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仙台市
せんだいし

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくし障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に 

暮
く

らしやすいまちをつくる条例
じょうれい

の改正
かいせい

（中間
ちゅうかん

案
あん

）に関
かん

する意見
い け ん

募集
ぼしゅう

について 

 

１ 条例
じょうれい

の改正の背景
はいけい

 ～なぜ条例
じょうれい

を改正する必要
ひつよう

があるのか～ 

国
くに

は平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

に「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（以下
い か

「法
ほう

」

という。）を施行
し こ う

し、それに 伴
ともな

い本市
ほ ん し

でも平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

に「仙台市
せんだいし

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくし障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすいまちをつくる条例
じょうれい

」（以下
い か

「条例
じょうれい

」

という。）を施行
し こ う

しました。 

国
くに

は令和
れ い わ

3年
ねん

6月
がつ

に改
かい

正法
せいほう

を公布
こ う ふ

（施行
し こ う

は公布
こ う ふ

の日
ひ

から起算
き さ ん

して 3年
ねん

を超
こ

えない範囲内
はんいない

に

おいて政令
せいれい

で定
さだ

める日
ひ

）し、事
じ

業者
ぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を義務付
ぎ む づ

けました。また、

法
ほう

改
かい

正
せい

に伴
ともな

い、現在
げんざい

、内閣府
ないかくふ

の障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

において、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

（以下
い か

「基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」という。）の改定
かいてい

に向
む

けた議論
ぎ ろ ん

が進
すす

めら

れているところです。 

条例
じょうれい

においても、法
ほう

改
かい

正
せい

に伴
ともな

う改正
かいせい

が必要
ひつよう

であるほか、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

けた

取
と

り組
く

みは、社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

等
とう

に合
あ

わせてその内容
ないよう

を充実
じゅうじつ

させることが求
もと

められるこ

とから、条例
じょうれい

施行後
し こ う ご

の運用
うんよう

状 況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえた改正
かいせい

を行
おこな

います。 

 

２ 条例
じょうれい

の改正の基本的
きほんてき

な考え方 

(１) 法
ほう

改正
かいせい

並
なら

びに基本
き ほ ん

方針
ほうしん

改定
かいてい

の内容
ないよう

を踏
ふ

まえた改正
かいせい

を行
おこな

います。 

(２) 本市
ほ ん し

における条例
じょうれい

施行後
し こ う ご

の運用
うんよう

状 況
じょうきょう

や障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

等
とう

に関
かん

する現状
げんじょう

・課題
か だ い

等
とう

を

踏
ふ

まえた改正
かいせい

を行
おこな

います。 

(３) 障害
しょうがい

のある方
かた

やその家族
か ぞ く

、支援者
しえんしゃ

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の意見
い け ん

を踏
ふ

まえた改正
かいせい

を 行
おこな

うため、

ヒアリングやワークショップ、パブリックコメント等
とう

を実施
じ っ し

し、幅広
はばひろ

い理解
り か い

を得
え

な

がら進
すす

めます。 

 

３ 条例
じょうれい

の改正
せい

に係るこれまでの主
おも

な経過 

 （１）仙台市
せんだいし

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

における検討
けんとう

 

令和
れ い わ

3年
ねん

11月
がつ

～ ・条 例
じょうれい

の見直
み な お

しのあり方
かた

について諮問
し も ん

 

・障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

等
とう

の臨時
り ん じ

委員
い い ん

を追加
つ い か

し、令和
れ い わ

4年
ねん

11月
がつ

までに 7回
かい

開催
かいさい

 

 （２）障害
しょうがい

のある方
かた

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

からの意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

 

令和
れ い わ

3年
ねん

12月
がつ

～

令和
れ い わ

4年
ねん

2月
がつ

 

・障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

と感
かん

じた事例
じ れ い

や障害
しょうがい

のある方
かた

への配慮
はいりょ

に

取
と

り組
く

んでいる事例
じ れ い

（配慮
はいりょ

が得
え

られた事例
じ れ い

）の募集
ぼしゅう

（計
けい

107件
けん

） 

令和
れ い わ

4年
ねん

2月
がつ

～

令和
れ い わ

4年
ねん

6月
がつ

 

・障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

（障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

やその家族
か ぞ く

、支援者
しえんしゃ

）からの意見
い け ん

聴 取
ちょうしゅ

（計
けい

12団体
だんたい

33名
めい

） 

・事
じ

業 者
ぎょうしゃ

団体
だんたい

等
とう

からの意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

（計
けい

13団体
だんたい

32名
めい

） 

１ 条例
じょうれい

の改正
かいせい

の背景
はいけい

 ～なぜ条例
じょうれい

を改正
かいせい

する必要
ひつよう

があるのか～ 

３ 条例
じょうれい

の改正
かいせい

に係
かか

るこれまでの主
おも

な経過
け い か

 

２ 条例
じょうれい

の改正
かいせい

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた
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（３）市民
し み ん

への周知
しゅうち

並
なら

びに関心
かんしん

を高
たか

める取
と

り組
く

み 

令和
れ い わ

4年
ねん

10月
がつ

 ・障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず広
ひろ

く市民
し み ん

が参加
さ ん か

できる意見
い け ん

交換
こうかん

の場
ば

とし

てワークショップ「ココロン・カフェ」を開催
かいさい

 

令和
れ い わ

4年
ねん

12月
がつ

 ・「共
とも

に暮
く

らしやすい社会
しゃかい

」をテーマに、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、支援者
しえんしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、教員
きょういん

から各分野
かくぶんや

の事例
じ れ い

共有
きょうゆう

等
とう

を行
おこな

うシンポジウムを開催
かいさい

 

 

４ 条例
じょうれい

の改正（中間
ちゅうかん

案
あん

）に関
かん

する意見募集
ぼしゅう

 

