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「交 通 事 故 対 策セミナー」

公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
第18回総会山形県大会　公開講演Ⅰ

講師　虎ノ門法律経済事務所海老名支店支店長
　　　　　　　  弁護士　菅原　崇　氏

その２　　　文責　編集部

が司法試験に合格できない理由、山ほ
どありました。挙げればキリがないの

ですが、まず「字が書けない」。司法試験は
論文試験なので、字が書けない人は基本、受
験しないのです。字が書けないとか、私は音
声で字が書けるのですけれども、音声受験は
司法試験に過去前例がないと言われてしまい
ました。前例がないからあなたは受けられな
いと言われました。今まで法律の勉強をした
ことがなかったり、体も要介護だったり、本
もうまくめくれないし、体力もぜんぜんなく
なっていました。ということで司法試験に合
格できない理由、山ほどありました。だから
無理だとよく言われました。「無理だと思っ
たら無理」なので、「そんなことない」とい
うことで歯を食いしばった覚えがあります。
　あとは、人間は弱いので、無理無理、とみ
んなに言われてしまうと、それを言い訳にし
てできない理由を探し、そこに逃げ込んで、
「こうだから無理、もう諦めよう」となって
しまうのです。
　音声受験は法務省に蹴られたのです。そん
なの前例に全然ないから無理だよ、受けられ
ないよ、と言われてしまったのです。受験を
そもそもさせてもらえないという話がでてき
たり、司法試験も合格率が10％未満で非常に
厳しいなという話もあったし、そもそも勉強
時間の確保が大変なのです。皆さんお分かり

私 かと思いますけれども、リハビリや介護を受
けていますと、どうしても時間がないと。体
力もないし、人のせいにすれば学費も出して
くれないし、言い訳は山ほどありました。
　この言い訳に逃げてしまうとダメだなと思
いました。ではどうすればと考えたのです。
できない理由を見付けてしまうと、私みたい
な弱い人間はそこに逃げてしまうのです。そ
こで、私はできない理由はもう見付けないと
決めました。できない理由を見付けると目標
達成が困難になると思いました。私の本当に
悪い癖なのですけれども、他人のせいにしま
す。音声受験も認めてもらえないしとか、人
のせいにします。人のせいにしますとよくな
いですし、他人のせいにしても他人はそんな
に簡単に変わらないです。
　ですから、他人を変えるのは大変なので、
人のせいにしたらなかなか目標達成できない
だろうと思うことにしました。ではどうする
のだということですけれども、すぐに変われ
るものがあります、『自分』です。自分だけ
は自分の意志だけで変えられます。自分を変
えるのは簡単だということに気がついて行動
するということに決めました。３年間必死に
勉強して司法試験の受験に挑戦しました。

　平成27年に法科大学院を卒業して、その年
の５月に司法試験あるので初受験をしまして、
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その年の９月に発表があったのですが、司法
試験に合格することができました。この時、
音声受験を認めてもらいました。２年かけて
法務省と必死に交渉してどうにか認めてもら
いまして、日本初の音声受験合格者というこ
とになりました。当時、音声受験をしたのも
私一人だったので、当然日本初なのです。今
は音声受験を続けている人が、いるらしくて、
第２号が近いうち出るのではないかと期待し
てますが、今のところ音声受験合格者は日本
初で一人だけです。

〇一発合格への道…

　ではどうやったら一発合格できたかという
ことなのですけれども、司法試験はそんなに
簡単ではないので、必ず受かるという話では
ないのです。私がやったことを紹介します。
まず５分で落ちこぼれたのですけれども、一
回で合格すると言い続けました。同級生にも
先生にも、５分で落ちこぼれた私が絶対一回
で受かるからと言っていたのです。そうする
とみんなぽかーんとしています。若い子たち
ですから、一緒の同級生は当時20代、25ぐら
いですか、若い子たちなので、「あのおっさ
ん、やべーな」となっていました。私が40歳
前後で入学して、「あの車いす、やべー」と
言われていたのです。それでも私は一回で受
かると言い続けました。ちなみに一回で受か
ると言い続けた理由は、言い訳したくなかっ
たのです。一回で受かると言い続けて、努力
もしないで落ちてダメな理由を並べて言い訳
したくなかったのです。ですので自分を追い
詰めるために絶対受かるぞと言い続けました。
あとはゴールに向けて真っすぐ進むというこ
とで、これを意識しました。
　ゴールって何だろう。こと資格試験におい
ては、過去の問題です。例えば去年の過去問
は、去年この過去問で合格点が取れれば受か
るわけです。ですから去年のゴールは去年の
過去問なのです。おととしの過去問はおとと
しのゴールなのです。今年の問題はもちろん
みる事はできませんから、過去の問題に学ん

で過去の合格ラインに到達するように勉強す
ることを考えました。
　あとは成功者に学ぶ。司法試験だったら司
法試験の合格者に話を聞きに行きました。他
の試験でも同じです。その試験に受かった方
の話を聞くのが恐らく最短で進むことになる
のではないかと思います。
　過去問はよくよく分析しますと、毎年似た
ような傾向になったり、同じ問題は出ません
が結構同じような問いかけをされたり、いろ
いろ見えてくるものがあるので、過去問に学
んでゴールに向かって真っすぐ進むと。さら
に常に自分に何が必要かと考えると考え続け
るということをしました。

