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（前文
ぜんぶん

） 

全て
す べ て

の人
ひと

には、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、かけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

され、自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きる権
けん

利
り

があります。しかし、 障
しょう

がい者
しゃ

は生活
せいかつ

する上
うえ

で

多
おお

くの制
せい

限
げん

を受
う

け、長
なが

きにわたって差
さ

別
べつ

を受
う

けてきました。 障
しょう

がい者
しゃ

はその

差
さ

別
べつ

と 闘
たたか

い続
つづ

け、「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する 条
じょう

約
やく

」や「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
ほう

律
りつ

」など、 障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

を守
まも

る枠
わく

組
ぐ

みが 整
ととの

えられ

、ようやく 障
しょう

がい者
しゃ

の声
こえ

が受
う

け止
と

められる社会
しゃかい

になってきました。  

私
わたし

たちが住
す

んでいる多摩
た ま

市内
し な い

にも、たくさんの 障
しょう

がい者
しゃ

が暮
く

らしています

。施設
し せ つ

や病院
びょういん

、親
おや

元
もと

を離
はな

れ、障害
しょうがい

があっても地域
ち い き

で 自
みずか

らが選択
せんたく

した生活
せいかつ

をす

る人
ひと

も増
ふ

えてきました。多摩市
た ま し

は、 障
しょう

がいのある人
ひと

と様々
さまざま

な意見
い け ん

を交
か

わし、

共
とも

に歩
あゆ

み、地域
ち い き

で安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができるよう取組
とりくみ

を進
すす

めてきました。

少
すこ

しずつまちのバリア
ば り あ

は解
かい

消
しょう

されてきたものの、今
いま

なお差
さ

別
べつ

はあり、 障
しょう

がい

者
しゃ

は生
い

きづらさや困難
こんなん

を感
かん

じる 状
じょう

況
きょう

に置
お

かれています。  

その生
い

きづらさや困難
こんなん

は、移動
い ど う

、買物
かいもの

、遊
あそ

び、住
す

まい、就労
しゅうろう

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、 

災害
さいがい

、意思
い し

疎通
そ つ う

などのあらゆる場面
ば め ん

で、 障
しょう

がい者
しゃ

を想定
そうてい

していない設備
せ つ び

や条件
じょうけん

、

障
しょう

がい者
しゃ

への偏見
へんけん

などの社会
しゃかい

のバリア
ば り あ

が原因
げんいん

となって 生
しょう

じています。人
ひと

には皆
みな

 

異
こと

なる人
じん

格
かく

や個性
こ せ い

があること、違
ちが

いがあることを誠実
せいじつ

に受
う

け止
と

め、多摩市
た ま し

、市
し

 

民
みん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

が 協 力
きょうりょく

してこのような 状 況
じょうきょう

を変
か

えていかなくてはいけません。  

私
わたし

たちは、誰
だれ

もが健
すこ

やかで 幸
しあわ

せを実感
じっかん

できる健
けん

幸
こう

都市
と し

の実現
じつげん

のためにも、

障
しょう

がい者
しゃ

への差別
さ べ つ

をなくし、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、  

誰
だれ

もが暮
く

らしやすい 共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

を目
め

指
ざ

し、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

します。   
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【趣旨
し ゅ し

】 

前文
ぜんぶん

は、条例
じょうれい

制定
せいてい

の背景
はいけい

や基本
き ほ ん

姿勢
し せ い

を明
あき

らかにするためにつくったものです。

この条例
じょうれい

により、障
しょう

がい者
しゃ

への差別
さ べ つ

をなくし、障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

が区別
く べ つ

さ

れることなく、共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らすことのできるまち（共生
きょうせい

社会
しゃかい

）を目
め

指
ざ

しま

す。このことは、市
し

が目
め

指
ざ

す、誰
だれ

もが健
すこ

やかで 幸
しあわ

せを実感
じっかん

できる健
けん

幸
こう

都市
と し

の実現
じつげん

にもつながるものです。  

 