  条例
じょうれい

の改
かい

正
せい

にあたり、中間
ちゅうかん

案
あん

について市民
し み ん

の皆様
みなさま

のご意見
い け ん

をお寄
よ

せください。 

 （１） 募集
ぼしゅう

期間
き か ん

 令和
れ い わ

4年
ねん

12月
がつ

22日
にち

（木
もく

）～令和
れ い わ

5年
ねん

1月
がつ

25日
にち

（水
すい

）まで ※当日
とうじつ

消印
けしいん

有効
ゆうこう

 

（２）提出
ていしゅつ

方法
ほうほう

 

    別添
べってん

の提
てい

出
しゅつ

様式
ようしき

（任意
に ん い

の様式
ようしき

でも可能
か の う

）を作成
さくせい

の上
うえ

、郵送
ゆうそう

、F A X
ふぁくす

、 E
いー

メールで、

住所
じゅうしょ

、氏名
し め い

、電話番号
でんわばんごう

もしくはF A X
ふぁくす

番号
ばんごう

または E
いー

メールアドレスをご記入
きにゅう

の上
うえ

、

仙台市
せんだいし

健康
けんこう

福祉局
ふくしきょく

障害
しょうがい

企画
き か く

課
か

あてにお送
おく

りください。また、電子
で ん し

申請
しんせい

による提出
ていしゅつ

も可能
か の う

です。なお、電話
で ん わ

によるご意見
い け ん

の受付
うけつけ

はいたしませんのでご 了 承
りょうしょう

ください。   

※上記
じょうき

の方法
ほうほう

による提出
ていしゅつ

が困難
こんなん

であり、上記
じょうき

以外
い が い

の方法
ほうほう

による提出
ていしゅつ

を希望
き ぼ う

される場合
ば あ い

はご連絡
れんらく

ください。 

  【提出先
ていしゅつさき

】 

   郵送
ゆうそう

：〒980-8671 仙台市
せんだいし

青葉区
あ お ば く

国分町
こくぶんちょう

3-7-1 仙台市
せんだいし

健康
けんこう

福祉局
ふくしきょく

障害
しょうがい

企画課宛
き か く か あ て

 

   F A X
ふぁくす

 ：022-223-3573  E
いー

メール：fuk005330@city.sendai.jp 

   電子
で ん し

申請
しんせい

  U R L
ゆーあーるえる

:https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke 

/form.do?id=1669520635673 

こちらの二次元
に じ げ ん

コードから提出
ていしゅつ

が可能
か の う

です。 

  （３）提出
ていしゅつ

された意見
い け ん

の取扱
とりあつか

い 

   〇提出
ていしゅつ

された意見
い け ん

に対
たい

する個別
こ べ つ

の回答
かいとう

はいたしません。ただし内容
ないよう

について確認
かくにん

す

るためにご連絡
れんらく

させていただく場合
ば あ い

がありますので、 予
あらかじ

めご了 承
りょうしょう

ください。 

   〇提出
ていしゅつ

された意見
い け ん

については、条例
じょうれい

の改正
かいせい

の参考
さんこう

にさせていただくとともに、

提出者
ていしゅつしゃ

の氏名
し め い

等
とう

個人
こ じ ん

を特定
とくてい

できる情報
じょうほう

を除
のぞ

いて公表
こうひょう

させていただきます。個人
こ じ ん

情報
じょうほう

については、意見
い け ん

の内容
ないよう

確認
かくにん

等
とう

の連絡
れんらく

目的
もくてき

に限
かぎ

って利用
り よ う

し、適正
てきせい

な管理
か ん り

を行
おこな

います。 

  ※これまでの条例
じょうれい

の改正
かいせい

の検討
けんとう

経過
け い か

については、以下
い か

の仙台市
せんだいし

障害者
しょうがいしゃ

施策
せ さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

のホームページをご覧
らん

ください。   

U R L
ゆーあーるえる

: http://www.city.sendai.jp/kenko-kikaku/shise/security/kokai/fuzoku 
/fuzokukikan/kenko/shogaisha.html 

     こちらの二次元
に じ げ ん

コードからご覧
らん

いただけます。 

                     

 

 

４ 条例
じょうれい

の改正
かいせい

（中間
ちゅうかん

案
あん

）に関
かん

する意見
い け ん

募集
ぼしゅう

 

【問
と

い合
あ

わせ先
さき

】 仙台市
せんだいし

健康
けんこう

福祉局
ふくしきょく

障害
しょうがい

企画課
き か く か

 

電話
で ん わ

：022-214-8163 F A X
ふぁくす

 ：022-223-3573 E
いー

メール：fuk005330@city.sendai.jp 

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1669520635673
https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1669520635673
https://www.city.sendai.jp/kenko-kikaku/shise/security/kokai/fuzoku/fuzokukikan/kenko/shogaisha.html
https://www.city.sendai.jp/kenko-kikaku/shise/security/kokai/fuzoku/fuzokukikan/kenko/shogaisha.html
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仙台市
せんだいし

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくし障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も 

共
とも

に暮
く

らしやすいまちをつくる条例
じょうれい

の改正
かいせい

（中 間
ちゅうかん

案
あん

） 

 

【条例
じょうれい

の改正
かいせい

（中間
ちゅうかん

案
あん

）の構成
こうせい

】 

１ 前文
ぜんぶん

 

２ 目的
もくてき

（第
だい

１条
じょう

） 

３ 定義
て い ぎ

（第
だい

２条
じょう

） 

４ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（第
だい

３条
じょう

） 

５ 市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、市民
し み ん

の責務
せ き む

（第
だい

４条
じょう

～第
だい

６ 条
じょう

） 

６ 不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

（第
だい

７条
じょう

） 

７ 市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が行
おこな

う合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

（第
だい

８条
じょう

、第
だい

９条
じょう

） 

８ 基本的
きほんてき

な施策
し さ く

（第
だい

10 条
じょう

～第
だい

14条
じょう

） 

９ 差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

（第
だい

15条
じょう

～第
だい

20条
じょう

） 

 