　そんなことをしながらやって来たのですが、
国家試験の合格方法はあると思うのです。ど
ういうことかと言いますと、過去問で点が取
れれば、その過去問のレベルで合格できるわ
けです。そうするとどうやって合格していく
かということなのですけれども、スタート
ゾーンと合格ゾーンがあるとしますと、努力
の方法と努力の量でたぶん合否が決まるのだ
と思います。ベクトルで示すと努力をした人、
非常に矢印が長いので非常に勉強したと、だ
けどちょっとずれていたと、努力の方法がず
れてたということで、こういう努力をしても
合格はなかなかできないということになると
思います。
　あとは方向は合っているのだけれども、努
力の量が足りないという場合も届かないです。
方向が違うとやっぱり不合格になってしまう
こういう例がありますし、方向が全く違って
あちこちいっても、最後に修正して合格ゾー
ンに入っていくことができれば、合格すると
思います。あとはゴールを見据えて真っすぐ
進めば、合格圏内に入っていくということで、
努力の質と量が国家試験において最も大事だ
ろうと思います。
　では、質を確保するためには、過去問に学
ぶのが一番いいし、成功者に学ぶのが一番い
いのではないかと私は思っています。
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　そうこうしているうちに合格した後の話に
なります。
　合格後は横浜国立大学で車いすの要介護が、
合格したということで結構ニュースになりま
した。新聞にも取り上げられまして、読売と
か神奈川新聞とか毎日新聞とかといったとこ
ろに取り上げられたり、執筆の依頼も結構来
ました。ネットで今でも残っていますので、
興味のある方はぜひとも見て頂ければと思い
ます。法科大学の講師なんかにも出演させて
頂いたり、去年の秋ですが、そういうことが
ありました。
　合格して、少しちやほやされて、調子に乗
るのですけれども、また問題に直面します。
何かというと、できない理由がまたでてくる
のです。要は司法書士になりましても、司法
試験の後にもう一回試験があるのですけれど
も、それにも合格すると弁護士になれるとい
うのが基本的なルールなのです。弁護士に
なっても、私の要介護とか字が書けない事実
は変わらないのです。そうすると就職先がな
いのです、これまた。弁護士になっても弁護
士事務所に入れてもらえないという話になっ
てくるのです。なぜかというと、だって25、
26ぐらいの若い弁護士なりたての子と、当時、
私は43で弁護士ですから、43の弁護士でしか
も要介護で車いすで字も書けないと。どっち
を採用したいかというと、若い子採用したい
ではないですか。なのでなかなか就職先がな
いのではないかという話がありました。ここ
で私もずいぶん悩みまして、うちの虎ノ門法
律事務所一本に絞って就職活動しました。う
ちは大きな事務所なので、一人ぐらい変とい

うか、車いすの要介護弁護士がいても支えて
くれるのではないかと勝手に思って非常にい
いかなと思って、猛アプローチをしました。
しかし言われました。「うちに入っても責任
もった仕事できるの」と、いろいろな事を言
われました。でも私は社会人経験が15年もあ
りました。絶対やってみせると強く押して、
内定をもらうことができました。
　うちの事務所は非常に大きな事務所で弁護
士が80か90人ぐらいいる事務所です。私はど
うやって仕事をしているかというと、パソコ
ンにマイクを付けて、音声で入力して書面を
作るというようなことをしています。本店に
まず初めに入ったときに、本店弁護士として
修業を開始しました。       

〇社会経験のネゴシエーションが役立つ…

　弁護士としての活動はうちの事務所は一般
民事の大手の事務所なので、うちの事務所が
得意なのは不動産と相続がとっても得意です。
あとは一般の顧問弁護士です。顧問先の企業
が、上場企業も含めて山ほどあります。その
辺が得意な事務所なのですが、これらはもち
ろん修行してやったので、たくさん事件をこ
なしますし、もちろん得意なのですが、私の
特徴として何があるかというと、やっぱり交
通事故は被害者なのです。なので交通事故に
関して、私は事務所内の交通事故を一手に引
き受けて、全国対応してやっております。特
に頸損、脊損の弁護に関しては、全国どこで
も引き受けてやるようにしています。
　あとは明治乳業にいたので、食品、これは
得意です。税務、これは私は理系なので数字
は得意なので税務関係が得意だったり、刑事
事件なんかもよくやっています。
　刑事事件は法定弁護ももちろん大事なので
すけれども、一番大事なのは起訴させないこ
となのです。起訴されて法廷に被疑者が引き
ずり出されますと、被告人になってしまうの
で、そうするとよく聞く“99.9％有罪”という
ことになってしまうので、起訴をさせない弁
護、こういったことに努力しています。
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　何でそんなことしているかというと、民間
企業でさんざん交渉を学びました。ネゴシ
エーション能力とかをずいぶん学びました。
なので私が一番得意なのは交渉、要は目標達
成するために話し合おうということを得意に
しております。弁護士は交渉のスペシャリス
トだという方がいらっしゃるのですけれども、
それはちょっと間違いです。なぜかというと
弁護士は訴訟のプロなのです。交渉が得意な
弁護士は、少数です。中にはいますけれども、
少数です。なぜかというと司法試験で交渉力
は問われないのです。問題にならないのです。
なので交渉を訓練した人は少ないのです。で
も、私がいた明治では常に調整と交渉なので
す。大企業とはそんなものです。なので明治
で、さんざん交渉させられて、いろいろな成
果を出してきてたので、明治で“ハードネゴ
シエーター”と呼ばれていました。要は諦め
ないのです。交渉一回始めますと、「はい」
と言うまで諦めないということで、ハードネ
ゴシエーターと言われていましたが、交渉で、
あの手この手でどうにかやりたいことを進め
て行くということでした。
　なので、理系総合職を目指した経験が、実
は弁護士として極めて有益だったということ
に、弁護士になってから知りました。これは
正直本当にビックリしました。理系だったの
で社会人経験は役に立たないだろうと思って
いたのですが、まるで間違っていました。こ
れが私の本当の宝です。明治で教わったいろ
いろな折衝技術、ネゴシエート技術が弁護士
として極めて有益です。
　ではなぜ交渉が、依頼者から喜ばれるのか
ということなのですけれども、交渉でまとま
れば訴訟する必要がないのです。そうすると
日本人は大体訴訟嫌いなので喜ばれます。訴
訟しなくて済むからです。訴訟を始めますと、
３年４年かかります。交渉だと数か月でまと
まることも多いので、非常に短期間に解決で
きて喜ばれます。
　交渉というのは依頼者が納得しなければ交
渉は成立しないのです。こういう条件でどう
ですか、いいよとなったら交渉が成立する。

