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ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー（
移
動
支
援
従
事
者
）

と
は
、
主
に
知
的･

身
体･

精
神
障
害
の

あ
る
方
々
の
外
出
に
付
き
添
い
、
移
動
を

支
援
す
る
仕
事
で
す
。
一
人
で
は
外
出
が

困
難
な
障
害
の
あ
る
方
も
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル

パ
ー
が
付
き
添
う
こ
と
で
安
心
し
て
安
全

に
外
出
で
き
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
持

つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
交
通
機
関
の
利
用

や
食
事
、
排
せ
つ
の
サ
ポ
ー
ト
だ
け
で
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
共
有
し
、
一
緒

に
楽
し
む
こ
と
で
、
利
用
者
の
生
活
を
よ

り
充
実
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
も
ガ
イ
ド

ヘ
ル
パ
ー
の
大
切
な
仕
事
で
す
。

季刊むさしの 秋号
2024 No.147

1981年生まれ。武蔵野市在
住。武蔵野美術学園卒業。武
蔵野美術大学卒業後、フリー
のイラストレーターとなる。
国内外の書籍や雑誌、広告な
どで活動中。

https://ryotakemasa.com/

武政 諒（たけまさりょう）いずみ歩道橋（吉祥寺南町3-13-1）今号の表紙

井の頭通りに架かるいずみ歩道橋。駅周辺の街並みと屋根が連なる住
宅街、遠くに井の頭恩賜公園まで見渡せる場所です。昔から歩道橋が
あるとつい登ってしまいます。いつもと違う視点で街を眺められ、空
が広く感じられる開放感が魅力。酷暑を超えてようやく散歩ができる
季節になりました。これほど秋が待ち遠しかったことはありません。
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まずは移動支援を行う事業所に
登録します。利用者からの予約
と勤務可能日がマッチすれば支
援に入ります。平日または土日
のみ、月1～2回など、自分の
ライフスタイルに合わせて無理
なく働くことができます。また、
希望に応じて1日に複数の現場
を担当することもあります。

ガイドヘルパーの働き方って？

利用者に人気の
お出掛け先はどんな場所？

この日は、車いすを使
用している利用者と公
園にお出掛け。園内を
散策しながら植物を観
察したり、好きなアイ
ドルの話を聞いたり、
利用者が楽しめるよう
工夫して過ごします。

AM10:00

お散歩

支援を行う前日までに、事
業所で利用者情報を確認。
利用者の氏名や年齢、前回
までの支援情報のほか、既
往歴や体調などもチェック
して、適切な支援ができる
よう準備します。

前日まで

利用者情報を確認

休日は国営昭和記念公園や葛西
臨海公園をはじめ、植物園や水
族館、羽田空港、遊園地のヒー
ローショーが定番人気。平日や
短時間のお出掛けは、買い物や
ヘアサロンが人気。ファストフ
ード店やカラオケなど、学生時
代のような過ごし方も人気です。
ガイドヘルパーからは「自分の
青春時代を思い出しました」と
いう声も。

ガイドヘルパー（移動支援従事
者）の資格は、都道府県の指定
した養成研修を受講･修了する
ことで取得できます。市内で年
２回、｢知的障害者ガイドヘル
パー養成研修｣が開催されてい
ます。直近の研修は市報10月
１日号で募集しますので、ぜひ
ご参加ください。

どうやったら
ガイドヘルパーになれるの？

AM9:30

待ち合わせ場所へ

基本的に、ガイドヘルパー
は自宅から現場まで直行直
帰が可能。Ａさんの場合、
ヘルパー同士の交流を大切
にしているので、現場が近
いときは事業所に寄ってか
ら活動を始めます。

支援終了後、事業所に
戻ってこの日の活動結
果をまとめたガイドヘ
ルパー活動記録簿を作
成し、業務終了。

AM11:30

業務報告・終了

１時間ほどかけて、ゆっく
り散歩を楽しんだ利用者と
Ａさん。この後、ピアノの
レッスンに行くという利用
者を、所定の場所まで送り
届けます。

AM11:00

目的地に到着

散歩で気を付けているのは、
歩く速さを利用者さんに合わせること。
車いすは座面が低く、普通に歩く速さで
押すと不安や恐怖を感じやすいので、
ゆっくりと歩くことを心掛けています。

散歩の合間にお茶をするの
も楽しみな時間。利用者に
とっては、自動販売機で好
きな飲み物を買うのも貴重
な経験なので、Ａさんも必
要な時だけサポートしなが
ら見守ります。

AM10:30

お茶を楽しむ

業務終了。
次の業務へ

業務当日

ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
に
密
着

ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
っ
て
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
？

