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このコードは、視覚に障がいのある人への情報提供を目的に作られた“音声コード”です。専用の

読み上げ装置で、書いてある内容を音声で聞くことができます。

※一部のスマートフォンアプリでも読み取りができます。
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心のバリアフリーガイド わかりやすい版 について
こころ ばんば り あ ふ り ー が い ど
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わ せつ めい

ほうだすたいひと て ほう

わ

おもなかだすて こころこま ひと

困っている人がいたら手助けをしたいと心の中で思っていても、

どうしたらよいか分からなくて、

なにもできなかったという人もいるのではないでしょうか。

この冊子は、障がいのある人に対する手助けの方法などを

分かりやすく説明しています。

障がいのある人や高齢の人も含めた、みんなにとって住みやすい社会、

みんながお互いを大切にして支えあっていく共生社会を、

みんなで力を合わせて、目指しましょう！
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「共生社会」ってなんだろう？
きょう せい しゃ かい
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きょう せい しゃ かい
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しょいっ
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しょう

おんな ひと おとこ ひと ひと わか ひと たが こ せいこう れい
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　みなさんは、「共生社会」という言葉を聞いたことはありますか？

「共生社会」とは、障がいがある、ないにかかわらず、

女の人も男の人も、高齢の人も若い人も、お互いの個性や、

他の人との違いを大切にして、

一緒に支えあっていく社会のことをいいます。

この共生社会を作っていくためには、障がいのある人や高齢の人などが、

どのようなことで困っているのかを、みんなで一緒に考え、

力を合わせて、その困りごとを解決していくことが大切です。

障がいのある人や高齢の人も含めた、みんなにとって住みやすい社会、

みんながお互いを大切にして支えあっていく共生社会を、

みんなで力を合わせて、目指しましょう！
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私は
障がいがあって
目が見えないの