【注意
ちゅうい

事項
じ こ う

】 

※記載
き さ い

している条
じょう

番号
ばんごう

は現行
げんこう

の条例
じょうれい

の条
じょう

番号
ばんごう

です。 

※≪二重
にじゅう

山形
やまがた

かっこ≫で前後
ぜ ん ご

を挟
はさ

んでいる部分
ぶ ぶ ん

は改正
かいせい

が必要
ひつよう

と考
かんが

えた規定
き て い

です。 

 

１ 前文
ぜんぶん

 

前文
ぜんぶん

では条例
じょうれい

を制定
せいてい

する趣旨
し ゅ し

を明
あき

らかにします。 

〇 すべての人
ひと

は、かけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

され、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが多様
た よ う

な

人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら、支
ささ

え合
あ

い、生
い

きがいを持
も

って、安心
あんしん

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

は、わたしたちの共通
きょうつう

の願
ねが

いです。 

〇 しかしながら、障害
しょうがい

のある人
ひと

は、心身
しんしん

の障害
しょうがい

による生活
せいかつ

のしづらさに加
くわ

えて、

周囲
しゅうい

の理解
り か い

の不足
ふ そ く

や偏
へん

見
けん

、障害
しょうがい

への配慮
はいりょ

が十分
じゅうぶん

ではない仕組
し く

みや慣習
かんしゅう

等
とう

のさまざ

まな社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

による困難
こんなん

を抱
かか

え、時
とき

には、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

など人権
じんけん

を侵害
しんがい

される

深刻
しんこく

な状 況
じょうきょう

に置
お

かれることもあります。 

〇 未曽
み ぞ

有
う

の被害
ひ が い

をもたらした東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

においては、災害
さいがい

対策
たいさく

や地域
ち い き

生活
せいかつ

におい

て、障害
しょうがい

への配慮
はいりょ

が不十分
ふじゅうぶん

な現状
げんじょう

が明
あき

らかになりました。 

〇 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくすためには、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりがこの問題
もんだい

を深
ふか

く受
う

け

止
と

め、自分
じ ぶ ん

たちの暮
く

らしの中
なか

で向
む

き合
あ

い、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

けて共
とも

に取
と

り組
く

むことが

必要
ひつよう

です。 

〇 わたしたちのまち仙台
せんだい

には、「健康
けんこう

都市
と し

宣言
せんげん

」や日本
に ほ ん

で初
はじ

めての「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

モデル都市
と し

」指定
し て い

など、障害者
しょうがいしゃ

の生活圏
せいかつけん

拡張
かくちょう

運動
うんどう

や福祉
ふ く し

のまちづくりの発祥地
はっしょうち

と言
い
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われる、障害
しょうがい

のある人
ひと

自身
じ し ん

が発信
はっしん

し、市民
し み ん

とともに福祉
ふ く し

のまちづくりに取
と

り組
く

んで

きた歴史
れ き し

があります。また、「仙台市
せんだいし

ひとにやさしいまちづくり条例
じょうれい

」をいち早
はや

く

制定
せいてい

し、さまざまな施設
し せ つ

がすべての人
ひと

にとって利用
り よ う

しやすいものとなるように、整備
せ い び

に努
つと

めてきました。 

〇 こうした福祉
ふ く し

のまちづくりの歴史
れ き し

を継承
けいしょう

し、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、行政
ぎょうせい

が共
とも

に知恵
ち え

と

力
ちから

を出
だ

し合
あ

い、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくすことを決意
け つ い

し、一人
ひ と り

ひとりの多様
た よ う

な

人格
じんかく

と個性
こ せ い

を認
みと

め合
あ

い、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も自分
じ ぶ ん

らしく、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を

実現
じつげん

できる共生
きょうせい

のまち・仙台
せんだい

を目指
め ざ

すため、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

します。 

 

【改正
かいせい

の考
かんが

え方
かた

について】 

・障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

く状 況
じょうきょう

は日々
ひ び

変化
へ ん か

していますが、本条例
ほんじょうれい

の理念
り ね ん

等
とう

に影響
えいきょう

する大
おお

きな変化
へ ん か

は条例
じょうれい

制定
せいてい

以降
い こ う

生
しょう

じておらず、条例
じょうれい

の制定
せいてい

目的
もくてき

や目指
め ざ

す姿
すがた

に変更
へんこう

は無
な

い

ことから、前文
ぜんぶん

の改正
かいせい

は 行
おこな

わないものと考
かんが

えています。 

 

２ 目的
もくてき

（第
だい

１条
じょう

） 

条例
じょうれい

の制定
せいてい

目的
もくてき

について以下
い か

の趣旨
し ゅ し

とします。 

○ 本市
ほ ん し

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に関
かん

し、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び市民
し み ん

の責務
せ き む

を明
あき

らかにします。 

○ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

するための基本的
きほんてき

な事項
じ こ う

を定
さだ

めることによ

り、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

し、もって障害
しょうがい

の

有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に尊重
そんちょう

し合
あ

う共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

とします。 

 

【改正
かいせい

の考
かんが

え方
かた

について】 

・前文
ぜんぶん

と同様
どうよう

、条例
じょうれい

の制定
せいてい

目的
もくてき

や目指
め ざ

す姿
すがた

に変更
へんこう

は無
な

いことから、目的
もくてき

の改正
かいせい

は行
おこな

わ

ないものと考
かんが

えています。 

 

３ 定義
て い ぎ

（第
だい

２条
じょう

） 

この条例
じょうれい

において用
もち

いる用語
よ う ご

を以下
い か

のとおり定義
て い ぎ

し、共通
きょうつう

の理解
り か い

を持
も

って条例
じょうれい

の

解釈
かいしゃく

ができるようにします。 

○ 「障害
しょうがい

」とは、身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の

心身
しんしん

の機能
き の う

の障害
しょうがい

をいいます。 

○ 「障害者
しょうがいしゃ

」とは、障害
しょうがい

がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に

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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にあるものをいいます。 