市
内
で
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
働
く
Ａ
さ
ん
の
業
務
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

お茶や食事も
とても大切な時間です。
お話をゆっくりと聞くことで
利用者さんへの理解も

深まります。

その日の
支援内容や
気付いたことを
記録します。

詳細はこちら
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「心のバリアフリー」は
見て見ぬふりをやめることが第一歩
まずは関心を持ってもらうことから

た
ん
で
す
。
こ
の
年
ま
で
、
そ
ん
な
ふ
う
に

真
っ
す
ぐ
な
言
葉
を
掛
け
ら
れ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
の
で
、
そ
の
時
は
う
れ
し
く
て
う
れ

し
く
て
…
…
。
日
々
、
人
と
し
て
大
切
な
こ

と
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

知
的
障
害
の
あ
る
方
と
深
く
接
す
る
よ
う

に
な
っ
て
感
じ
た
こ
と
は
、「
自
分
と
変
わ

ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
楽
し
け
れ
ば

笑
う
し
、
嫌
な
ら
怒
る
し
、
悲
し
け
れ
ば
泣

く
。
大
き
な
声
を
出
し
た
り
す
る
と
き
は
何

か
し
ら
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き

に
は
私
た
ち
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
が
周
囲
に
説

明
し
、
理
解
を
促
す
こ
と
も
大
切
な
仕
事
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

福
祉
の
仕
事
は
「
感
情
労
働
」
と
い
わ
れ

て
い
て
、
自
分
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
、
相
手
に
対
し
て
前
向
き
な
働
き
掛
け
を

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
私
の
周
り
で
も
さ

ま
ざ
ま
な
経
験
を
持
つ
幅
広
い
世
代
の
方
が

活
躍
し
て
い
ま
す
。
子
育
て
が
一
段
落
し
た

方
や
、
新
た
に
福
祉
分
野
で
働
き
た
い
方
な

ど
は
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
い
た
だ
き
、
一
緒
に
働

く
こ
と
が
で
き
る
と
う
れ
し
い
で
す
ね
。

掛
け
で
す
か
？
」
と
声
を
掛
け
て
い
た
だ
け

た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

「
で
き
る
こ
と
」
を
大
切
に
す
る 

喜
び
と
感
動
の
日
々

　

障
害
の
あ
る
方
は
、
制
限
の
あ
る
生
活
を

送
っ
て
い
る
場
合
も
多
く
、
外
出
時
に
初
め

て
の
体
験
や
成
功
体
験
の
瞬
間
に
立
ち
会
え

る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
利
用
者
さ

ん
の
う
れ
し
そ
う
な
姿
を
見
る
と
、
や
り
が

い
を
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
心
が
ほ
っ
こ
り
す

る
こ
と
も
多
い
で
す
ね
。
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー

を
始
め
た
ば
か
り
の
頃
、
出
会
っ
て
ま
だ
２

回
目
の
利
用
者
さ
ん
が
、
お
出
掛
け
の
帰
り

道
に
「
友
達
に
な
ろ
う
よ
」
と
言
っ
て
く
れ

動
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
る
「
お
お
ぞ
ら
会
」

の
存
在
を
知
り
、
会
社
を
辞
め
て
福
祉
の
世

界
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。
最
初
は
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
に
配
属
さ
れ
、
在
宅
生
活
支
援
を
12

年
ほ
ど
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
４
月
か

ら
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
障
害
の
あ
る
方

の
外
出
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

障
害
者
福
祉
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
感
じ
る

の
は
、
障
害
の
こ
と
を
知
ら
な
い
が
故
に
誤

解
が
生
じ
た
り
、
偏
見
が
生
ま
れ
た
り
し
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
心
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
は
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
や
め

る
こ
と
が
第
一
歩
だ
と
感
じ
る
の
で
、
ま
ず

は
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た

い
で
す
ね
。
先
日
も
移
動
支
援
中
に
バ
ス
停

に
並
ん
で
い
た
ら
、
利
用
者
さ
ん
が
大
き
な

声
を
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
後
ろ
に

い
た
男
性
が
「
お
～
、
元
気
が
い
い
ね
ぇ
！
」

と
笑
顔
で
話
し
掛
け
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
一
言
で
、
利
用
者
さ
ん
も
私
も
受
け
入

れ
て
も
ら
っ
た
感
じ
が
し
て
、
ほ
っ
と
し
た

と
同
時
に
う
れ
し
さ
が
込
み
上
げ
ま
し
た
。

た
だ
あ
い
さ
つ
し
て
い
た
だ
く
だ
け
で
も
会

話
が
生
ま
れ
、
場
が
和
み
ま
す
。
そ
れ
が

利
用
者
さ
ん
に
も
伝
わ
り
、「
楽
し
く
外
出

が
で
き
た
」
と
い
う
成
功
体
験
に
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
に
と
っ
て
も