要は、相手方とこちら側が合意したときにの
み交渉が成立するので、依頼者が絶対嫌なこ
とは飲まなくていいのです。ところが裁判に
なると判決が出ますと、その判決は裁判所が
決めるのです。裁判官が決めます。ですので
判決の内容は依頼者が全く受け入れられない
ような内容になることもあるのです。ですの
で交渉でまとまるというのは非常にそういっ
たメリットがあるのかなと。
　では交渉術とは何なのだろうということな
のですけれども、決して威圧的に相手をねじ
伏せることではないのです。むしろ逆です。
もちろん依頼者の希望を聞き取る、それが一
番大事なのです。次に大事なのは相手方の意
向を引き取ることです。依頼者の希望と完全
に相反するところは譲れないけれども、依頼
者と希望がずれることが結構多いのです。極
端な例をいうと、例えば依頼者は金ではない
のだ、と言っている。相手方は金を取られる
と思っている。頭を下げることは、別にいい
のだと思ってたりすることがあるのです。
　そうすると、依頼者は金ではないのだと、
相手に誠意がないのだと言う。加害者はお金
が、ないのですと言う。では、頭を下げるの
はありですか、と聞きますと、ありだと。こ
うなるとまとまるのです。では、申し訳ない
ですけれども、頭は何度も下げてほしいと。
お金は最大限少なく。損害賠償は少なくして
あげるような交渉をするときもあります。そ
うするとまとまっていったりします。折り合
いが付けられれば話し合いで解決できる訳で、
双方が何を考えているか、よくよく把握する
と話し合いでまとまる可能性が非常に高まる。
もちろん弁護士なので訴訟は得意です。折り
合いがつかなければ徹底的に訴訟で争うとい
うことになります。
　ただ、私は受けた案件で、訴訟に行くのは
１割か２割で、ほとんどが交渉でまとまって
依頼者も喜んでくれるような感じになってい
ます。
　あとは顧問弁護士としての活動なんかもし
ています。一般の企業だったり、個人の顧問
なんかもやっていたり、病院クリニックだっ
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たり、訪問看護ステーションだったり、障害
者団体の顧問もやっております。

〇特別に脊損者の弁護活動をすすめる…

　脊髄損傷者の弁護活動ということで、これ
は私が事務所から許可をもらってやっていま
す。通常の弁護士は、交通事故で脊損になっ
た患者さんと、損害賠償だけに関わるのです。
　私はこだわりというか、苦労した覚えが非
常に強いので、すべての脊髄損傷者患者の入
院から退院、社会復帰までは関わりたいと
思っていまして、例えば受傷が交通事故では
なくても、プールの飛び込みだったり、柔道
だったり、ラグビーだったり、いろいろあり
ますけれども、そういった患者さんの弁護活
動もやることがあります。

　そうこうしているうちに本店の修業があけ
て、2018年２月に海老名支店を開業しました。
開業の時に皆さんに花を頂いたり、横浜国立
大学長からもお花を頂いたり、いろいろ盛大
に祝ってもらいました。海老名ではタウン
ニュースに載ったりしました。最近ですと10
日ぐらい前ぐらいかな、毎日新聞に載りまし
た。まだ今でも出ておりますので、毎日新聞、
菅原崇といれまして、キーワード検索しても
らえれば、記事が見られると思います。興味
があればぜひご覧下さい。

　ここまでが私の前半で弁護士になるまでと
弁護士になってからとの話でまとめてみます。

〇自分に言い聞かせてきたこと…

　私がやってみてよかったなと思うことをご
紹介します。

　まず目標を設定する。これは達成できない
ことも私は非常に多かったけれども、これが
人生にとって大事なのではないかと思ってい
ます。目標達成すれば当然目標がすんなりク
リアできないので、困難に直面します。困難

に直面したら、どうすればできるのか常に考
える。これはすぐに答えは出ないです。正直、
私も何度も何度も悩んで、死のうと思ったこ
とも、もちろんある話なので、困難に直面し
たらどうすればできるか考える、と言うので
すが、そんな１日２日、３日４日、２、３か
月では答えが出ないことが多いです。だけど、
常に考え続けると、答えがパッと出てくると
きがあります。そこで重要なのはできない理
由は探さない。こうだからできないとなって
しまうと、こうだからできない。
　なので、できない理由は探さずに、どうし
たらできるかを考え続けるというようなこと
を心掛けています。なかなかできないのです
けれども…。

　あとは、他人を変えるのは大変と、自分を
変えるのは簡単と常に思うようにしておりま
す。他人を変えようと思ったら、100回言っ
ても変わらないので、なかなか難しいです。
でも自分が変わろうと思えば変えられる。こ
のへんを私は常に意識をして、目標を設定し
て、達成するように努力をしています。ただ、
目標達成率はそんなに高くないです。たぶん
５割もないのではないかなと思っています。
　一応そんなことをやっていますので、ご紹
介いたしました。

　次からは、交通事故の弁護の話になります。
 （続く）
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目立つ障害者の関連死
「一度は助かった命なのに」
在宅、車中泊余儀なくされ

　災害後の避難生活の負担が大きく影響する
震災関連死。東日本大震災や東京電力福島第
１原発事故で認定された人には、多くの障害
者が含まれていた。遺族らは「一度は助かっ
た命なのに」と、悔しさをにじませる。支援
団体は「震災の教訓が以降の災害に十分に生
かされていない」と警鐘を鳴らす。

　　■限界

　「生活リズムや習慣の変化がストレスにな
り、体の限界が来てしまったのだろう」。福
島県南相馬市で障害者の通所サービスを行う
「デイさぽーと　ぴーなっつ」の施設長の郡
信子さん（58）は唇をかんだ。
　2011年の震災以降、20代～60代の利用者６
人が亡くなった。避難などの影響か、体調を
崩して入退院を繰り返し、２～３年後に亡く
なった利用者が多い。
　福島県郡山市の主婦長谷川智美さん（48）
は、震災発生から８カ月後の11年11月、同居
の父安田健二さんを亡くした。74歳だった。
69歳で筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）と判明
していた。
　震災時、自宅は無事で、人工呼吸器や酸素
濃縮器は使い続けられたが、食事代わりの液
体栄養剤などが手に入らなくなり体調が悪化
した。「亡くなった事実は変わらない」と関
連死の認定申請はしなかったが「父は震災と
原発事故の犠牲者だ」との思いが強い。

　　■自傷

　障害が重い人ほど避難は困難だ。命は助
かっても、避難所が障害に十分対応していな
いなどの理由で被災した自宅に残らざるをえ
ず、十分なサポートが受けられないケースが
あったという。
　日本障害フォーラム（本部・東京）は、各
自治体に障害者手帳所持者の情報開示を求め、
南相馬市で11年４～９月、自宅に残った障害
者の訪問調査を実施した。
　壁に頭をぶつけ、自傷行為をする自閉症患
者や、アパートの一室にこもりきりの重度身
体障害者と知的障害がある男性らがいた。調
査に同行した郡さんは「訪問調査がなければ
死者が出たのではないか」と振り返る。