○ 「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

」とは、障害
しょうがい

がある者
もの

にとって日常
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

を営
いとな

む上
うえ

で
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障壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいいま

す。 

○ 「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」とは、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、障害者
しょうがいしゃ

で

ない者
もの

と異
こと

なる不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすることをいいます。 

○ 「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」とは、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じた社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のための必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な現状
げんじょう

の変更
へんこう

又
また

は調整
ちょうせい

をいいます。 

≪〇 「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」とは、 商 業
しょうぎょう

その他
た

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

をいいます。≫ 

 

【改正
かいせい

の考
かんが

え方
かた

について】 

・令和
れ い わ

３年
ねん

６月
がつ

に公布
こ う ふ

された、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」という。）の改正
かいせい

に 伴
ともな

い、条例
じょうれい

でも事
じ

業者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

提供
ていきょう

を義務化
ぎ む か

するにあたり、対象
たいしょう

となる事
じ

業者
ぎょうしゃ

を明確
めいかく

にするため、「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」の定義
て い ぎ

を新
あら

たに追加
つ い か

する必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

 

４ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（第
だい

３条
じょう

） 

相互
そ う ご

に尊重
そんちょう

し合
あ

う共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

として、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

するため、以下
い か

のとおり基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

めます。 

○ 全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と等
ひと

しく、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享
きょう

有
ゆう

する個人
こ じ ん

として

その尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

します。 

〇 何人
なんびと

も、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いにより障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

してはなりません。 

○ 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のためには、≪障害者
しょうがいしゃ

との対話
た い わ

を行
おこな

いながら、≫合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

うことが促進
そくしん

される必要
ひつよう

があります。 

≪〇 全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

は、可能
か の う

な限
かぎ

り、言語
げ ん ご

（手話
し ゅ わ

を含
ふく

む。）その他
た

の意思
い し

疎通
そ つ う

のための

手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

されるとともに、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

又
また

は利用
り よ う

のための

手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

の拡大
かくだい

が図
はか

られることとします。≫ 

○ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

は、障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

の不足
ふ そ く

又
また

は偏
へん

見
けん

から 生
しょう

じ得
え

るこ

とから、全
すべ

ての事業者
じぎょうしゃ

及
およ

び市民
し み ん

が障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

める必要
ひつよう

があ

ります。 

○ 障害
しょうがい

がある女性
じょせい

は障害
しょうがい

及
およ

び性別
せいべつ

による複合的
ふくごうてき

な要因
よういん

により差別
さ べ つ

を受
う

けやすいこ

と、障害
しょうがい

がある児童
じ ど う

に対
たい

しては障害
しょうがい

及
およ

び年齢
ねんれい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

であるこ

と等
とう

を踏
ふ

まえ、≪全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

について、≫障害
しょうがい

の状態
じょうたい

のほか、その性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、

状 況
じょうきょう

等
とう

に応
おう

じた適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

が求
もと

められます。 

○ 災害
さいがい

時
じ

においては、≪障害者
しょうがいしゃ

が避難
ひ な ん

や生活
せいかつ

等
とう

をする上
うえ

で、より困難
こんなん

な 状 況
じょうきょう

に置
お

かれることを踏
ふ

まえ、≫障害者
しょうがいしゃ

の安全
あんぜん

≪及
およ

び安心
あんしん

≫を確保
か く ほ

するため、地域
ち い き

における

災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

及
およ

び災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

における適切
てきせつ

な支援
し え ん

活動
かつどう

が求
もと

められます。 
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【改正
かいせい

の考
かんが

え方
かた

について】 

・障害者
しょうがいしゃ

との対話
た い わ

を 行
おこな

いながら合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提
てい

供
きょう

することについて、現行
げんこう

条例
じょうれい

では

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

として規定
き て い

していましたが、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を進
すす

めるにあたっては、

双方向
そうほうこう

のコミュニケーションが重要
じゅうよう

となることから、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

全般
ぜんぱん

に係
かか

る事項
じ こ う

とし

て基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に移動
い ど う

させる必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

・令和
れ い わ

４年
ねん

５月
がつ

に「障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

び利用
り よ う

並
なら

びに意思
い し

疎通
そ つ う

に係
かか

る施策
し さ く

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」が施行
し こ う

され、障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

び利用
り よ う

、円滑
えんかつ

な意思
い し

疎通
そ つ う

は改
あらた

め

て重要
じゅうよう

視
し

されているところであり、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

又
また

は利用
り よ う

のための手段
しゅだん

についての

選択
せんたく

機会
き か い

の拡
かく

大
だい

や、意思
い し

疎通
そ つ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

機会
き か い

の確保
か く ほ

について、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

へ新
あら

たに追加
つ い か

する必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

・障害
しょうがい

がある女性
じょせい

は障害
しょうがい

及
およ

び性別
せいべつ

による複合的
ふくごうてき

な要因
よういん

により差別
さ べ つ

を受
う

けやすいことや、

障害
しょうがい

がある児童
じ ど う

に対
たい

しては障害
しょうがい

及
およ

び年齢
ねんれい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

であること等
とう

を

例
れい

として、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、その性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、状 況
じょうきょう

等
とう

に応
おう

じた配慮
はいりょ

が求
もと

めら

れることを強 調
きょうちょう

する必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

・障害者
しょうがいしゃ

は、災害
さいがい

時
じ

に避難
ひ な ん

や生活
せいかつ

等
とう

をする上
うえ

で、障害
しょうがい

のない人
ひと

に比
くら

べてより困難
こんなん

な

状 況
じょうきょう

に置
お

かれること、また、障害者
しょうがいしゃ

の安全
あんぜん

に加
くわ

えて安心
あんしん

を確保
か く ほ

するために地域
ち い き

にお

ける災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

及
およ

び災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

における適切
てきせつ

な支援
し え ん

活動
かつどう

が求
もと

められるこ

とを追加
つ い か

する必要
ひつよう

があると 考
かんが

えます。 

 