わたし

め み

しょう

道路を渡るとき、車や信号が見え
ないから、とても不安なの

どう ろ わた くるま みごうしん

ふ あん

2

でも、渡るタイミングを教えて
くれると、安心して渡れるよ

わた おした い み ん ぐ

しん わたあん

3

信号が青に
なりましたよ

しん ごう あお

1 目が見えないから
ひとりで出かけると
迷子になることも
あるの

め

まい ご

み

で

よそ見をして歩いている
人とぶつかることとか、
他にも困ることがあるの

み ある

ひと

ほか こま

4

2 誘導してくれれば
迷わないし

ゆう どう

まよ

移動のときも
安心できるの

い どう

あん しん

ゆう どう

つえ はん

はん ぽ まえ た

たい がわ
誘導するときは
杖とは反対側の
半歩前に立って
ください

周りの様子を伝えてくれると、
もっと安心だね！

まわ よう つたす

あん しん

3 4 困ることも
たくさんあるけれど、

こま

お手伝いしてくれれば
安心して出かけることが
できるんだ！

つだて

あん しん で

視覚障がいってなんだろう
し かく しょう

まな

どんな配慮をするといいの
はい りょ

まな

視覚障がいについて視覚障がいについて
し かく しょう

視覚障がいについて視覚障がいについて
し かく しょう

視覚障がいとは…
し しょうかく

2 3

見えにくい
み

通常の見え方
つうじょう み かた

見える範囲が狭い
み せまはん い視覚障がいの

見え方

し かく しょう

み かた

例
れい

　目が全く見えない、少しは見えるがとても見えにくい、見える範囲が狭いなどの状態です。

見え方は人それぞれ違います。

　目では周りの様子が分かりにくいため、音を聞いたり、手で触ったりすることで、周りの様子

を知る手がかりにしています。

め まった

め てき

て

さわまわ よう す まわ よう す

し

わ おと

み み

ひと ちがみ

はん い せま じょうたい

かた

すこ み み

　視覚障がいのある人が、何かを探していたり、不安そうな表情をしていたりするときは、

まず、声をかけましょう。

　横断歩道前や駅のホームなど、あぶない場所を歩いている場合には、ためらわずに声を

かけましょう。

し かく

おう だん ば あいあるまえ えき ほ ー むどうほ こえば しょ

しょう あん ひょうじょう

こえ

ひと なに さが ふ

　杖で地面を触ることで、道に

障がい物があるか確かめ、点字

ブロックを使って安全に移動が

できます。

つえ じ めん さわ

ぶつ たししょう てん じ

い どうぜんあんつか

みち

こんな配慮をしましょう
はい りょ

白杖
はく じょう

こ ま こ ま

ランチ
メニュー
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音が聞こえ
づらいの

おと き

ほ ちょう き き

おぎな

みみ つか

き かい
補聴器とは、聞こえ
にくさを補う機械
です。
耳につけて使いま
す。

補聴器をつけていても
はっきり聞こえない
ことがあるの

ほ ちょう き

き

2

あ□△、
※・☆○

話しかけられても聞こえなくて、
誤解されることがあるの…

はな き

ご かい
3

○○さん！

あれ、
怒っている
のかな？

おこ

聴覚障がいのある人は、それぞれ
コミュニケーション（気持ちや情報を
伝えあうこと）の方法が違うの

ちょうかくしょう

こ み ゅ に け ー し ょ ん き も じょうほう

ほうつた ほう ちが

ひと1

身振り
手振り

み ぶ

て ぶ

手話
しゅ わ

筆談
ひつ だん

口話
こう わ

要約筆記
やくよう ひっ き

2 音は聞こえづらいから、伝えたいことを
紙に書いてもらえると分かりやすいな
　　　　　　　（筆談）

おと つたき

か わかみ

ひつ だん

あした
朝
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話しかける時は正面から、口の動きがわかる
ように、大きく口を開けて話してくれると