　　■疑問

　東日本大震災の教訓が、その後の大規模災
害時に生かされたのか、疑問視する声も上が
る。
　各地の被災地で支援を行った同フォーラム
によると、16年の熊本地震では、避難所に行
けない障害者が全壊した自宅の代わりに、敷
地内の倉庫で雨風をしのいだり、車中泊を余
儀なくされたりしていた。仮設住宅に移った
後で、次の住まいが見つからないのも障害者
だった。18年北海道地震では、札幌市が当初
障害者を受け入れる福祉避難所の開設を公表
せず、利用できない人も出た。
　関連死は対応次第で減らせる犠牲だ。事務
局の原田潔さん（54）は「障害者にとって新
しい行き場所を見つけるのは健常者より難し
く、長期的支援が求められる。平常時から避
難訓練や防災会議の場に障害者が参加する仕
組みづくりが必要だ」と訴えた。

３．11東日本大震災９年
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関連死24％が障害者
　市町村アンケート
　　 　「環境変化負担に」
　東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島
３県の市町村で震災関連死と認定された人に
占める障害者の割合が24.6％に上ることが１
日、共同通信のアンケートで分かった。厚生
労働省の推計では、国民に占める障害者の割
合は約７％、震災関連死が多い65歳以上での
割合も約14％で、専門家は「障害者に関連死
が多いと言わざるを得ない。環境が変わる避
難生活が負担になった」と指摘している。
　障害者は速やかな避難が難しく、津波から
逃げ遅れるなどして死亡した割合が高いとさ
れるが、その後もリスクが残ることが明らか
になった。
　震災関連死は避難生活のストレスによる体
調悪化や過労など間接的な原因で死亡するこ
とで、自治体が認定する。震災や東京電力福
島第１原発事故で被災した42市町村に2019年
３月末時点の人数を聞き、32市町村から回答
を得た。

　32市町村の震災関連死は1500人（死亡時の
平均年齢79.8歳）。このうち震災時点で障害
者手帳を所持していた人は370人（同78.8歳）
だった。
　内訳は、身体障害者352人、知的障害者８
人、精神障害者10人。複数の障害がある場合
は最初に取得した手帳をカウントした。

　課題として「環境の変化による心身の影響
が大きく、特に心のケアが難しい」（岩手県
釜石市）との声が多い。宮城県東松島市はケ
アが困難な理由として「津波で、それまで支
援していた家族が犠牲になった」ことを挙げ
た。
　第１原発が立地する福島県大熊町は「避難
が広域のため実態把握に苦慮している」とし
た。
　東北福祉大の阿部一彦教授（障害福祉学）
は、通常の避難所や仮設住宅は、障害者への
配慮が不十分だと指摘。「混雑する避難所に
行けず、身体への負担が大きい車や浸水した
自宅２階で過ごした人がいた。仮設住宅でも、
建物の段差や移動手段の確保などストレスは
大きい」と指摘。「障害者が支援から取り残
されない体制づくりが必要だ」と訴えた。

 　　

自助のヒント

　関連死、３７００人超
　復興庁の集計によると、東日本大震災の震
災関連死は、昨年９月末時点で、10都県で
計3739人となっている。近年は大きく増え
ていないが、66歳以上が3313人と約９割を
占める。都県別で最多は福島の2286人、宮
城928人、岩手469人と続く。神奈川では震
災から１カ月以内に死亡した横浜、川崎、海
老名の計３人が関連死の人数に計上されてい
る。停電で酸素吸入器が停止したり、勤務先
から帰宅途中に倒れたりして亡くなったとい
う。
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　大規模災害発生時に障害者をどう支援する
か―。東京電力福島第１原発事故に見舞われ
た被災地で障害者の避難支援に奔走した障害
当事者の男性が、平塚市内で講演した。自力
での避難は難しく、避難所では過酷な生活を
強いられる。放射線の恐怖におびえながらも、
福島県外への避難は健常者よりもハードルが
高い。原発事故を巡る偏見も目の当たりにし
ながら「差別意識を持つ自分の心と闘ってい
く姿勢が必要」と訴え、障害者が取り残され
ない防災対策のあり方を問い掛けた。

　講演会で登壇したのは、東日本大震災直後
から16年まで福島県内の障害者団体などでつ
くられた「ＪＤＦ被災地障がい者支援セン
ターふくしま」の代表を務めた白石清春さん。
脳性まひで車いす生活を送り、1980年に相模
原市で脳性まひ者地域作業所「くえびこ」を
設立。その後、故郷の福島県郡山市へ戻り、
障害者の自立支援活動を続けた。
　あの日、郡山市の福祉施設の３階で巨大な
揺れに襲われた。エレベーターは止まり、車
いすによる自力避難もできず周囲の助けを借
りるしかなかった。
　直後に福島県内の22団体でＪＤＦを立ち上
げ、被災障害者の支援拠点となった。全国か
ら救援物資とボランティアが集まった一方で、
障害者の避難生活は過酷なものだった。
　自閉症児の家族は避難所には入れず車上生
活を余儀なくされ、避難所の床で寝ることが
できない身体障害者は10日間、車いすの上で
過ごすしかなかった。
　仮設住宅も「車いす利用者に対応していな
い。日本は今まで何度も大きな地震を経験し
てきたはずなのに…」。
　95年の阪神大震災では行政から障害者名
簿が提供され、安否確認に役立たれてられ

た。しかし、今回は個人情報保護法が壁とな
り、多くの自治体に開示を断られた。それで
も根強く交渉し、南相馬市から開示された名
簿を基に実態調査を実施。年老いた両親から
世話を受け、地域からも福祉サービスからも
孤立した多くの障害者の存在が初めて浮かび
上がった。「障害者が何処にいるか分からな
い。災害時には情報開示も必要では」と訴え
る。
　一方、原発事故では「放射線の影響を受け
るのは子どもや免疫力の低い障害者」と不安
を抱いた。県外への避難も考えたが、仲間の
多くが避難先の仕事や住居への不安から反対。
自身も福島にとどまることを決意した。

　原発反対派の論調やデモのプラカードに肢
体不自由児の写真が掲げられることにも、疑
問を抱くことがある。福島で障害児が増える
という偏見と障害者の存在を否定するような
優生思想。これは入所者19人が犠牲になった
相模原殺傷事件で表面化した。社会に根ざす
障害者への偏見とも重なる。だからこそ、言
わなければならない。
　「障害児たちも、生きていくと強い意志を
持って生まれてきた命。生きていく権利があ
る。（偏見をなくすには）障害者が地域に出
て自立していく環境をつくっていかなけれ
ば」。