５ 市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、市民
し み ん

の責務
せ き む

（第
だい

４条
じょう

～第
だい

６条
じょう

） 

市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、市民
し み ん

が果
は

たすべき役割
やくわり

を明
あき

らかにするため、以下
い か

のとおり責務
せ き む

を定
さだ

めま

す。 

○ 「市
し

」は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

ると

ともに、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に関
かん

する施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

す

るものとします。 

○ 「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

め、市
し

が実施
じ っ し

する施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとします。 

○ 「市民
し み ん

」は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

め、市
し

が

実施
じ っ し

する施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとします。 

 

【改正
かいせい

の考
かんが

え方
かた

について】 

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

として規定
き て い

していた、障害者
しょうがいしゃ

との対話
た い わ

を行
おこな

いながら合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提
てい

供
きょう

することについて、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

全般
ぜんぱん

に係
かか

る事項
じ こ う

であることから、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に移動
い ど う

させ

る必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 
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６ 不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

（第
だい

７条
じょう

） 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

していくため、市
し

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、以下
い か

に掲
かか

げる

取扱
とりあつか

い、その他
た

の不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いにより障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

してはいけませ

ん。 

〇福祉
ふ く し

サービスの分野
ぶ ん や

 

・福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

に関
かん

する適切
てきせつ

な相談
そうだん

及
およ

び支援
し え ん

が行
おこな

われることなく、障害者
しょうがいしゃ

の 

意思
い し

に反
はん

して、≪福祉
ふ く し

サービスを 行
おこな

う施設
し せ つ

への入所
にゅうしょ

や入
にゅう

居
きょ

による≫生活
せいかつ

を 強
きょう

制
せい

してはいけません。 

・障害者
しょうがいしゃ

の生命
せいめい

又
また

は身体
しんたい

の保護
ほ ご

のためにやむを得
え

ないと認
みと

められる場合
ば あ い

やその他
た

の 

客観的
きゃっかんてき

に合理的
ごうりてき

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、福祉
ふ く し

サービスの

提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

し、もしくは制限
せいげん

し、又
また

は提供
ていきょう

に条件
じょうけん

を付
つ

けることその他
た

の障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と異
こと

なる不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをしてはいけません。 

〇医療
いりょう

の分野
ぶ ん や

 

・法令
ほうれい

に特別
とくべつ

の定
さだ

めがある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、障害者
しょうがいしゃ

が希望
き ぼ う

しない入院
にゅういん

その他
た

の医療
いりょう

を受
う

 

けることを強制
きょうせい

し、又
また

は自由
じ ゆ う

な行動
こうどう

を制限
せいげん

してはいけません。 

・障害者
しょうがいしゃ

の生命
せいめい

又
また

は身体
しんたい

の保護
ほ ご

のためにやむを得
え

ないと認
みと

められる場合
ば あ い

やその他
た

の 

客観的
きゃっかんてき

に合理的
ごうりてき

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、医療
いりょう

の提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

し、もしくは制限
せいげん

し、又
また

は提供
ていきょう

に条件
じょうけん

を付
つ

けることその他
た

の障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と

異
こと

なる不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをしてはいけません。 

〇商品
しょうひん

販売
はんばい

・サービス提供
ていきょう

の分野
ぶ ん や

 

・障害者
しょうがいしゃ

に商品
しょうひん

の販売
はんばい

やサービスの提供
ていきょう

をする場合
ば あ い

において、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、

客
きゃっ

観的
かんてき

に合理的
ごうりてき

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、販売
はんばい

もしくは提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

し、もしくは制限
せいげん

し、又
また

はこれらに条件
じょうけん

を付
つ

けることその他
た

の障害者
しょうがいしゃ

でな

い者
もの

と異
こと

なる不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをしてはいけません。 

○教育
きょういく

の分野
ぶ ん や

 

・障害者
しょうがいしゃ

の年齢
ねんれい

及
およ

び能力
のうりょく

に応
おう

じ、かつ、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

が受
う

けら

れるようにするために必要
ひつよう

な指導
し ど う

又
また

は支援
し え ん

を講
こう

じなければいけません。 

・障害者
しょうがいしゃ

やその保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

を聴
き

かず、もしくは意思
い し

を尊重
そんちょう

せず、又
また

は必要
ひつよう

な説明
せつめい

を行
おこな

わずに、就学
しゅうがく

する学校
がっこう

又
また

は特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

を決定
けってい

してはいけません。 

〇雇用
こ よ う

に関
かん

する分野
ぶ ん や

 

・労働者
ろうどうしゃ

の募集
ぼしゅう

や採用
さいよう

を行
おこな

うにあたり、業務
ぎょうむ

の性質上
せいしつじょう

やむを得
え

ない場合
ば あ い

やその他
た

の 

客観的
きゃっかんてき

に合理的
ごうりてき

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、障害者
しょうがいしゃ

の応募
お う ぼ

・

採用
さいよう

を拒否
き ょ ひ

し、もしくは制限
せいげん

し、又
また

はこれらに条件
じょうけん

を付
つ

けることその他
た

の障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と異
こと

なる不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをしてはいけません。 

・障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する場合
ば あ い

において、障害者
しょうがいしゃ

が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

ってもなおその業務
ぎょうむ

を遂行
すいこう

することができない場合
ば あ い

やその他
た

の客観的
きゃっかんてき

に合理的
ごうりてき

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を
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除
のぞ

