
「人権のひろば」に
対するご意見、ご
感想は戦略企画室
広報広聴グループ
または、人権室ま
でお寄せください。

発
達
障
害
と
は

　

最
近
、
A
D
H
D
（
注
意
欠
陥
多
動

性
障
害
）
や
A
S
D
（
自
閉
症
ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
障
害
）
と
い
っ
た
言
葉
を
書
籍

や
テ
レ
ビ
で
見
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
発
達
障
害
の
類
型
の

一
つ
で
す
。
例
え
ば
、
A
D
H
D
特
有

の
症
状
の
一
つ
に
書
類
作
成
の
際
、
頻

繁
に
誤
字
や
脱
字
を
繰
り
返
し
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
A
S
D
の
症
状
の
一
つ
と
し

て
、
他
人
と
柔
軟
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
り
、

い
つ
も
決
ま
っ
た
や
り
方
を
好
む
な
ど

独
自
の
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
文
字
を
覚
え

る
こ
と
や
、
計
算
す
る
こ
と
が
苦
手
な

L
D（
学
習
障
害
）な
ど
も
存
在
し
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
に
も
発
達
障
害
者
は
光
や

音
へ
の
感
覚
が
過
敏
で
あ
る
こ
と
が
多

い
と
い
う
特
徴
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
特
徴
を
持
ち
合
わ
せ
る
＝
発
達
障
害

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
症
状
や
特
性
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。

そ
の
た
め
、
当
事
者
の
見
た
目
な
ど
か

ら
は
判
断
で
き
ず
、「
本
当
は
で
き
な
い

の
で
は
な
く
、
や
ら
な
い
だ
け
で
は
な

い
か
」
と
い
っ
た
誤
解
を
生
む
ケ
ー
ス

も
出
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。

お
互
い
の
対
話
が
大
切

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
生
む
こ
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対
話
を
通
じ
て

暮
ら
し
や
す
い
社
会
の
実
現
を

と
な
く
、
お
互
い
を
尊
重
し
、
理
解
し

合
え
る
社
会
を
構
成
す
る
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

１
つ
の
方
法
と
し
て
、
周
り
の
人
が

本
人
の
適
正
に
応
じ
た
配
慮
を
行
う
こ

と
や
、
本
人
が
希
望
や
配
慮
し
て
ほ
し

い
こ
と
を
、
周
り
に
伝
え
や
す
い
環
境

を
作
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
通
常
の
明
る
さ
で
は
ま
ぶ
し

く
感
じ
て
作
業
に
集
中
で
き
な
い
場
合

は
、
明
る
さ
を
落
と
し
た
別
室
で
の
作

業
を
許
可
す
る
こ
と
で
、
高
い
集
中
力

を
持
っ
て
作
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、「
だ
い
た
い
」
や
「
お
お
よ
そ
」

な
ど
の
曖
昧
な
指
示
で
は
、
ど
の
よ
う

な
作
業
を
す
る
べ
き
か
わ
か
ら
な
い
場

合
は
、
数
値
な
ど
を
示
し
、
指
示
を
具

体
的
に
行
う
と
い
っ
た
方
法
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
当
事
者
の
特
性
に

よ
っ
て
配
慮
の
内
容

は
異
な
り
ま
す
の

で
、
よ
く
話
し
合
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

市
内
で
長
年
発
達

障
害
当
事
者
や
家
族

を
支
援
さ
れ
て
い
る

精
神
保
健
福
祉
士
・

増
田
真
一
さ
ん
は

「
A
S
D
や
A
D
H
D

の
特
性
は
個
性
で
も

あ
り
、
周
囲
と
の
関
係
に
よ
っ
て
障
害

か
個
性
か
の
見
方
が
変
わ
り
ま
す
。
個

性
は
個
々
違
い
ま
す
の
で
、
個
性
を
知

る
た
め
に
は
じ
っ
く
り
と
そ
の
人
を

知
っ
て
ほ
し
い
で
す
」
と
お
話
し
さ
れ

て
い
ま
す
。

よ
り
よ
い
社
会
に
向
け
て

　

人
は
誰
で
も
得
意
、
不
得
意
な
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
当
事
者
の
特
性
も
同
じ

よ
う
に
考
え
、
私
た
ち
と
当
事
者
が
そ

れ
ぞ
れ
の
個
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
足

り
な
い
部
分
を
補
う
こ
と
が
、
お
互
い

を
理
解
し
、
支
え
合
い
、
共
生
で
き
る

社
会
を
実
現
す
る
近
道
に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
発
達
障
害
だ
か
ら

配
慮
を
行
う
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の

人
が
そ
の
人
ら
し
く
働
き
や
す
い
環
境

を
整
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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〈発達障害の類型〉

ＡＤＨＤＡＤＨＤ
（注意欠陥多動性障害）

ＬＤＬＤ
（学習障害）

ＡＳＤＡＳＤ
（自閉症スペクトラム障害）

〈配慮の一例〉

読み書きが困難な人に

文字の読み書きが困難な人が、タブ
レットや音声読み上げソフトで学習
できるようにする。

指示理解が困難な人に

複雑な指示の理解が難しい人に、指
示を1つずつ分けて伝えたり、イラ
ストを駆使したりして説明する。

疲労・緊張しやすい人に

疲労や緊張が大きい人のために、休
憩スペースを設けたり、業務時間な
どを調整したりする。