分かりやすいな（口話）

はな しょうめん くち うごとき

はな

こう わわ

あくちおお

3

あ

し

た…

まわりに「聴覚障がいの
ある人がいるかもしれない」と
意識することも大切だよ

ちょうかくしょう

ひと

い しき たい せつ

4

そう
なんだ！

4 筆談や口話は
苦手な人もいます

ひつ だん こう わ

にが て ひと

ひと

その人にあった
コミュニケーションを

とろう！

こ み ゅ に け ー し ょ ん

聴覚障がいってなんだろう
ちょう かく しょう

まな

どんな配慮をするといいの
はい りょ

まな

聴覚障がいについて聴覚障がいについて
ちょう かく しょう

聴覚障がいについて聴覚障がいについて
ちょう かく しょう

聴覚障がいとは…
ちょう しょうかく

4 5

他にも困ることがあります
ほか こま

　聴覚障がいは、音が聞こえない、または聞こえにくい状態をいいます。生まれたときや幼い

ときなど、言葉を覚えるより前に聞こえなくなった人（ろう者）、言葉を覚えた後に全く聞こ

えなくなった人（中途失聴者）、聞こえにくい人（難聴者）がいます。

　聞こえ方はそれぞれ違い、声を出して話せる人と、話すのが難しい人がいます。耳からの

情報が得にくいため、文字や図など、いろいろな方法で目からの情報を得ています。

しゃ

しゃなん ちょう

こえ はな ひと はなだ むずか ひと

ひとき

き みみ

じょう ほう え じょうほう えも じ ず ほう ほう め

かた ちが

しゃちょうしっとちゅう

きまったひと あとおぼばことこと ば まえおぼ

ひと

き

き じょうたい おさなうちょうかくしょう おと き

　聴覚障がいのある人でも、どのくらい聞こえるか、聞こえなくなった時期などによって、

それぞれコミュニケーションの方法が違います。

　聴覚障がいのある人にたずねられたら、伝えたいことを紙に書いたり、ゆっくりはっきり

話したり、身振り手振りあるいは手話などを使ったりして伝えてください。

　相手に伝えようという気持ちが大切です。

ちょう かく

かかみひと

はな

あい て つた き も たい せつ

み ぶ て ぶ しゅ わ つか つた

つた

しょう

ちょう かく しょう

ほうこ み ゅ に け ー し ょ ん ほう ちが

ひと き き じ き

　手話は、聴覚障がいのある人にとって

の「言葉（言語）」です。

　ただし、聴覚障がいのある人全員が

手話を使えるわけではありません。

ばこと ごげん

ちょう かく しょう

ちょう かくしゅ わ しょう

しゅ

ぜんひと いん

わ つか

ひと　列車の遅れの案内放送が聞こえず、困ること

があります。他にも、テレビや映画は字幕がないと

内容が分からない、災害時の放送が聞こえない

など、困ることがあります。

こま

ほか が じ まくえい

よう さい がい ほう そうじわ き

こま

ない

て れ び

ほう そう きないあんれっ しゃ おく

こんな配慮をしましょう
はい りょ

手話
しゅ わ

こ ま こ ま

右手の人さし指と中指を

重ねて額の中央部に当て

る。

みぎ て ひと ゆび なか ゆび

かさ ひたい ちゅうおう ぶ あ
両手の人さし指を立てて

向かい合わせた後に、その

まま両方の指を曲げる。

ひと ゆび たりょう て

む あ あと

りょうほう ゆび ま

❶ ❷

「こんにちは」

事故のため
列車が遅れて
おります

れっ しゃ おく

じ こ



僕は足に障がい
があって、

ぼく あし しょう

車いすで移動して
いるんだ

くるま どうい

1 段差があると車いすで登るのは大変…
それにエレベーターがないと
上の階に行くのも大変なんだ

だん さ へんたいのぼ

うえ かい い たい へん

くるま

え れ べ ー た ー

2 歩いている人のかばんや
荷物にぶつかること
があるんだ

ある ひと

に もつ

2

スロープになっていれば
登りやすい！

す ろ ー ぷ

のぼ

がんばって
登ってみよう！
のぼ

3

車いすを
使っていると

くるま

つか

他にも困ること
があるんだ

ほか こま

1

高いところにある物は取れない
から手伝ってくれると助かるんだ

たか もの と

たすつだて

あの本を
取ってくれ
ませんか？

と

ほん

いいで
すよ！

3
困ることもあるけれど
こま

少しだけ配慮して
もらえれば、自分でできる
こともあるんだ

すこ はい

じ ぶん

りょ

44 乗りやすいように、エレベーターの
ドアを開けてくれたんだ！

の え れ べ ー た ー

あど あ

ありがとう！
どうぞ！

どんな配慮をするといいの
はい りょ肢体不自由について肢体不自由について

し たい ふ じ ゆう

肢体不自由について肢体不自由について
し たい ふ じ ゆう

肢体不自由とは…
し ふ じ ゆうたい

6 7

　手や足、体のどこかが動かなかったり、動かしにく

かったりする状態のことです。

　例えば、手足などの関節が曲がったまま動かせな

い、体に力が入らない、動かそうと思っていないのに

手足が勝手に動いてしまうなど、さまざまな状態が

あります。

うごまかん せつあして

あし かっ て うごて

じょう

たと

たい

じょう たい

からだ

からだ ちから はい うご おも

うご うごて あし

　誰にでもできる支援は、歩道などをふさぐように物を置かないこと、歩道などをふさいで

いる物をよけることです。

　車いすや杖を使っている人が通りやすいようによけてあげる、車いすや杖を使っている

人の手が届かない場所にある物を取る、乗り降りしやすいようにドアを開けておくといっ

たことも、大切な手助けです。

だれ

くるま つえ つかつえ つか ひと

ひと

て だすたい せつ

て とど ば しょ もの と の お ど あ あ

とおくるま

もの

し えん ほ どう もの お ほ どう

　物を拾って渡したり、ドアを開けたり、着替えを

手伝ったりと飼い主の障がいに応じて活躍します。

　お店などにも、介助犬を連れて入ることができ

ます。

つだ か ぬし しょう おう かつ やくて

みせ かい じょ けん

もの ひろ わた

つ はい

ど あ あ き が

こんな配慮をしましょう
はい りょ

介助犬
かい じょ けん

まな
こ ま

まな
こ ま

杖を

使う人

つえ

つか ひと
義足を

使う人

そくぎ

つか ひと

介
助
犬

肢体不自由ってなんだろう
し たい ふ じ ゆう
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いろいろな障がいについていろいろな障がいについて
しょう

いろいろな障がいについていろいろな障がいについて
しょう
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内部障がいとは…
ない しょうぶ