き、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、賃金
ちんぎん

、労働
ろうどう

時間
じ か ん

、配置
は い ち

、昇進
しょうしん

、教育
きょういく

訓練
くんれん

、福利
ふ く り

厚生
こうせい

その他
た

労働
ろうどう

条件
じょうけん

について障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と異
こと

なる不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすること、

又
また

は解雇
か い こ

し、もしくは退職
たいしょく

を強
きょう

制
せい

してはいけません。 

〇建物
たてもの

等
とう

・公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

の分野
ぶ ん や

 

・障害者
しょうがいしゃ

が不特定
ふとくてい

多数
た す う

の者
もの

の利用
り よ う

に 供
きょう

されている建物
たてもの

等
とう

又
また

は公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

する場合
ば あ い

において、建物
たてもの

等
とう

又
また

は旅客
りょかく

施設
し せ つ

、もしくは車両
しゃりょう

等
とう

の構造上
こうぞうじょう

やむを得
え

ない

と認
みと

められる場合
ば あ い

やその他
た

客観的
きゃっかんてき

に合理的
ごうりてき

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

し、もしくは制限
せいげん

し、又
また

は利用
り よ う

に条件
じょうけん

を付
つ

けることその他
た

の

障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と異
こと

なる不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをしてはいけません。 

〇不動産
ふどうさん

の取引
とりひき

の分野
ぶ ん や

 

・不動産
ふどうさん

の取引
とりひき

を行
おこな

う場合
ば あ い

において、建物
たてもの

等
とう

の構造上
こうぞうじょう

やむを得
え

ないと認
みと

められる場
ば

 

合
あい

やその他
た

客観的
きゃっかんてき

に合理的
ごうりてき

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、不動産
ふどうさん

の売買
ばいばい

、賃貸
ちんたい

、転貸
てんたい

もしくは賃借権
ちんしゃくけん

の譲渡
じょうと

を拒否
き ょ ひ

し、もしくは制限
せいげん

し、又
また

はこれ

らに条件
じょうけん

を付
つ

けることその他
た

の障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と異
こと

なる不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをして

はいけません。 

〇情報
じょうほう

提供
ていきょう

・意思
い し

表示
ひょうじ

等
とう

に関
かん

する分野
ぶ ん や

 

・障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

し、又
また

は障害者
しょうがいしゃ

から意思
い し

の表示
ひょうじ

を受
う

ける場合
ば あ い

におい

て、障害者
しょうがいしゃ

が情報
じょうほう

の内容
ないよう

を確認
かくにん

することができる手段
しゅだん

により情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

するこ

とに 著
いちじる

しい支障
ししょう

がある場合
ば あ い

、障害者
しょうがいしゃ

が選択
せんたく

した方法
ほうほう

によってはその表示
ひょうじ

しよう

とする意思
い し

を確認
かくにん

することに 著
いちじる

しい支障
ししょう

がある場合
ば あ い

やその他
た

客観的
きゃっかんてき

に合理的
ごうりてき

な

理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、情報
じょうほう

の提供
ていきょう

もしくは意思
い し

の表示
ひょうじ

を

受
う

けることを拒否
き ょ ひ

し、もしくは制限
せいげん

し、又
また

はこれらに条件
じょうけん

を付
つ

けることその他
た

の

障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と異
こと

なる不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをしてはいけません。 

 

【改正
かいせい

の考
かんが

え方
かた

について】 

 ・福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

の強制
きょうせい

に関
かん

して、対象
たいしょう

サービスを入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

に限定
げんてい

している現行
げんこう

条例
じょうれい

の表現
ひょうげん

について修正
しゅうせい

する必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

 

７ 市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が行
おこな

う合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

（第
だい

８条
じょう

、第
だい

９条
じょう

） 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を推進
すいしん

していくため、それぞれの障害者
しょうがいしゃ

の 状 況
じょうきょう

等
とう

に

応
おう

じた合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が提
てい

供
きょう

されるよう、以下
い か

のとおり定
さだ

めます。 

○ 市
し

は、事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を行
おこな

うにあたり、障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

において、その実施
じ っ し

に 伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

で

ないときは、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することとならないよう、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提
てい

供
きょう

しなければなりません。 

〇 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する場合
ば あ い

において、障害者
しょうがいしゃ

から障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との均等
きんとう

な
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機会
き か い

の確保
か く ほ

又
また

は均
きん

等
とう

な待遇
たいぐう

その他
た

の取扱
とりあつか

いの確保
か く ほ

を求
もと

められた場合
ば あ い

に、その実施
じ っ し

に

伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないときは、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提
てい

供
きょう

しなければなりません。 

〇 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、事業
じぎょう

を 行
おこな

うにあたり、障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

とし

ている旨
むね

の意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

において、その実施
じ っ し

に 伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でない

ときは、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することとならないよう、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

≪し

なければなりません。≫ 

〇 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する場合
ば あ い

において、障害者
しょうがいしゃ

から障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との

均等
きんとう

な機会
き か い

の確保
か く ほ

又
また

は均
きん

等
とう

な待遇
たいぐう

その他
た

の取扱
とりあつか

いの確保
か く ほ

を求
もと

められた場合
ば あ い

に、その

実施
じ っ し

に伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないときは、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提
てい

供
きょう

しなければなりません。 

 

【改正
かいせい

の考
かんが

え方
かた

について】 

 ・障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の改
かい

正
せい

に伴
ともな

い、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

について、努力
どりょく

義務
ぎ む

から義務
ぎ む

に改
あらた

める必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

  

８ 基本的
きほんてき

な施策
し せ く

（第
だい

10条
じょう

～第
だい

14条
じょう

） 

 本市
ほ ん し

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を促進
そくしん

するために、基本的
きほんてき

な施策
し さ く

を以下
い か

のとおり定
さだ

めます。 

○ 啓発
けいはつ

活動
かつどう

及
およ

び交流
こうりゅう

の推進
すいしん

 