　講演会は福島県から小学生らの保養受け入
れ活動を続けている「福島の親子とともに・
平塚」（小嶋倫子代表）が主催した。

当事者の男性 講演

被災障害者　どう支援
過酷な避難生活訴え
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炊き出し栄養偏り 懸念
　専門家 自治体の準備不足指摘

　災害時、自治体が被災者への炊き出しで食
事を提供するに当たり、量や食材の種類を事
前に定めているのが45自治体にとどまること
が、日本公衆衛生協会の調査で分かった。
　炊き出しを予定する867自治体の5.2％。専
門家は、避難生活での栄養の偏りや食欲不振
は心身の不調や命の危険につながる恐れがあ
ると指摘。自治体に早急な対応を求めている。
　大規模災害時には、市区町村が窓口となり
炊き出しを実施することが多い。協会が2018
年９～12月、1741自治体（全市町村と東京23
区）に大規模災害時の栄養や食事の準備を尋
ね、1056自治体（60.7％）が回答した。
　食事の全部か一部を炊き出しで提供すると
したのは、867自治体（82.1％）だった。うち、
肉や野菜の量といった食品の構成なども定め
ているのは45自治体。事前に献立を作成済み
なのは15自治体。半数近くは調理場や人員確
保の方法を決めていたが、人手に見込む住民
自身が被災する可能性もある。東日本大震災
の際、避難所での食事は大きな課題だった。
16年の熊本地震では献立と食材の準備がない
自治体がご飯と汁物のみの提供にとどまった
一方、準備していた地域では野菜炒めや煮物
を出せた例もあった。
　調査した熊本県水俣保健所の久保彰子参事
は、災害時の食糧支援が複数部署にわたり、
管理栄養士ら専門家との連携が十分ではない
と分析。「食事は栄養補給だけでなく楽しみ
や安らぎの時間。活力を得て、復興に向け頑
張れるようにしなければならない」と話す。

避難所改善 模索続く
運営学ぶ研修やゲームも

　災害時に開設される避難所の環境改善や被
災者本位の運営に向け、研修やゲームなどの
取り組みが広がっている。昨秋の台風19号
で設けられた避難所は既に閉鎖されているが、
プライバシーの確保などが課題となったケー
スにいかに学ぶかが問われている。　　　　
　　
　　■「日常」意識
　「体育館の床にテープを張り、避難者が生
活する区画を整理した。非常口と避難路を確
保するためだ」。今年１月29日。横浜市保土ヶ
谷区で開かれた避難所運営の研修会。震度７
を２度記録した2016年４月の熊本地震で自宅
を失い、地元小学校の体育館に身を寄せた吉
村静代さん（70）＝熊本県益城町＝が自治会
関係者らに訴えた。
　ピーク時には約400人が過ごし、足の踏み
場もなかった。４カ月に及んだ避難所生活の
中で吉村さんが目指したのは「自主運営」だ。
行政に頼らず、見知らぬ被災者同士が協力し
て環境を改善し、一日も早く日常を取り戻す
きっかけをつくりたかった。
　段ボールベッドや間仕切りが届いた時は、
「みんなで汗だくになって組み立てた」。カ
フェやキッズサロンも開設。交流を通じて生
まれたコミュニティーを仮設住宅につなごう
という思いがあった。避難所を出た後も、古
布を衣類などに再生する「咲き織」の体験会
を企画するなど、次第に離れ離れになってい
く被災者を結ぶ活動を続けている。

　　■女性の視点
　横浜市立戸塚高校（戸塚区）では昨年７月、
机上でカードなどを使って避難所運営を学ぶ
ゲームが初めて行われた。
　発電機や食料などがない中、高齢者や障害
者、外国人、ペット連れなど境遇の異なる人
が次々とやってくるとの想定だ。「高齢者は
入り口の近くに」「トイレは屋外でプールの
水を使おう」。生徒や保護者らはグループ別
に学校の見取り図を広げ、どのスペースに誰
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を受け入れるかに頭を悩ませた。
　講師の認定ＮＰＯ法人かながわ311ネット
ワークの石田真実理事が近年の避難所環境
の状況を説明した。「阪神大震災の時より改
善されたが、ついたてもない避難所は今も
ある」。着替えや洗濯、支援物資の下着の配
布などで女性への配慮が欠けているケースが
あるとして、「最近では、更衣室や授乳室な
どがある女性専用のスペースも提案されてい
る」と紹介した。

　　■負担大きく
　戸塚高校は、市が避難所を開く地域防災拠
点ではない。付近の住民は居住地に応じて避
難する小中学校が割り当てられている。
　にもかかわらず避難所運営ゲームを企画し
たのは「災害の規模が大きいと、住民が避難
してくることもあり得る」（同校）と考えた
からだ。東日本大震災や熊本地震では、避難
所に指定されていない高校や大学が避難者を
急きょ受け入れたほか、遺体安置所が併設さ
れた高校もあった。
　神奈川県内では昨年10月の台風19号の際、
川崎、相模原両市に、自宅に戻れなくなった
住民向けの避難所が計４カ所開設された。12
月26日までに全て閉鎖されたが、川崎市高津
区の避難所で過ごした70代の男性は「知らな
い人との生活は気を使う」と精神的な負担が
大きいとこぼした。
　避難所の間仕切りなどの提供について、昨
年12月に県と協定を結んだＮＰＯ法人ボラン
タリー・アーキテクツ・ネットワークの代表
理事で建築家の坂茂さんは「これからは体育
館などに避難するのではなく、避難所用の設
備が整った公共施設を整備していくことも必
要だ」と指摘する。

