

に関
かん

するものがあります。 

 

公共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業者
ぎょうしゃ

 

鉄道事
てつどうじ

業者
ぎょうしゃ

、軌道
き ど う

経営者
けいえいしゃ

、乗合
のりあい

バス事
じ

業者
ぎょうしゃ

、バス

ターミナル事
じ

業者
ぎょうしゃ

 、海上
かいじょう

旅客
りょかく

運送事
うんそうじ

業者
ぎょうしゃ

 、航空
こうくう

運送事
うんそうじ

業者
ぎょうしゃ

及び
お よ  

それ以外
い が い

の者
もの

で鉄道
てつどう

施設
し せ つ

、旅客
りょかく

船
せん

タ

ーミナル又
また

は航
こう

空
くう

旅客
りょかく

ターミナルを設置
せ っ ち

し、または

管理
か ん り

する者
もの

をいいます。 

 

勾配
こうばい

（こうばい） 

傾
かたむ

きのことをいい、 道路
ど う ろ

勾配
こうばい

の表示
ひょうじ

には一般的
いっぱんてき

に

「％」表示
ひょうじ

が用
もち

いられます。パーセント表示
ひょうじ

は、水平
すいへい

距離
き ょ り

に対
たい

する垂直
すいちょく

距離
き ょ り

の割合
わりあい

を示
しめ

したもので、 例
たと

えば、 水平
すいへい

距離
き ょ り

１m に対
たい

して５cm の高低差
こうていさ

が生
しょう

じ

ている場合
ば あ い

、勾配
こうばい

は５％となります。 

 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 

障
しょう

がいのある方々
かたがた

の人権
じんけん

が 障
しょう

がいのない方々
かたがた

と同
おな

じように保障
ほしょう

されるとともに、教育
きょういく

や就 業
しゅうぎょう

、その

他
た

社会
しゃかい

生活
せいかつ

において平等
びょうどう

に参加
さ ん か

できるよう、それぞ

れの 障
しょう

 がい特性
とくせい

 や困り
こま  

 ごとに合
あ

 わせて行
おこ

 われる

配慮
はいりょ

のことです。 

 

心
こころ

のバリアフリー 

心
こころ

のバリア（障壁
しょうへき

）とは、 高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がい者
しゃ

な

どが持
も

つ問題
もんだい

を知
し

ろうとしないことや、理解
り か い

しない

ことを意味
い み

します。この 心
こころ

のバリアを無
な

くすことを
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「心
こころ

のバリアフリー」といいます。とくにバリアフ

リー法
ほう

では、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

などが抱
かか

えやすい困
こま

りごとへの理解
り か い

 を深
ふか

 めることが重要
じゅうよう

 であるとされ

ています。例
たと

えば、駐輪
ちゅうりん

等
とう

の自身
じ し ん

の行為
こ う い

で高齢者
こうれいしゃ

、

障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の施設
し せ つ

利用
り よ う

を妨
さまた

げることがないように

注
ちゅう

意
い

することや、 段差
だ ん さ

を上
のぼ

れず困
こま

っている車
くるま

いす

使
し

用
よう

者
しゃ

に声
こえ

をかけ移動
い ど う

を助
たす

けることなど「心
こころ

のバリ

アフリー」として国民
こくみん

の責務
せ き む

としています。 

 

さ行
ぎょう

 

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

ブロック（点字
て ん じ

ブロック） 

視覚
し か く

に 障
しょう

がいのある人
ひと

が杖
つえ

や足
あし

の裏
うら

の 触
しょっ

感覚
かんかく

でそ

の存在
そんざい

 や大
おお

 まかな形状
けいじょう

 を確認
かくにん

 できるような突起
と っ き

 を

つけたブロックのことで、一般
いっぱん

に点字
て ん じ

ブロックとも

呼
よ

ばれます。注意
ちゅうい

喚起
か ん き

のための点状
てんじょう

ブロックと、行
ゆ

く先
さき

 を誘導
ゆうどう

 するための線状
せんじょう

 ブロックがあります。

視覚
し か く

障
しょう

 がい者
しゃ

誘導用
ゆうどうよう

 ブロックは、各製造者
かくせいぞうしゃ

 により

様々
さまざま

な形状
けいじょう

のものが販売
はんばい

されていますが、平成
へいせい

13年
ねん

に JIS規格化
き か く か

されており、ガイドラインでは JIS規格
き か く

の使用
し よ う

が推奨
すいしょう

されています。 

 