　心臓や肺など、体の内部に障がいがあることをいいます。
しょうしん ぞう はい からだ ない ぶ

難病とは…
なん びょう

　原因が不明で、完全な治療法が今のところない病気です。外見からは

病気なのか、元気なのか分かりにくい場合があります。

りょうげん いん

びょう げん き わ ば あいき

ふ めい かん ぜん ち ほう いま びょう き がい けん

盲ろうとは…
もう

　視覚と聴覚の両方に障がいのある人を盲ろう者といいます。全く見えなく聞こえない人だけではなく、

少し見えたり聞こえたりする人を含みます。視覚障がいや聴覚障がいとは違う独自の障がいです。

　目や耳で情報を得ることが難しいため、盲ろう者の手にやさしく触れて手のひらに一文字ずつ書いて伝え

る「手書き文字」という方法があります。時間をかけてコミュニケーションをとることが大切です。

すこ み

め みみ じょうほう え むずか ふ ててもう しゃ

こ み ゅ に け ー し ょ ん たい せつじ かんほうほう

いち も じ か つた

て が も じ

き ひと ふく し かくしょう ちょうかく ちが どく じしょう しょう

もう しゃ まった み き ひとし かく ちょう りょうほうかく しょう ひと

知的障がいとは…
ち しょうてき

　話す、読む、聞く、計算することなどが難しく、何らかの手助けを必要と

する障がいです。難しい漢字を読むことが困難だったり、突然話しかけら

れてもすぐに答えられなかったりすることがあります。知的障がいの状態

は、それぞれ違います。分かりやすい言葉を使う配慮が必要ですが、その

人の年齢にふさわしい態度で接することが大切です。

ち てきしょう じょうたい

しょう むずか

なんむずか

こた

て だす ひつ よう

はなぜんとつかん こん なんじ よ

ちが わ こと

ひと ねん れい たい ど せっ たい せつ

ば つか はい りょ ひつ よう

はな よ き けい さん

電車やバスなどで席を譲ってもらえずに、つらい思いをすることがあります。
でん しゃ ば す せき ゆず おも

買い物のとき、お金の計算が苦手で代金の支払いに時間がかかります。

急がせないで見守ってください。

か

いそ み まも

もの かね けい さん にが て だい きん し はら じ かん

発達障がいとは…
はっ しょうたつ

　脳機能の発達に関係する障がいです。

　他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手ですが、すぐれた能力が発揮されている場合

もあり、まわりから見て理解されにくい障がいです。
かい しょうりみ

あいばた にん かん けい こ み ゅ に け ー し ょ ん にが のう りょく はっ きて

しょうのう のうき はっ たつ かん けい

なぜ

どうして
精神障がいとは…
せい しょうしん

　生活環境やストレスなどが原因で引き起こされ、やる気が出ない、

何をやっても楽しめない、勉強が手につかないなど、さまざまな症状

がでる障がいです。

　誰もがかかる可能性がある一方、通院や、周囲の理解などによって

回復し、安定して生活ができるようにもなります。

しょう

しょう

じょうなに たの

で

きょうべん て

だれ

かい ふく あん てい せい かつ

せいのう ぽう つう いん しゅう い り かいいっか

ひ お きせい かつ かん きょう す と れ す げん いん

自分の考えをうまくまとめて伝えられないことがありますが、問いつめたり、いくつも続けて質問し

たりしないようにしましょう。

じ ぶん かんが しつ もんつた と つづ

他にもいろいろな障がいがあります
ほか しょう

　例えば、脳の病気などが原因で、「話す」「理解する」「読む」「書く」など言葉に関わ

ることに障がいが起きて、コミュニケーションをとることが難しくなる人もいます

（失語症）。交通事故などが原因で脳に障がいが起きて、忘れっぽくなるなどの症状

がある人もいます（高次脳機能障がい）。

　いくつもの障がいが重なっている人もいます。外見から分かる障がいもあれば、

外見からは分かりづらい障がいもあります。まわりに「見えない」障がいを持ってい

る人がいることを意識することが大切です。

しょう お むずかこ み ゅ に け ー し ょ ん

こう つう じ こしょう

ひと

しつ ご しょうのういんげん

がい けん

わすお しょうじょう

ひと

い しきひと

も

たい せつ

しょうこう じ のう き のう

しょう

しょう かさ ひと しょうわ

がい けん しょうわ み

かかのうたと びょう き げん いん かよかいはな り こと ば

色弱とは…
しき じゃく

　色の見え方や感じ方が、色弱のない人たちと違う状態をいいます。色を区別するのが難しいことがあり

ます。

じゃく ちが じょうたい いろ く べつ むずかいろ み かた かたかん しき ひと

　色弱の人でも、見え方はさまざまです。

　これは見え方の例なので、すべての色弱のある

人が、同じように見えているわけではありません。

み かた れい しき じゃく

ひと

しきじゃく ひと

おな み

み かた

見え方の例
み かた れい

色弱のある人
しきじゃく ひと

色弱のない人
しきじゃく ひと

並び方が
いつもと違う！

ちが

なら かた

ごはん
たべる  

ごはん
たべる  

ごはん
たべる  

…

いつもと違っていると、

不安になります。

ちが

ふ あん

大きな音が苦手です。耳に

あてる道具を使って、音を

さえぎっている人もいます。

おお にが

どう ぐ つか おと

ひと

て みみおと

コマーシャルの言葉や、家族

の会話の一部を繰り返し

て言うことがあります。

こ ま ー し ゃ る こと ば か ぞく

かい わ いち

い

ぶ く かえ

C型
しーがた

P型
ぴーがた

D型
でぃーがた

T型
てぃーがた
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ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