再建支援法床上１ｍの壁
対象外 多数か

　甚大な被害をもたらした台風19号で、総務
省消防庁が23日公表した住宅被害約６万８千
棟のうち、「床下浸水」と浸水が比較的浅い
「床上浸水」の区分が合わせて全体の９割以
上を占めていることが分かった。水害の場合、
被災者生活再建支援法で最大300万円が支給
されるのは原則として床上１ｍ以上の浸水な
どに限られ、対象外となるケースが多数に上
るとみられる。浸水の程度が浅くても家財が
水に漬かり、多額の損害を抱えた世帯に対す
る支援が問われそうだ。
　消防庁の集計によると、床より下までの
「床下浸水」が約３万３千棟、床より上まで
浸水したが全壊などには該当しない「床上浸
水」が約２万９千棟。ただし、数字は速報値
で、件数は今後も増えるとみられるほか、こ
れから本格化する罹災証明書発行の判定作業
で正式な被害区分は変わる可能性もある。
　被災者生活再建支援法に基づく支援金支給
は原則「全壊」「大規模半壊」以上が要件だ。
　内閣府によると、水の流れや、がれきの衝
撃で外壁などに一定の損傷がある場合、床上
1･8ｍ以上の浸水は「全壊」、１ｍ以上1･8ｍ
未満は「大規模半壊」と判定。１ｍ未満は
「半壊」、床下浸水は「一部損壊」と判定さ
れることが多い。
　この基準により、2015年の関東・東北豪雨
などでは、床上90センチの浸水で家財が使い
物にならなくなってしまっても公的支援の対
象外となる世帯が相次いだ。
　一方、災害救助法に基づく応急修理費支援
制度はこれまで原則として半壊か大規模半壊
が対象だったが、９月の台風15号被害を受け
て拡充し、一定の要件を満たす一部損壊も含
まれることになった経緯がある。
　山崎栄一・関西大教授（災害法制）は「水
害では全壊判定でなくても、その家で生活を
続けることが難しくなることが多い。多額の
出費を強いられる実情と判定基準がずれてい
る」と指摘。「被災者生活再建支援法の対象
に半壊を含めることや、被害区分にかかわら
ず仮設住宅入居を認めることも検討すべき
だ」と話している。
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被災者の住宅再建支援

実態合わず対象外続出
高まる拡充求める声

　災害で住宅が被災した世帯に支援金を支
払う被災者生活再建支援法の対象拡充を求
める声が広がっている。共同通信の調査で、
現状でいいとした自治体は16％にとどまる。
2018年の大阪府北部地震や19年の台風19
号など最近の災害で、支援対象から外れた住
民が続出。被害の実態に合わないとの批判が
高まる一方、見直しに向けた国の議論は進ん
でいない。

　　▽人口流出
　「『家を建て直すのは無理』と地域を出る
人がたくさんいる。残る人がどれくらいいる
か…」。昨年の台風19号で被害を受けた宮城
県丸森町の会社員古川敬生さん（71）の声は
沈みがちだ。
　被災者生活再建支援法では、全壊などと判
定されると最大300万円が支給される。半壊
や一部損壊は原則対象外だ。古川さんの自宅
は床上約20センチが浸水し、罹災証明書で半
壊とされた。
　水に漬かった床や壁から悪臭が漂い、床材
や壁の中の断熱材の取り換えを余儀なくされ
た。台所の流し台や洗面台も使えなくなり、
約600万円かかるという。「うちは安く済む方。
半壊となった世帯は多いが、みんな不満なの
では」。
　独自支援として、半壊世帯に長野県が最大
50万円、福島県が最大10万円の支給に踏み切
るなどしたが、宮城県は見送った。「支援は
ないし、堤防の復旧もどうなることか。地区
の人口が減るのは目に見えている」。古川さ
んはため息をついた。

　　▽独自策も
　全国知事会は対象に半壊を含めるよう求め
ており、同会の試算によると、一般的に被害
額は全壌で約2400万円、大規模半壊で約1400
万円、半壊で約１千万円、一部損壊でも約　

300万円に上る可能性がある。
　台風19号で被災した岩手県山田町は、共同
通信の調査で「半壊以下に対する支援が何も
なく、公平な制度とは言えない」と回答。独
自策として全壊世帯などへの支援金上乗せの
ほか、補修費として半壊に最大100万円、一
部損壊に同20万円を支給すると決めた。復興
企画課の川守田正人課長は「一部損壊と判定
されることが多い床下浸水でも、土砂の撤去
などお金は必要。再建を進めてもらうため支
援を決めた」と話す。

　　▽底上げを
　被災者生活再建支援法は、1995年の阪神大
震災で住宅再建に公的支援を求める声が高
まったのを受けて成立。これまで支払われた
支援金の総額は約4863億１千万円。全国知事
会の要望を受けて内閣府は支援法の今後につ
いて検討を始めたばかりだ。
　「被災者を切り捨てるのではなく、いかに
救うかという発想でないといけない」。東京
都内で22日、支援法の問題点などを話し合っ
たシンポジウムで日弁連災害復興支援委員会
委員長の津久井進弁護士が訴えた。日弁連も、
同法の抜本的改正を求めている。
　政府内部では「南海トラフ地震や首都直下
地震といった巨大災害があったら支援金の財
源が持たない」と増額に慎重な声もあるが、
津久井弁護士は「将来の国難級の災害が、い
ま目の前にいる被災者を救わない理由にはな
らない」と指摘。
　「相次ぐ災害で苦しむ被災者を救うために
支援法を底上げしつつ、南海トラフや首都直
下地震の被災者を想定した特別措置を早く検
討すべきだ」と強調した。
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自然災害への支援金受付のお知らせ

台風15号、19号による被害の支援をします
全国各地で多発する豪雨災害に 　　　　
　　　　　 心よりお見舞い申し上げます

復興へ 心の支えをおくる

　突然襲う地震災害。今般は大阪府という都市型災害で、交通網、ライフラインの災害
にも多大な被害が波及しました。会員の人的被害、家屋被害は、一会員の被害報告があ
りました。今後は、災害への意識を高め、防災に日頃よりこころがけたいものです。
　また、全国各地で多発する大雨災害や土砂崩れ。特に西日本豪雨災害は、大変な被害
になりました。岡山県支部の一会員が、床上浸水の被害の報告があります。
　この趣旨にご理解を賜り支援金募集にご協力下さいますようお願いいたします。
　なお、募金は支部ごとに取りまとめをお願いしますが、個人でも直接募金される方
は、下記の本部口座に直接お振込み願います。（領収書がほしい方は、郵便振替でお願
いします。）

　◎ 支援金の余剰が出た場合は、厳正に別会計として管理し、突発的な災害に準備して
おきたいと思います。

〔記〕
【お振込先】

１、銀行振り込みは……三井住友銀行　葛西支店
　　　　　　　　　　　　　　　普通　４７５７６６０
　　　口座名……　公益社団法人　全国脊髄損傷者連合会　宛へ

２、郵便振替は…………００１１０－２－１７００７６
　　　加入者名……公益社団法人　全国脊髄損傷者連合会　宛へ

（通信欄に「大阪府北部地震・西日本豪雨支援金」と書いてください）
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　万華鏡　10　　マッチの灯を消すなース
 千葉県支部　出口　臥龍　