施設
し せ つ

設置
せ っ ち

管理者
かんりしゃ

  

鉄道
てつどう

、バス、タクシーなどの公共
こうきょう

交通事
こうつうじ

業者
ぎょうしゃ

、市道
し ど う

や府
ふ

道
どう

 などの道路
ど う ろ

管理者
かんりしゃ

 、 路外
ろ が い

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

管理者
かんりしゃ

 、

公園
こうえん

管理者
かんりしゃ

、建築
けんちく

主
ぬし

など、個々
こ こ

の施設
し せ つ

の設置
せ っ ち

や管理
か ん り

に対
たい

し責任
せきにん

を負う
お  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

をいいます。また、本
ほん

計画
けいかく

では、施設
し せ つ

設置
せ っ ち

管理者
かんりしゃ

等
とう

の「等
とう

」は、信号機
しんごうき

などを

管理
か ん り

する公安
こうあん

委員会
いいんかい

を含んで
ふく    

呼ぶ
よ  

ときに使用
し よ う

します。 

 

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 

障
しょう

がいのある方
かた

にとって、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を

送る
おく  

上
うえ

で障壁
しょうへき

となるようなものを指
さ

します。具体的
ぐたいてき

には、街中
まちなか

の段差
だ ん さ

や利用
り よ う

しにくい施設
し せ つ

などの物事
ものごと

、

利用
り よ う

しにくい制度
せ い ど

、障
しょう

がいのある方
かた

の

存在
そんざい

を意識
い し き

していない慣習
かんしゅう

や文化
ぶ ん か

、障
しょう

がいのある

方
かた

への偏見
へんけん

などがあります。 

 

弱者
じゃくしゃ

感応
かんのう

押
お

しボタン式
しき

信号機
しんごうき

 

通常
つうじょう

 の歩行者
ほこうしゃ

信号機
しんごうき

 の青
あお

時間
じ か ん

 では横断
おうだん

 できない

高齢者
こうれいしゃ

 や 障
しょう

 がい者
しゃ

等
とう

 のために設置
せ っ ち

 される押
お

 しボタ

ン式
しき

 の信号機
しんごうき

 で、白色
しろいろ

 の箱
はこ

 のボタンを押
お

 すことや

携帯用
けいたいよう

発信機
はっしんき

 を用
もち

 いることで、歩
ほ

行者
こうしゃ

 の青
あお

時間
じ か ん

 を

延長
えんちょう

することができる装置
そ う ち

です。 

 

重点
じゅうてん

整備
せ い び

地区
ち く

 

生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

の所在地
しょざいち

を含
ふく

み、かつ、生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

相互間
そうごかん

の移動
い ど う

が通常
つうじょう

徒歩
と ほ

で行
おこな

われる地区
ち く

であるほ

か、生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

及
およ

び生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
け い ろ

について移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

のための事業
じぎょう

が実施
じ っ し

されることが特
とく

に必要
ひつよう

と

され、かつ移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

 のための事業
じぎょう

 を重点的
じゅうてんてき

 、

一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

することが有効
ゆうこう

な地区
ち く

をいいます。 

 

植樹帯
しょくじゅたい

 

植樹帯
しょくじゅたい

とは、歩道上
ほどうじょう

に「帯状
おびじょう

」に高木
こうぼく

や低木
ていぼく

が植
しょく

栽
さい

されている植込み
うえこ  

地
ち

をいいます。 

 

触
しょく

地図
ち ず

 

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

が施設
し せ つ

等
とう

の案内図
あんないず

を触って
さわ    

判読
はんどく

できる

よう、施設
し せ つ

の形状
けいじょう

や設備
せ つ び

の配置
は い ち

、名称
めいしょう

などについ

て浮
う

き文字
も じ

により示した
しめ   

案内板
あんないばん

です。 建築物
けんちくぶつ

や駅舎
えきしゃ

、

公園
こうえん

の出入口
でいりぐちぐち

付近
ふ き ん

のほか、トイレ等
とう

の出入口
でいりぐち

に設置
せ っ ち

されます。 

 