大
変
励
み
に
な
り
ま
す
。
も
し
街
で
す
れ
違

う
こ
と
が
あ
れ
ば
、「
こ
ん
に
ち
は
」「
お
出

視覚障害のある方が安心して安
全に外出できるよう、外出時に
同行し、移動に必要な情報の提
供や移動の支援などを行います。
また、外出先での情報提供や代
読･代筆、食事などの支援も行
います。

■同行援護とは？

視覚障害のある方のための外出専門の
ガイドヘルパー養成講座（同行援護従
業者養成研修）を受講する必要があり
ます。修了後は、有償の同行援護従業
者として活動可能です。市では、年１
回、毎年10月ごろに実施。詳しくは、
障害者福祉課（TEL:0422-60-1847）
までお問い合わせください。

■どうやったらなれるの？

障
害
の
あ
る
方
に
つ
い
て
の
理
解
を
広
め 

成
功
体
験
を
支
え
た
い

　

昔
か
ら
、
街
で
知
的
障
害
の
あ
る
方
を
見

か
け
る
た
び
、「
ど
う
し
た
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
る
の
だ
ろ
う
」
と
関
心
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
今
ほ
ど
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

手
探
り
で
集
め
た
情
報
を
頼
り
に
、
会
社
勤

め
を
し
な
が
ら
通
信
教
育
を
受
け
、
40
歳
に

な
る
頃
に
介
護
福
祉
士
の
資
格
を
取
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
障
害
者
施
設
で
の
実
習
を
通

し
て
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
障
害
者
福
祉
に
携

わ
り
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、
障
害
の
あ
る
方
の
移

インタビュー
ガイドヘルパー

南
な が わ

川雄
ゆ う

造
ぞ う

さん

移動支援ガイドヘルパー

視
覚
障
害
者
の

ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー

（
同
行
援
護
）

ガイドヘルパーさんと出会って
安心して外出できるようになりました。
自宅にこもりがちだった生活が一変し、

活動的に動く日々は楽しく、充実しています。
今は趣味のボルダリングや買い物など、
月に20日以上、ガイドヘルパーさんに

同行いただいています。

利 者 の 声用

社会福祉法人 おおぞら会
サポートネットあすは 管理者
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見て見ぬふりをやめることが第一歩
まずは関心を持ってもらうことから

た
ん
で
す
。
こ
の
年
ま
で
、
そ
ん
な
ふ
う
に

真
っ
す
ぐ
な
言
葉
を
掛
け
ら
れ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
の
で
、
そ
の
時
は
う
れ
し
く
て
う
れ

し
く
て
…
…
。
日
々
、
人
と
し
て
大
切
な
こ

と
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

知
的
障
害
の
あ
る
方
と
深
く
接
す
る
よ
う

に
な
っ
て
感
じ
た
こ
と
は
、「
自
分
と
変
わ

ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
楽
し
け
れ
ば

笑
う
し
、
嫌
な
ら
怒
る
し
、
悲
し
け
れ
ば
泣

く
。
大
き
な
声
を
出
し
た
り
す
る
と
き
は
何

か
し
ら
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き

に
は
私
た
ち
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
が
周
囲
に
説

明
し
、
理
解
を
促
す
こ
と
も
大
切
な
仕
事
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

福
祉
の
仕
事
は
「
感
情
労
働
」
と
い
わ
れ

て
い
て
、
自
分
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情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
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前
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働
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こ
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大
切
で
す
。
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周
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も
さ

ま
ざ
ま
な
経
験
を
持
つ
幅
広
い
世
代
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方
が

活
躍
し
て
い
ま
す
。
子
育
て
が
一
段
落
し
た

方
や
、
新
た
に
福
祉
分
野
で
働
き
た
い
方
な

ど
は
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
い
た
だ
き
、
一
緒
に
働

く
こ
と
が
で
き
る
と
う
れ
し
い
で
す
ね
。

掛
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で
す
か
？
」
と
声
を
掛
け
て
い
た
だ
け

た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

「
で
き
る
こ
と
」
を
大
切
に
す
る 

喜
び
と
感
動
の
日
々

　

障
害
の
あ
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方
は
、
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限
の
あ
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活
を

送
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て
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場
合
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く
、
外
出
時
に
初
め