　今回は尾籠（びろう）なお話。筆者は四肢麻痺の重度障害だ。首から下はまった
く動かない。自分で食事ができないばかりか、鼻のアタマに止まったハエすら追い
払えない。とうぜん排便もできない。大便は、訪問看護師さんに掻き出していただ
く。約一時間のあいだ、部屋のなかはエライことになる◆若い時分の話だ。駅のト
イレで脱糞していたら、後から入ってきた爺いが「臭っせえなあ。いったい何喰っ
てやがる」と喚きだした。「おまえの糞は臭くないのか」と応戦するのだが、ウン
コは途中で止まらない。ドアを開いたときには、爺いはすでに消えていた。この話
を会社の呑み会で披露した。まず古株の女子社員。「一本ずつ、出るたびに流せば
いいんです」。一理ある。でも匂いは残るな。若い男社員。「俺、ウンコするときタ
バコ喫うんすよ。そんとき気付いたんすけど、マッチ擦ると臭いが消えます」「ホ
ンマかっ」◆この≪歴史的大発見≫を伝授し実験すると、訪看さんもビックリ。か
くして摘便のあと、かならずマッチを擦るようになった。そのマッチを最近みかけ
なくなった。需要が減ったからと大手メーカーが撤退したらしい。マッチの灯を消
さないよう、皆さん、どんどんマッチを使いましょう。

赤城元理事 大臣表彰される

今年度の更生援護功労者に推薦され、
大臣表彰された元理事の赤城氏。
コロナウィルス対策で、忙しい加藤厚労省
大臣出席のもと、講堂にて授与式が行われました。
この後は、皇居にも参内して、天皇、雅子妃とも、歓談できたそうです。
永年にわたって、元気に活動されてきました。後に続く者への良き励ましになるでしょう。　 
本当にご苦労様でした。

◀�唯一の女性理事として、永年
全脊連活動に貢献されてきま
した。ご苦労様でした。

▼�加藤厚労省大臣から代表者に
表彰状が手渡され、活動の労
をねぎらわれました。
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　昨年２月に兵庫県支部の中島支部長が急逝されてから休眠状態であった兵庫県支部ですが、新
支部長に三戸呂克美氏が選出されて再始動することになりました。事務局長には宮野秀樹氏が就
任されて、三戸呂・宮野体制での船出となりました。
　寒風の中の昨年11月30日、兵庫県神戸市にある新長田勤労市民センターにて、八王子市自立生
活センターの冨川巧喬様に講師としてお越しいただいて、兵庫県支部再始動記念シンポジウム
「相談支援について」を開催しました。
　全国脊髄損傷者連合会の本部からは大濱代表理事と安藤事務局長が参加しました。近畿・東海
ブロックから和歌山県支部の上道廣己支部長、同じく和歌山県支部の田畑修康氏、奈良県支部の
平岡俊二支部長が参加されて、兵庫県支部再始動に花を添えてくださいました。
　三戸呂支部長は「長い間、中島前支部長が支えてきてくださった兵庫県支部ですが、本日ここ
に集まって下さった皆様とともに中島さんの想いを胸に再出発をしたい」とご挨拶されていまし
た。
　宮野新事務局長は、「今回の脊髄損傷者連合会・兵庫支部の再始動はその起点とし、多くの障
害の枠を超えた「拠点作り」を目指したい」と仰っていました。
　昨今の気象変動や大地震等で大きな災害が毎年のように起きています。こうした状況であるか
らこそ連合会の各支部がしっかりと機能して、会員同士で助け合っていく全国的なネットワーク
が不可欠です。本部としても高齢化が進んでいる各支部の状況をなんとかして改善し、世代交代
の支援をしていければと考えています。（安藤）

兵庫県支部
4 4 4 4 4

が　　　　　　しました再 始 動
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全国脊髄損傷者連合会支部所在地一覧　　2020年１月７日現在
支部長名 支部名 郵便番号 所　在　地 電話番号 FAX番号

　 大濵　　眞 本 部 152－0034 東京都目黒区緑が丘2－15－14村上ビル102 03－6421－4588 03－6421－4665
1a 廣島　雄偉 北 海 道 072－0822 北海道美唄市南美唄町大通５丁目 0126－63－4650 0126－63－4650
1b 竹田　　保 札 幌 065－0020 北海道札幌市東区北20条東１丁目5－1大西ビル１F 011－748－6220 011－748－6221
2 山田　憲史 青 森 県 038－1305 青森県青森市浪岡大字杉沢字井ノ下76－17石橋美智夫方 0172－78－2429 0172－78－2429
3 高橋　　智 岩 手 県 020－0831 岩手県盛岡市三本柳８地割1－3　ふれあいランド岩手内 019－637－8001 019－637－8001
4 三浦　重泰 宮 城 県 983－0836 宮城県仙台市宮城野区幸町4－6－2　県障害者福祉センター 022－293－5503 022－205－1623

5 小森　一昭 秋 田 県 010－0922 秋田県秋田市旭北栄町1－5
県心身障害者総合福祉センター内　全脊連 018－896－7750 018－896－7750