人口
じんこう

集 中
しゅうちゅう

地区
ち く

（DID） 

市区
し く

町村
ちょうそん

 の区
く

域内
いきない

 で人口
じんこう

密度
み つ ど

 の高い
たか  

地区
ち く

 のことで

す。人口
じんこう

密度
み つ ど

が１平方
へいほう

キロあたり 4,000人
にん

以上
いじょう

で、
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人口
じんこう

が 5,000人
にん

以上
いじょう

の地域
ち い き

を指
さ

します。 

 

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

 

身体
しんたい

 の機能
き の う

 に一定
いってい

以上
いじょう

 の 障
しょう

 がいがあると認
みと

 められ

た方
かた

に交
こう

付
ふ

される手帳
てちょう

です。原則
げんそく

、更新
こうしん

はありませ

んが、 障
しょう

 がいの状態
じょうたい

 が軽減
けいげん

 されるなどの変化
へ ん か

 が

予想
よ そ う

される場合
ば あ い

には、手帳
てちょう

の交付
こ う ふ

から一定
いってい

期間
き か ん

をお

いた後
あと

、再認定
さいにんてい

を実施
じ っ し

することがあります。 

 

スパイラルアップ 

バリアフリー化
か

を図
はか

るうえで、事前
じ ぜ ん

の検討
けんとう

段階
だんかい

から

事後
じ ご

の評価
ひょうか

の段階
だんかい

に至
いた

るまで、高齢者
こうれいしゃ

、障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

が積極的
せっきょくてき

に参加
さ ん か

し、この参加
さ ん か

プロセスを経て
へ  

得られ
え   

た知見
ち け ん

を共有化
きょうゆうか

し、他
た

のプロジェクトに生
い

かすこと

によって 行
おこな

われる、段階的
だんかいてき

かつ継続的
けいぞくてき

な発展
はってん

のこと

です。 

 

スロープ板
いた

 

主
おも

に 車
くるま

いすなどの移動
い ど う

で、段差
だ ん さ

を解消
かいしょう

するために

使用
し よ う

するものをいいます。 

 

生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
け い ろ

 

生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

の間
あいだ

を結
むす

ぶ、道路
ど う ろ

、駅前
えきまえ

広場
ひ ろ ば

、建物内
たてものない

及
およ

び敷地
し き ち

にある通路
つ う ろ

などのことです。 

 

生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

 

高齢者
こうれいしゃ

 、 障
しょう

 がいのある人
ひと

等
とう

 が日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

 は社会
しゃかい

生活
せいかつ

において利用
り よ う

する旅客
りょかく

施設
し せ つ

、官公庁
かんこうちょう

施設
し せ つ

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

その他
  た

の施設
し せ つ

をいいます。 

 

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

 

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

は、一定
いってい

程度
て い ど

の精神障
せいしんしょう

がいの状態
じょうたい

 （精神
せいしん

疾患
しっかん

により、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

に困難
こんなん

をきたしている状態
じょうたい

）にあることを認定
にんてい

する

ものです。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

の等級
とうきゅう

は、

精神
せいしん

疾患
しっかん

 の状態
じょうたい

 と能 力 障
のうりょくしょう

 がいの状態
じょうたい

 の両面
りょうめん

 か

ら総合的
そうごうてき

に判断
はんだん

され、１ 級
きゅう

から３級
きゅう

まであります。 

 

側溝
そっこう

 

排水
はいすい

のために道路
ど う ろ

や線路
せ ん ろ

のわきに設ける
もう    

溝
みぞ

のことを

いいます。 

 

ソフト施策
し さ く

 

建物
たてもの

や道路
ど う ろ

の整備
せ い び

等
とう

を指す
さ  

ハード施策
し さ く

に対し
たい  

、役務
え き む

の提供
ていきょう

、旅客
りょかく

支援
し え ん

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

、教育
きょういく

訓練
くんれん

、広報
こうほう

 ・

啓発
けいはつ

など無形
む け い

のものに関する
かん    

施策
し さ く

をいいます。 
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生活
せいかつ

道路
ど う ろ

 における歩
ほ

行者
こうしゃ

 や自転車
じてんしゃ

 の安全
あんぜん

 な通行
つうこう

 を

確保
か く ほ

することを目的
もくてき

とした交通
こうつう

安全
あんぜん

対策
たいさく

の一
ひと

つです。

区域
く い き

 （ゾーン）を定めて
さだ    

時速
じ そ く

30km の速度
そ く ど

規制
き せ い

を実施
じ っ し

するとともに、その他
た

 の安全
あんぜん

対策
たいさく

 を必要
ひつよう

 に応じ
おう  

 て

組み合わせ
く    あ     

 、ゾーン内
ない

 における 車
くるま

 の走行
そうこう

速度
そ く ど

 や

通り抜け
とお  ぬ  

を抑制
よくせい

するものです。 

 