て
の
体
験
や
成
功
体
験
の
瞬
間
に
立
ち
会
え

る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
利
用
者
さ

ん
の
う
れ
し
そ
う
な
姿
を
見
る
と
、
や
り
が

い
を
感
じ
ま
す
。
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っ
こ
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す
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こ
と
も
多
い
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ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
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頃
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ま
だ
２

回
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用
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さ
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が
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お
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の
帰
り

道
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「
友
達
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な
ろ
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よ
」
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言
っ
て
く
れ

動
支
援
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を
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て
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お
お
ぞ
ら
会
」
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知
り
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会
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辞
め
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福
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の
世
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し
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。
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を
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ま
し
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今
年
４
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か

ら
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
障
害
の
あ
る
方

の
外
出
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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～
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。
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誰もが暮らしやすい まちにするために

武蔵野市では、障害のある方の困難さや、配慮
のポイントなどを正しく理解していただくため、
「心のバリアフリー出前講座」を実施しています。
対象は市内の小学３年生以上（学年単位）、市
内団体（10名以上）で、受講料は無料。まずは、
武蔵野市民社会福祉協議会･ボランティアセン
ター武蔵野（TEL:0422-23-1170）までご相談
ください。

心のバリアフリー講座

心のバリアフリーを
みんなで進めよう！

会社やお店で
できること

さまざまな年齢や状態の方々がお互
いを理解し助け合い、気持ちよく暮
らせるまちづくりを目指す「心のバ
リアフリー」の実践に向けたハンド
ブックを配布しています。障害のあ
る方が必要とする支援に
ついても詳しく記載して
います。

心のバリアフリーハンドブック

困っていたり、戸惑っていたりする
人を見かけたら、優しく声を掛けて
もらえると助かります。ちょっとし
た声掛けが、命を守る行動につなが
ります。

障害があると、多くの人が当然にできることが

できなかったり、理解されず困ったりすることがあります。

さらに、障害の種類や症状、状況ごとに不便さや困難さも異なるので、困っていそうな人を見かけたら、

まずは「何かお困りですか？」「お手伝いできることはありますか？」と声を掛け、

本人の意思を確認しながら必要な支援や配慮をお願いします。

気付いた
ら行動してみよう

車いす利用者は、高い場所にあ
る物を取ったり、落とした物を
拾うのが困難です。お店などで
見かけたら声を掛けてもらえる
と助かります。

視覚障害のある方が横断歩道で困っ
ているのを見かけたら、「信号、渡
りますか」「止まってください。赤
です」などと伝えてもらえると助か
ります。

車いすの使用を理
由に入店を拒否す
ることは「不当な
差別的取扱い」に
当たり、禁止され
ています。

出入り口にスロープなど
を設置する、机の配置を
変更して入店できるよう
に工夫するなど、負担の
重すぎない範囲で、合理
的配慮を行うことが求め
られています。

言葉でのコミュニケーショ
ンが難しい障害の場合、筆
談やタブレット、スマート
フォンなどを活用して、意
思を伝え合いましょう。

何か
お困りですか

いらっしゃいませ

　

障
害
の
あ
る
方
も
自
由
に
外
出

し
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
が
行
え

る
。
そ
ん
な
社
会
の
実
現
の
た
め

に
は
、
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
方
々

の
役
割
が
と
て
も
重
要
で
す
。
ガ

イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
仕
事
に
興
味
の

あ
る
方
は
ぜ
ひ
11
月
開
催
の
養
成

研
修
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
（
市
報

10
月
１
日
号
掲
載
予
定
）。

　

令
和
6
年
4
月
に
障
害
者
差
別

解
消
法
が
改
正
さ
れ
る
な
ど
、
誰

も
が
安
心
し
て
安
全
に
い
き
い
き

と
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
の
実
現
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
で
も
、

第
六
期
長
期
計
画
・
調
整
計
画
の

重
点
施
策
に
位
置
付
け
、
武
蔵
野

市
な
ら
で
は
の「
地
域
共
生
社
会
」

に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
特
集
を
き
っ
か
け
に
支
援

や
配
慮
の
輪
が
広
が
る
と
う
れ
し

い
で
す
。

障
害
者
福
祉
課

鈴す
ず

木き

さ
ん

この法律では、障害のある人もない人も、互いに
その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会
をつくることを目指しています。その実現に向け
て、以下の２つがうたわれています。

障害者差別解消法をご存じですか？

行政機関や会社、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。

■「不当な差別的取扱い」の禁止

障害のある人は、社会の中にあるバリアによ
って生活しづらい場合があります。行政機関
や会社、お店などの事業者は、障害のある人
から「バリアを取り除くために何らかの対応
を必要としている」という意思表示があった
とき、負担の重すぎない範囲で対応すること
が求められます。

■合理的配慮の提供
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