・市
し

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び市民
し み ん

の障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるために

必要
ひつよう

な啓発
けいはつ

活動
かつどう

を 行
おこな

うとともに、障害者
しょうがいしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

又
また

は障害者
しょうがいしゃ

同士
ど う し

の

交流
こうりゅう

の推進
すいしん

に必要
ひつよう

な施策
し さ く

を実施
じ っ し

します。 

≪○ 教育
きょういく

の推進
すいしん

 

・市
し

は、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めるための教育
きょういく

が行
おこな

われるよう、必要
ひつよう

な施
し

策
さく

を実施
じ っ し

します。≫ 

○ 就労
しゅうろう

及
およ

び雇用
こ よ う

に関
かん

する支援
し え ん

の充実
じゅじつ

 

・市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

及
およ

び雇用
こ よ う

を促進
そくしん

するため、障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

に関
かん

する相談
そうだん

及
およ

び

支
し

援
えん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・市
し

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

が 働
はたら

きやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

の

必要性
ひつようせい

に関
かん

する啓発
けいはつ

や情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

います。 

○ 意思
い し

疎通
そ つ う

の支援
し え ん

の充実
じゅじつ

 

・市
し

は、他者
た し ゃ

との意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることが困難
こんなん

である障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

してサービスもしく 

は情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

し、又
また

はその意思
い し

の表示
ひょうじ

を受
う

ける場合
ば あ い

において、意思
い し

疎通
そ つ う

が円滑
えんかつ

に

行
おこな

われるよう、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を行
おこな

うために必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せ い び

その他
た

の意思
い し

疎通
そ つ う

に関
かん

する支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ります。 

・市
し

は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、他者
た し ゃ

との意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることが困難
こんなん

である障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して
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サービスもしくは情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

し、又
また

はその意思
い し

の表示
ひょうじ

を受
う

ける場合
ば あ い

における

障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

の必要性
ひつようせい

に関
かん

する啓発
けいはつ

及
およ

び配慮
はいりょ

の方法
ほうほう

に関
かん

する

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

うものとします。 

○ 政策
せいさく

形成
けいせい

過程
か て い

への参画
さんかく

の推進
すいしん

 

・市
し

は、市政
し せ い

に関
かん

する政策
せいさく

形成
けいせい

過程
か て い

における障害者
しょうがいしゃ

の参画
さんかく

を推進
すいしん

するために、政策
せいさく

  

の企画
き か く

、立案
りつあん

等
とう

にあたっては、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

や障害者
しょうがいしゃ

からの

意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

を行
おこな

うよう努
つと

めます。 

〇 関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

 

・市
し

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の施策
し さ く

の推進
すいしん

にあたり、関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の  

強化
きょうか

に努
つと

めます。 

≪〇 情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

及
およ

び提供
ていきょう

 

  ・市
し

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

及
およ

び差別
さ べ つ

を解
かい

消
しょう

するための取組
とりくみ

に関
かん

する情報
じょうほう

を

収 集
しゅうしゅう

し、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び市民
し み ん

に対
たい

して情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うよう努
つと

めます。 

 〇 人材
じんざい

の育成
いくせい

 

  ・市
し

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する紛争
ふんそう

の防止
ぼ う し

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

るため、障害
しょうがい

及
およ

び

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

及
およ

び技能
ぎ の う

を有
ゆう

する者
もの

の育成
いくせい

その他
た

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を

実施
じ っ し

します。≫ 

 

【改正
かいせい

の考
かんが

え方
かた

について】 

  ・障害
しょうがい

理解
り か い

教育
きょういく

の重要性
じゅうようせい

に 鑑
かんが

みて、障害
しょうがい

理解
り か い

教育
きょういく

の推進
すいしん

について新
あら

たに追加
つ い か

する

必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

・障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の改
かい

正
せい

に伴
ともな

い、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

及
およ

びその

解消
かいしょう

のための取
と

り組
く

みに関
かん

する情報
じょうほう

の収 集
しゅうしゅう

、整理
せ い り

及
およ

び提供
ていきょう

について努
つと

めることが

規定
き て い

されたことから、条例
じょうれい

にも新
あら

たに追加
つ い か

する必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

・障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の改
かい

正
せい

に伴
ともな

い、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

す

る紛争
ふんそう

の防止
ぼ う し

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

ることができるよう、人材
じんざい

の育成
いくせい

及
およ

び確保
か く ほ

のための措置
そ ち

そ

の他
た

の必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

ることが規定
き て い

されたことから、条例
じょうれい

にも新
あら

たに追加
つ い か

する

必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

 