た行
ぎょう

 

低床
ていしょう

バス（ワンステップバス・ノンステップバス） 

通常
つうじょう

のバスより床面
ゆかめん

が低い
ひく  

バスのことです。地面
じ め ん

か

ら床面
ゆかめん

までが 55cm程度
て い ど

で、乗降
じょうこう

ステップが 1段
だん

のワ

ンステップバス、床面
ゆかめん

までが 25～30cm程度
て い ど

で乗降
じょうこう

ステップのないノンステップバスがあります。 

 

道路
ど う ろ

横
おう

断面
だんめん

 

道路
ど う ろ

 をその中心
ちゅうしん

線
せん

 に対し
たい  

直角
ちょっかく

 に切断
せつだん

 したときの

切り口
き  くち

の平面
へいめん

。車道
しゃどう

、中央帯
ちゅうおうおび

、路肩
ろ か た

、停車帯
ていしゃたい

 （車道
しゃどう

の一部
い ち ぶ

）、自転
じ て ん

車道
しゃどう

、自転車
じてんしゃ

歩
ほ

行者
こうしゃ

道
どう

、歩道
ほ ど う

、植樹帯
しょくじゅたい

、
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副道
ふくどう

（車道
しゃどう

の一部
い ち ぶ

）などで構成
こうせい

されています。 

 

道路
ど う ろ

付属物
ふぞくぶつ

・占用物
せんようぶつ

 

道路
ど う ろ

の「かたち」や「つくり」を守る
まも  

為
ため

、また、安全
あんぜん

で円滑
えんかつ

な交通
こうつう

を確保
か く ほ

するため、その他
た

、道路
ど う ろ

の管理
か ん り

をするのに必要
ひつよう

な施設
し せ つ

または工作物
こうさくぶつ

をいいます。 

 

特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

(建築物
けんちくぶつ

特定
とくてい

施設
し せ つ

) 

学校
がっこう

、病院
びょういん

、劇場
げきじょう

、観覧場
かんらんじょう

、集 会 場
しゅうかいじょう

、展示場
てんじじょう

、

百貨店
ひゃっかてん

、ホテル、事務所
じ む し ょ

、老人
ろうじん

ホーム等
とう

、多数
た す う

の者
もの

が利用
り よ う

 （法
ほう

第２条
だい じょう

第十八号
だいじゅうはちごう

 ）する政令
せいれい

 で定める
さだ    

建築物
けんちくぶつ

 のことをいいます。建築物
けんちくぶつ

特定
とくてい

施設
し せ つ

 である

出入口
でいりぐち

や階段
かいだん

等
とう

の施設
し せ つ

を含んだ
ふく    

建築物
けんちくぶつ

です。 

 

特別
とくべつ

特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

 

特定
とくてい

建築物
けんちくぶつ

のうち、不特定
ふとくてい

かつ多数
た す う

が利用
り よ う

し、また

は主
しゅ

 として高齢者
こうれいしゃ

 、 障
しょう

 がい者
しゃ

等
とう

 が利用
り よ う

 （法
ほう

第２条
だい じょう

第十九号
だいじゅうきゅうごう

）する政令
せいれい

で定める
さだ    

建築物
けんちくぶつ

のことです。 

 

特定
とくてい

公園
こうえん

施設
し せ つ

 

都市
と し

公園
こうえん

 の主要
しゅよう

 な経路
け い ろ

 を構成
こうせい

 する園
えん

路
ろ

及び
およ  

広場
ひ ろ ば

 、

休憩所
きゅうけいじょ

 、駐 車 場
ちゅうしゃじょう

 、便所
べんじょ

等
とう

 の移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

 が特
とく

 に

必要
ひつよう

な施設
し せ つ

のことをいいます。 

 

特定
とくてい

事業
じぎょう

 