　内部障がいのほか、難病の人や義足を使っている人など、見た目では分か

らなくても、手助けや配慮を必要としている人たちのためのマークです。

　妊娠初期の人や高齢の人など、その他にも手助けを必要とする人が着け

ている場合があります。

　札幌市では、希望者にストラップ型のヘルプマークと、マークがデザイン

されたヘルプカードを配っています。

ま ー く

つにん しん しょ き ひと ひと て だす ひつ よう

あいば

ひとほかこう れい

い んさっ ぽろ し き す へ る ぷ ま ー く

へ る ぷ か ー ど くば

ま ー く で ざと ら っ ぷ がたぼう しゃ

て だす はい りょ ひつ よう ひと

め わみひとそくぎひとびょう つかない ぶ しょう なん

点字ブロックの上には、物や自転車などを置かないようにしましょう。
てん じ ぶ ろ っ く おじ てん しゃものうえ

　障がいなどのそれぞれの特性や、どんなことに困っているのかをよく理解したうえで、どのような

配慮が必要なのかを考えて、その人に合わせた方法で手助けをしましょう。
はい りょ ひつ よう かんが ひと ほう ほう て だすあ

しょう とく せい り かいこま

声かけしてみよう
こえ

　障がいのある人や、高齢の人などが困っている様子のときは、「何か困っていますか」、「お

手伝いしましょうか」と、まずは勇気を出して、笑顔で声をかけてみましょう。

　しかし、周りの手助けなしで、自分でやりたいと思っている人もいます。

　断られても、やさしい気持ちは伝わります。がっかりしないでください。

て つだ ゆう き え がお こえだ

まわ じ ぶんだすて

ことわ き も つた

ひとおも

しょう こう れい よう なに こますひとひと こま

行動してみよう
こう どう

　聴覚障がいがある人、内部障がいがある人など、障がいのあることは外見からは分かりに

くい人がいます。また、障がいではありませんが、おなかが目立たない妊娠初期の人や高齢

の人なども、配慮が必要な場合があります。

　そうした人が、街中などで必要な手伝いや配慮を受けられるように、「ヘルプマーク」など

のマークがあります。

　こうしたマークを着けている人を見かけたら、できることから行動してみましょう。

ひと こうひときしょしんにんだしょう め れい

ひと はい ひつ よう ば あいりょ

ひと よう て つだひつなかまち

ま ー く

ま ー く つ ひと こう どうみ

う へ る ぷ ま ー くはい りょ

ちょう かく しょう ない ぶ しょうひと ひと がい けん わしょう

よく聞いてみよう
き

　困っていることは、人によって違います。

　勝手な思い込みや判断をしないで、何を手伝ってほしいか、よく聞きましょう。

　自分だけで手助けするのが難しいときは、周りの人にも声をかけて、協力してもらうと良い

でしょう。

てかっ おも こ はん だん て つだ きなに

じ ぶん むずか まわだすて りょく よきょうこえひと

こま ひと ちが

ヘルプマークを着けている人を見かけたら、

席をゆずりましょう。

へ る ぷ ま ー く ひと みつ

せき

　点字ブロックの上や、その近くに

物が置かれていると、視覚障がいの

ある人がつまずいたり、ぶつかったり

して危ないです。

　点字ブロックの上や、その近くに

は物を置かないでください。

し かく しょう

ひと

あぶ

てん じ

もの お

もの お

ぶ ろ っ く うえ ちか

てん じ ぶ ろ っ く うえ ちか

どうぞ
お座りください

すわ

　電車やバスの中などで、へルプ

マークを着けている人を見かけた

ら、声をかけて、気持ちよく席をゆず

りましょう。

ひと み

こえ き も せき

なかでん しゃ へ る ぷ

ま ー く つ

ば す

ヘルプマーク
へ る ぷ ま ー く

点字ブロック
てん じ ぶ ろ っ く

　点字ブロックは、視覚障がいのある人が安全に移動するためのものです。

　色は、目が見えづらい人が見やすく、周りと区別がしやすいよう黄色とされてい

ます。

いろ ひと まわ く べつ き いろめ み み

ひと あん ぜん い どうてん じ ぶ ろ っ く し かく しょう
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障がい者等用駐車スペース
しょう しゃ とう よう ちゅう しゃ す ぺ ー す