９ 差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

（第
だい

15条
じょう

～第
だい

20条
じょう

） 

障害者
しょうがいしゃ

やその関係者
かんけいしゃ

からの障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のための

助言
じょげん

又
また

はあっせん等
とう

について以下
い か

のとおり定
さだ

めます。 

（相談
そうだん

） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

、後見人
こうけんにん

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

又
また

は事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、市
し

に対
たい

し、障害
しょうがい

を

理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

を 行
おこな

うことができます。 
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○ 市
し

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

を受
う

けた場合
ば あ い

は、次
つぎ

に掲
かか

げる対応
たいおう

を行
おこな

います。 

・助言
じょげん

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

、その他
た

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解
かい

消
しょう

するための必要
ひつよう

な支援
し え ん

を

行
おこな

います。 

・事案
じ あ ん

の当事者
とうじしゃ

や関係者
かんけいしゃ

に対
たい

する事実
じ じ つ

の確認
かくにん

や関係者間
かんけいしゃかん

の調整
ちょうせい

を行
おこな

います。 

・仙台市
せんだいし

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

相談
そうだん

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（以下
い か

「調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

」という。）へ助言
じょげん

又
また

はあ

っせんの求
もと

めを行
おこな

うために必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

います。 

（助言
じょげん

又
また

はあっせんの求
もと

め） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

、後見人
こうけんにん

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を理由
り ゆ う

と

した紛争
ふんそう

が 生
しょう

じている場合
ば あ い

であって、調整
ちょうせい

が図
はか

られても紛争
ふんそう

が解
かい

決
けつ

されないとき

（助言
じょげん

又
また

はあっせんの求
もと

めを 行
おこな

うことが当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

に反
はん

していることが明
あき

らかな場合
ば あ い

を除
のぞ

く）は、調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

に対
たい

し、紛争
ふんそう

を解
かい

決
けつ

するために必要
ひつよう

な助言
じょげん

又
また

は

あっせんを求
もと

めることができます。 

（助言
じょげん

又
また

はあっせん） 

〇 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、助言
じょげん

又
また

はあっせんの求
もと

めがあった事案
じ あ ん

について、当該
とうがい

事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

のために必要
ひつよう

な助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

うことができます。 

○ 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

うために必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、関係
かんけい

当事者
とうじしゃ

やその他
た

の関係者
かんけいしゃ

に対
たい

し、説明
せつめい

又
また

は必要
ひつよう

な資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

を求
もと

めることができま

す。 

（勧告
かんこく

・公表
こうひょう

） 

○ 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、市長
しちょう

に対
たい

して、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく助言
じょげん

又
また

はあっせん案
あん

を受
じゅ

諾
だく

しなか

った者
もの

や、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく説明
せつめい

又
また

は必要
ひつよう

な資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

、その他
た

の必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

に応
おう

じ

ず、又
また

は虚偽
き ょ ぎ

の説明
せつめい

をし、もしくは資料
しりょう

を提
てい

出
しゅつ

した者
もの

へ必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずべきこと

を勧告
かんこく

するよう求
もと

めることができます。 

○ 市長
しちょう

は、調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

より勧告
かんこく

の求
もと

めがあった場合
ば あ い

において、必要
ひつよう

があると認
みと

める

ときは、求
もと

めに係
かか

る者
もの

に対
たい

し、事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

のために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう勧告
かんこく

する

ことができます。 

〇 市長
しちょう

は、勧告
かんこく

を受
う

けた者
もの

が正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく勧告
かんこく

に従
したが

わないときは、その旨
むね

を公表
こうひょう

することができます。 

〇 市長
しちょう

は、公表
こうひょう

しようとするときは、公表
こうひょう

に係
かか

る者
もの

に対
たい

し、あらかじめその旨
むね

を

通知
つ う ち

し、その者
もの

又
また

はその代理人
だいりにん

の出席
しゅっせき

を求
もと

め、意見
い け ん

陳述
ちんじゅつ

の機会
き か い

を与
あた

えなければいけ

ません。 

（調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

） 

 〇 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する紛争
ふんそう

の解決
かいけつ

を図
はか

ることを目的
もくてき

として、調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

します。 

 〇 調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は委員
い い ん

７人
にん

以内
い な い

で組織
そ し き

します。 
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 〇 委員
い い ん

は障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

その他
た

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の擁護
よ う ご

について

優
すぐ

れた識
しき

見
けん

を有
ゆう

する者
もの

のうちから、市長
しちょう

が委嘱
いしょく

します。 

 〇 上記
じょうき

の他
ほか

、調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

の組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は市長
しちょう

が定
さだ

めます。 

 

【改正
かいせい

の考
かんが

え方
かた

について】 

 ・障害者
しょうがいしゃ

やその関係者
かんけいしゃ

からの障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

の対応
たいおう

や、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のための助言
じょげん

又
また

はあっせん等
とう

の支援
し え ん

に変更
へんこう

は無
な

いことから、差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

の

改正
かいせい

は不要
ふ よ う

と考
かんが

えます。 
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１ 提出者
ていしゅつしゃ

 

氏名
し め い

  

住所
じゅうしょ

  

電話番号
でんわばんごう

もしくはF A X
ふぁくす

番号
ばんごう

 （電話
で ん わ

・F A X
ふぁくす

） 

電子
で ん し

メールアドレス  

 

２ 中間
ちゅうかん

案
あん

に関
かん

するご意見
い け ん

をご記入
きにゅう

ください 

該当
がいとう

箇所
か し ょ

 

ページ  

項目
こうもく

見出
み だ

し 

（例
れい

：「1 前文
ぜんぶん

」） 

 

意見
い け ん

 

 

意見
い け ん

の理由
り ゆ う

 

 

 

 ※ご提出
ていしゅつ

いただいたご意見
い け ん

の取扱
とりあつか

い 

〇ご提出
ていしゅつ

いただいたご意見
い け ん

に対
たい

する個別
こ べ つ

の回答
かいとう

はいたしません。ただし内容
ないよう

につい

て確認
かくにん

するために連絡
れんらく

させていただく場合
ば あ い

がありますので、予
あらかじ

めご 了 承
りょうしょう

くださ

い。 

〇ご提出
ていしゅつ

いただいたご意見
い け ん

については、条例
じょうれい

の改正
かいせい

の参考
さんこう

にさせていただくととも

に、提出者
ていしゅつしゃ

の氏名
し め い

等
とう

個人
こ じ ん

を特定
とくてい

できる情報
じょうほう

を除
のぞ

いて公表
こうひょう

させていただきます。 

〇個人
こ じ ん

情報
じょうほう

については、ご意見
い け ん

の内容
ないよう

確認
かくにん

等
とう

の連絡
れんらく

目的
もくてき

に限
かぎ

って利用
り よ う

し、適正
てきせい

な管理
か ん り

を行
おこな

います。 

「仙台市
せんだいし

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくし障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい 

まちをつくる条例
じょうれい

」の改正
かいせい

（中間
ちゅうかん

案
あん

）に関
かん

する意見
い け ん

提出
ていしゅつ

様式
ようしき

 