特定
とくてい

事業
じぎょう

はバリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

に定める
さだ   

事業
じぎょう

のう

ち、実施
じ っ し

義務
ぎ む

が生じる
しょう   

事業
じぎょう

をいいます。また、特定
とくてい

事業
じぎょう

について、具体的
ぐたいてき

な事業
じぎょう

内容
ないよう

やスケジュール等
とう

を定めた
さだ    

ものが特定
とくてい

事業
じぎょう

計画
けいかく

です。本事業
ほんじぎょう

計画
けいかく

はバ

リアフリー法
ほう

 において、バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

策定後
さくていご

に各施設
かくしせつ

設置
せ っ ち

管理者
かんりしゃ

等
とう

が定める
さだ    

ことが規定
き て い

さ

れています。 

 

特定
とくてい

道路
ど う ろ

 

高齢者
こうれいしゃ

 や 障
しょう

 がい者
しゃ

 などの移動
い ど う

 を円滑化
えんかつか

 するために

国
こく

土
ど

交通
こうつう

大臣
だいじん

が指定
し て い

した道路
ど う ろ

をいいます。 

 

特定
とくてい

旅客
りょかく

施設
し せ つ

 

旅客
りょかく

施設
し せ つ

のうち、利用者
りようしゃ

が相当数
そうとうすう

 （１日
にち

平均
へいきん

5,000人
にん

以上
いじょう

）であること又
また

は相当数
そうとうすう

であると見込
み こ

まれるこ

となど政令
せいれい

で定める
さだ    

要件
ようけん

に該当
がいとう

するものをいいます。 

 

特定
とくてい

路外
ろ が い

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

 

路外
ろ が い

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

とは、駐車場法
ちゅうしゃじょうほう

第２条
だい じょう

で定
さだ

められて

おり、道路
ど う ろ

の路面外
ろめんがい

に設置
せ っ ち

される自動車
じどうしゃ

の駐
ちゅう

車
しゃ

のた

めの施設
し せ つ

であって一般
いっぱん

公共
こうきょう

の用
よう

に供
きょう

されるものを

いいます。このうちバリアフリー法
ほう

で対象
たいしょう

となるも

のを特定
とくてい

路外
ろ が い

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

といい、一般
いっぱん

公共
こうきょう

の用
よう

に 供
きょう

し、駐車
ちゅうしゃ

マスの部分
ぶ ぶ ん

の合計
ごうけい

面積
めんせき

が 500 ㎡以上
いじょう

のもの

であって、利用
り よ う

の際
さい

、駐車
ちゅうしゃ

料金
りょうきん

を徴 収
ちょうしゅう

するとい

った要件
ようけん

を備える
そな   

駐 車 場
ちゅうしゃじょう

を指し
さ  

ます。 

 

な行
ぎょう

 

ノーマライゼーション 

障
しょう

がい者
しゃ

が社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、 障
しょう

がいのない人
ひと

と

同等
どうとう

に生活
せいかつ

し、活動
かつどう

できる社会
しゃかい

があたりまえであり、

そのような社会
しゃかい

をめざしていく考え方
かんが かた

のことです。 

 

は行
ぎょう

 

バリアフリー 

高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

、妊産婦
に ん さ ぷ

等
とう

の移動
い ど う

に制約
せいやく

を受け
う  

や

すい人
ひと

の妨げ
さまた  

となる障壁
しょうへき

（バリア）を除去
じょきょ

するこ

とです。 広義
こ う ぎ

 には、段差
だ ん さ

解消
かいしょう

等
とう

 の物理的
ぶつりてき

環境
かんきょう

 の

改善
かいぜん

だけでなく、 人間
にんげん

の心理的
しんりてき

なバリアや社会的
しゃかいてき

な

制度
せ い ど

のバリアを除去
じょきょ

することも含み
ふく  

ます。 
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ピクトグラム 

伝えたい
つた     

イメージが一見
いっけん

して理解
り か い

できるよう、絵
え

文
も

字
じ

等
とう

により表現
ひょうげん

したサインのことです。JIS規格
き か く

に

定
さだ

められたものと交通
こうつう

エコロジー・モビリティ財団
ざいだん

により公表
こうひょう

されたものがあります。 

 

幅員
ふくいん

 

道路
ど う ろ

・橋
はし

・船
ふね

などの幅
はば

のことです。 

 