　この場所は、車いすを使っている

人が、車いすから自動車へ、簡単に

乗り降りできるように、一般の駐車

スペースより、幅が広くなっています。

　移動しやすいように建物の入口

近くに設けられています。

いっ ぱん ちゅう しゃ

す ぺ ー す ひろはば

じ どう

い どう たて もの いり ぐち

もうちか

しゃ たんかん

おの

くるまひと

つかば しょ くるま

多機能（多目的）トイレ
た もく てきた と い れき のう

　多機能（多目的）トイレとは、車いすを使っている人でも利用できる広さがあり、手すり、

ベビーチェアなど、いろいろな設備がついているトイレです。

　車いすを使っている人だけでなく、高齢の人や、子ども連れの人など、いろいろな人が利用

できます。

くるま つか ひと こう れい ひと ひとこ づ ひと り よう

べ び ー ち ぇ あ と い れせつ び

よう ひろ てりひとくるまと い れ つかた もく てきたき のう

　車いすを使っている人は、広いスペース

が必要なので、多機能トイレを使います。

　普通のトイレを使える人が、多機能トイレ

を使うことは、できるだけやめましょう。

ひつ よう た き のう と い れ つか

ふ つう ひと た き のうつか

つか

と い れ と い れ

ひと ひろ す ぺ ー すくるま つか

多機能トイレが使えないと困る人がいます
た き のう と い れ つか こま ひと

障がい者等用駐車スペースについて、正しく理解しましょう
しょう しゃ とう ようちゅうしゃ ただ り かいす ぺ ー す

　利用する必要のない人たちが、障がい者等用駐車スペースに車を停めると、数が少ないの

で、すぐに満車になってしまいます。

　そうなると、車いすを使っている人は他の場所に駐車できないので、たいへん困ります。

　利用する必要のない人は、この駐車スペースに車を停めないようにしましょう。

まん しゃ

くるま

り よう ひつ よう ひと

つか ひと ほか ば しょ ちゅう しゃ こま

ひとり よう しょう すくかずとくるますしゃようとうしゃ ちゅう ぺ ー す

とくるますちゅう しゃ ぺ ー す

ひつ よう

用語の説明
よう せつ めいご

はい りょ あい て き も かんが き くば おも い み

■ 配慮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・相手の気持ちを考えて、気を配る、思いやるという意味です。

お す と め い と びょう

ひと

き だい ちょう しょう じ こ げん いん しゅじゅつ す と ー ま

す と ー ま ぱ う ち べん にょう ふくろ はい

じん こう こう もん

じん こう ぼう こう よ

■ オストメイト・・・・・・・・・・病気（大腸がんなど）や障がい、事故などが原因で、手術をうけて、おなかに「ストーマ（人工肛門、

人工膀胱）」と呼ばれるものがある人のことをいいます。

ストーマにパウチ（便や尿をためておく袋）をつけて、排せつします。

とく せい ひと こ せい

■ 特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人やものがもっている個性のことです。

よう やく ひっ き ちょう しょうかく しゃ こ み ゅ に け ー し ょ ん

ば あいばがて

じも

あい

ほうほうつた

おこな つかんこそぱ

だすて ない ようはなしばほう ほう ひと

■ 要約筆記・・・・・・・・・・・・・・・・聴覚障がい者のコミュニケーションを手助けするための方法の一つで、その場の話の内容をまと

めて文字で伝える方法です。

手書きで行う場合と、パソコンを使う場合があります。

かい てん

べん き い てどう し よう

ひろ す ぺ ー す ひつ よう

● 回転できる広いスペースが必要

● 便器に移動するために手すりを使用

にゅう じ こう れい

た もく てき し ー と

し ようひと

● 乳児から高齢の人まで使用できる

多目的シート

こ べ び ー ち ぇ あすわ

● 子どもを座らせるためにベビーチェア

を使用

ぱ う ち べん にょう

お ぶつ なが し よう

ふくろ

はい

● パウチ（便や尿をためておく袋）から

排せつするために汚物流しを使用

使用中

1

車いすを使っている人
くるま つか ひと

1

ユニバーサルシート
ゆ に ば ー さ る し ー と

2 オストメイト
お す と め い と

3 子ども連れの人
こ づ ひと

4

2

3 4

し よう
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