6 中島　幸生 山 形 県 990－2471 山形県山形市羽黒堂475－3　高橋玲子方 023－643－7277 023－643－7277
7 福 島 県 設立準備中
8 稲田　康二 茨 城 県 310－0905 茨城県水戸市石川2－4060－3　館ハイツ 029－252‐8486 029－252－8487
9 佐々木清美 栃 木 県 321－3322 栃木県芳賀郡芳賀町東水沼1931－5 028－677－0676 028－677－0676
10 飯塚　智宏 群 馬 県 379－2144 群馬県前橋市下川町8－3 027－265－6580 027－265－6580
11 下重　敏子 埼 玉 県 350－0011 埼玉県川越市久下戸3387－5　菊地方 090－6108－1666 049－293－9898
12 飯岡　秀之 千 葉 県 285－0831 千葉県佐倉市染井野5－42－7 050－3634－7257
13 祐成　常久 東 京 都 124－0025 東京都葛飾区西新小岩1－1－2－207 03－6323－9288 03－6323－9288
14 赤城喜久代 神奈川県 252－0207 神奈川県相模原市中央区矢部新町１番9－101号 042－852－3525 042－852－3525
15 新 潟 県 設立準備中
16 土谷　　勉 富 山 県 934－0033 富山県射水市新片町5－118　 0766－86－2766 0766－86－2766
17 田中　弘幸 石 川 県 921－8064 石川県金沢市八日市4丁目403番地　八日市住宅108号 076－240－6980 076－240－6980
18 黒田　泰弘 福 井 県 919－0474 福井県坂井市春江町西太郎丸3－16－4　竹下輝政方 0776－51－4750 0776－51－4750
19 小林　文彦 山 梨 県 405－0001 山梨県山梨市西60藤ノ木団地347号　金子一洋方 055－322－7377 055－326－3693
20 玉木　一成 長 野 県 380－0928 長野県長野市若里5丁目14番3－109号　若里西町団地 026－223－0222 026－223－0222
21 早矢仕幸男 岐 阜 県 501－2105 岐阜県山県市高富720－28 0581－22－4866 0581－22－4866
22 静 岡 県 設立準備中
23 吉田　憲司 中 部 490－1102 愛知県あま市石作北浦120－1 052－441－7867 052－441－7867
24 松田　靖利 三 重 県 510－0244 三重県鈴鹿市白子町2989－5 059－386－9733 059－368－2700
25 前野　　奨 滋 賀 県 525－0034 滋賀県草津市草津3丁目14－40 077－569－5111 077－569－5177
26 山本　英嗣 京 都 府 621－0043 京都府亀岡市千代川町小林下戸32－10 0771－20－2319 0771－20－2319
27 羽藤　隆　 大 阪 府 530－0015 大阪府大阪市北区中崎西2丁目3番36号　猿木方 　06－6371－3831 　06－6371－4854
28 三戸呂克美 兵 庫 県 674‐0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2－3－5サウススクエア1－205 078‐934－6450 078‐934‐6450
29 平岡　俊二 奈 良 県 639‐0222 奈良県香芝市西真美3‐7‐22　本田正弘方 0745‐77‐5096 0745‐77‐5096

30 上道　廣己 和歌山県 649‐1443 和歌山県日高郡日高川町和佐2223‐5
障害者ピアサポートセンター内 0738‐53‐8068 0738‐53‐8069

31 福永　幸男 山 陰 682‐0946 鳥取県倉吉市横田497 090‐1359‐6488 0858‐28‐0097
32 島 根 県 設立準備中
33 珍行美貴夫 岡 山 県 711‐0903 岡山県倉敷市児島田の口7‐7‐4 086‐477‐6880 086‐470‐1018
34 高森　　誠 広 島 県 730‐0813 広島県広島市中区住吉町21‐4　パークヒルズ住吉町301号 082‐258‐3315 082‐258‐3315
35 山 口 県 設立準備中 　　　　 　　　
36 西原　健一 高 知 県 780‐8040 高知県高知市神田2527‐4 090‐7570‐5091 088‐831‐4412
37 毛利　公一 香 川 県 768‐0104 香川県三豊市山本町神田1223　長谷川　奨方 0875‐63‐3281
38 井谷　重人 愛 媛 県 790‐0054 愛媛県松山市道後北代10‐37アドラーブル道後202号 090‐2891‐0941 089‐989‐7420
39 徳 島 県 設立準備中
40 藤田　幸廣 福 岡 県 816‐0804 福岡県春日市原町3‐1‐7　福岡県総合福祉センター　６F 092‐592‐4528 092‐592‐4528
41 佐 賀 県 設立準備中
42 長 崎 県 857‐0134 長崎県佐世保市瀬戸越2丁目5番7‐106号　泉福寺住宅８号館 0956‐49‐3518
43 福島　光男 熊 本 県 861‐1214 熊本県菊池市泗水町田島597‐12　松川健二方 0968‐38‐7228 0968‐38‐7228
44 穴見　義博 大 分 県 879‐6635 大分県豊後大野市緒方町軸丸2637　高原政寿方 0974‐42‐2526 0974‐42‐2602
45 矢野　光孝 宮 崎 県 889‐1201 宮崎県児湯郡都農町川北11950‐2　黒木久志方 0983‐25‐1496 0983‐25‐1496
46 前田　　究 鹿児島県 899‐5656 鹿児島県姶良市西姶良4丁目3‐16　入来院　望方 0995‐65‐8572 0995‐65‐8572

47 仲根　建作 沖 縄 県 901‐2121 沖縄県浦添市内間5‐4‐3　ハウジングシーサー101　
障がい者ITサポートおきなわ内 098‐961‐6715 098‐961‐6716
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東京都渋谷区代々木3-28-6  いちご西参道ビル 4F
TEL : 03-6823-1100    FAX : 03-5354-8540   http://www.usci.co.jp

2019年9月1日より保険収載

横隔膜ペーシングシステム

NeuRx DPS® breathe deep…and live

人工呼吸器からの一時的な離脱を可能に

電気刺激により横隔膜を収縮させることで
呼吸補助を行います

人工呼吸器から一時的に離脱が可能となり
患者様と介護者様にとっての
QOLの向上が期待されます

手術は比較的低侵襲な腹腔鏡にて行われます

neurx.info 検索

Let’s walk!

                    車いすに座ったまま装着
楽な立ち上がり、バツグンの立位安定性
     容易な練習ですぐに歩き出せる！

      対麻痺の方のための

歩行補助ロボット
   ＷＰＡＬ－Ｇ

製造元 アスカ株式会社 ロボットシステム事業部
https://www.aska.co.jp       TEL: 0565-51-2755

販売元 東名ブレース株式会社
http://www.tomeibrace.co.jp TEL: 0561-85-7355
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車輪
も

スム
ーズ
に

通行
可能
！車輪も

スムーズに

通行可能！

i n f o _ b f @ k i n j o g o m u . j p
0 7 2 - 9 9 2 - 2 3 2 8

バリアフリー推進課きんじょうごむ

オフィス スポーツ福祉施設公共施設 教育機関 銀行

導入事例（一例）

ユニバーサルデザインの誘導マット
歩導くん ガイドウェイ

利用者の声はホームページに掲載
http://guideway.jp/voice/index.html

誰もが自由に移動できる空間を作る誘導マット

開発元：トーワ株式会社

誘導ブロックのように視覚障がい者の誘導に活用でき、
ピクトグラムを貼り付けると案内サインとしても利用
可能です。誰もが自由に移動できる空間を作ります。

製品の詳細は「ほどうくん」で検索！

ほどうくん
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