踏切
ふみきり

道内
どうない

誘導
ゆうどう

表示
ひょうじ

（視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

誘導
ゆうどう

表示
ひょうじ

） 

踏切
ふみきり

道内
どうない

の一方
いっぽう

の遮断
しゃだん

かんから他方
た ほ う

の遮断
しゃだん

かんまで

の区間
く か ん

にある表示
ひょうじ

で、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

が車道
しゃどう

や線路
せ ん ろ

に

誤って
あやま   

侵入
しんにゅう

 することを防
ふせ

 ぐことを目的
もくてき

 としている

ものです。 

 

プラットホーム縁端
えんたん

警告用内方
けいこくようないほう

表示
ひょうじ

ブロック 

（内方
ないほう

線
せん

） 

ホームの縁端
えんたん

には、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

の転落
てんらく

を防止
ぼ う し

する

ために点状
てんじょう

ブロックを敷設
ふ せ つ

する必要
ひつよう

があります。し

かし、点状
てんじょう

ブロックは正方形
せいほうけい

で方向性
ほうこうせい

を持たない
も    

こ

とから、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

は点状
てんじょう

ブロックの上
うえ

に立
た

って

いても、どちらが線
せん

路
ろ

側
がわ

で、どちらがホーム側
がわ

なの

かがわからなくなるため、ガイドラインでは、ホー

ム縁端
えんたん

 に敷設
ふ せ つ

 する点状
てんじょう

 ブロックのホーム側
がわ

 に内方
ないほう

線
せん

を示す
しめ  

よう推奨
すいしょう

しています。 

 

ヘルプマーク 

外見
がいけん

からはわからない援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている

方々
かたがた

が、周囲
しゅうい

の方
かた

に配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としていることを知
し

らせることで、援助
えんじょ

を得
え

やすくなるよう、作成
さくせい

され

たマークのことです。 

 

や行
ぎょう

 

有効
ゆうこう

幅員
ふくいん

 

通行上
つうこうじょう

支障
ししょう

 のない部分
ぶ ぶ ん

 の幅
はば

 をいい、全幅員
ぜんふくいん

 から

植樹帯
しょくじゅたい

・電柱
でんちゅう

・防護
ぼ う ご

柵
さく

等
とう

の支障物
ししょうぶつ

を除いた
のぞ    

幅
はば

のこ

とです。ただし、側溝
そっこう

に蓋
ふた

を設ける
もう    

場合
ば あ い

には､
、

側溝
そっこう

の

幅
はば

も有効
ゆうこう

幅員
ふくいん

に含
ふく

みます。 

 

ユニバーサルデザイン 

「みんなにやさしいデザイン」のことで、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、

文化
ぶ ん か

 、身体
しんたい

 の 状 況
じょうきょう

 など人々
ひとびと

 がもつ様々
さまざま

 な個性
こ せ い

 や

違い
ちが  

を超え
こ   

て、一人
ひ と り

ひとりが互いに
たが   

多様性
たようせい

を認め合
みと  あ

い、はじめから誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすいように、まちや

建物
たてもの

、製品
せいひん

、環境
かんきょう

、サービスづくりを行
おこ

なっていこ

うという考え方
かんが かた

をいいます。 

 

ユニバーサルデザインタクシー 

広い
ひろ  

開口部
かいこうぶ

と可動式
かどうしき

のステップ（スライドステップ）

を備え
そな  

、車
くるま

いすのまま乗車
じょうしゃ

できるなど、障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者
こうれいしゃ

に配慮
はいりょ

した一般
いっぱん

タクシー車両
しゃりょう

をいいます。 

 

ら行
ぎょう

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 

療育
りょういく

手帳
てちょう

 とは、都道府県
と ど う ふ け ん

 の知事
ち じ

 が発行
はっこう

 している

知的障
ちてきしょう

がい者
   しゃ

 （および知的
ち て き

障
しょう

がい児
じ

）が補助
ほ じ ょ

を受け
う  

るために必要
ひつよう

な手帳
てちょう

です。 

 

旅客
りょかく

施設
し せ つ

 

鉄道
てつどう

駅
えき

、軌道
き ど う

停 留 場
ていりゅうじょう

、自動車
じどうしゃ

ターミナル法
ほう

による

バスターミナル、旅客
りょかく

船
せん

ターミナル及び
およ  

航空
こうくう

旅客
りょかく

タ

ーミナルのことをいいます。 

 

 