【条例
じょうれい

制定
せいてい

の経緯
け い い

】 

平成
へいせい

18年
ねん

に国際
こくさい

連合
れんごう

総会
そうかい

において「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

（障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

）」が採択
さいたく

されました。その後
ご

、日本
に ほ ん

でも、「障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

」の改正
かいせい

、「障害者
しょうがいしゃ

の日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

及
およ

び社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

）」

の制定
せいてい

などの法
ほう

整備
せ い び

が進
すす

むとともに、平成
へいせい

25年
ねん

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

に関する
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。）」が制定
せいてい

されま

した。 

平成
へいせい

30年
ねん

には、「東京都
とうきょうと

障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

促
そく

進
しん

及
およ

び差別
さ べ つ

解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する条例
じょうれい

（以下
い か

、「東京都
とうきょうと

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

条例
じょうれい

」という。）」が施行
せ こ う

され、全国的
ぜんこくてき

にも

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

条例
じょうれい

を制定
せいてい

する自治体
じ ち た い

が増
ふ

えてきた中
なか

で、本市
ほ ん し

でも 障
しょう

がい

当事者
と う じ し ゃ

の方々
かたがた

から条例
じょうれい

をつくってほしいという声
こえ

をいただいていました。  

また、平成
へいせい

30年
ねん

４月
がつ

の市長選
しちょうせん

において、条例
じょうれい

の制定
せいてい

が選挙
せんきょ

公約
こうやく

に掲
かか

げられた

ことから、平成
へいせい

30年
ねん

７月
がつ

から条例
じょうれい

制定
せいてい

に向
む

けた準備
じゅんび

を始
はじ

めました。 

条例
じょうれい

をつくるまでには、以下
い か

のような取
と

り組
く

みを基
もと

に多
おお

くの方
かた

の意見
い け ん

を 伺
うかが

い

ながら、約
やく

２年
ねん

をかけて条例
じょうれい

案
あん

を作成
さくせい

しました。  

○ 障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

を含
ふく

む市民
し み ん

や市内
し な い

民間事
み ん か ん じ

業者
ぎょうしゃ

へのアンケート
あ ん け ー と

の実施
じ っ し

 

（平成
へいせい

31年
ねん

2月
がつ

18日
にち

から 3月
がつ

29日
にち

まで）  

※関係
かんけい

機関
き か ん

、民間事
み ん か ん じ

業者
ぎょうしゃ

への配布分
は い ふ ぶ ん

については平成
へいせい

31年
ねん

4月
がつ

26日
にち

まで、教育
きょういく

関係者
かんけいしゃ

への配布分
は い ふ ぶ ん

については令和
れ い わ

元年
がんねん

5月
がつ

31日
にち

まで  

○ 障害
しょうがい

について 考
かんが

えるワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

の開催
かいさい

（令和
れ い わ

元年
がんねん

6月
がつ

9日
にち

、16日
にち

） 

○ 条例
じょうれい

（素案
そ あ ん

）に対
たい

するパブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

の実施
じ っ し

 

（令和
れ い わ

元年
がんねん

12月
がつ

23日
にち

から令和
れ い わ

2年
ねん

1月
がつ

24日
にち

まで）  

○ 多摩市
た ま し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

条例
じょうれい

検討
けんとう

市民
し み ん

委員会
い い ん か い

における協議
きょうぎ

 

（令和
れ い わ

元年
がんねん

5月
がつ

から令和
れ い わ

2年
ねん

3月
がつ

までの期間
き か ん

で 8回
かい

開催
かいさい

） 

 

条例
じょうれい

案
あん

は、令和
れ い わ

２年
ねん

６月
がつ

の多摩市
た ま し

議会
ぎ か い

において全会
ぜんかい

一致
い っ ち

で可決
か け つ

され、令和
れ い わ

２

年
ねん

７月
がつ

１日
にち

に条例
じょうれい

を施行
し こ う

しました。   
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第
だい

１ 章
しょう

 総則
そうそく

 

（目的
もくてき

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この条例
じょうれい

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

について基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め

、多摩市
た ま し

（以下
い か

「市
し

」という。）、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を明
あき

らかにする

とともに、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

に推進
すいしん

することにより、全
すべ

て

の市民
し み ん

が障害
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

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

しながら共生
きょうせい

し、安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる社会
しゃかい

（以下
い か

「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」という。）の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

とする。  

【趣旨
し ゅ し

】 

この条例
じょうれい

をつくった目的
もくてき

を明
あき

らかにしたもので、条例
じょうれい

を解釈
かいしゃく

し、運用
うんよう

する

場合
ば あ い

の基本
き ほ ん

となるものです。  

 

【解説
かいせつ

】 

この条例
じょうれい

は、「全
すべ

ての市民
し み ん

が障害
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

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

しながら共生
きょうせい

し、安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる

社会
しゃかい

（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

としています。  

この共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するという目的
もくてき

を達成
たっせい

するため、第
だい

２ 章
しょう

で、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

についての基本
き ほ ん

理念
り ね ん

や、市
し

、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を

定
さだ

めています。第
だい

３ 章
しょう

及
およ

び第
だい

４ 章
しょう

では、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

に

推進
すいしん

することを定
さだ

めています。 

 

（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、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は、当該
とうがい

各号
かくごう

に定
さだ

めるところによる。  

【趣旨
し ゅ し

】 

この条例
じょうれい

で使
つか

う用語
よ う ご

について、人
ひと

によって解釈
かいしゃく

の仕方
し か た

に違
ちが

いが 生
しょう

じないよ

う、定義
て い ぎ

しています。  

 

 ⑴ 障
しょう

がい者
しゃ

 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

（以下
い か

「障害
しょうがい

（人
ひと

を直接的
ちょくせつてき

に形容
けいよう

するために用
もち

いる場合
ば あ い

にあっては、 障
しょう

がい）」と総称
そうしょう

する。）があり、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

にある者
もの

をいう。  
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【解説
かいせつ

】 

「 障
しょう

がい者
しゃ

」の定義
て い ぎ

は、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

第
だい

２ 条
じょう

第
だい

１号
ごう

と同
おな

じ内容
ないよう

としてい

ます。障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を持
も

っているかどうかに関
かか

わらず、この定義
て い ぎ

に当
あ

てはまる人
ひと

が対象
たいしょう

になります。「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

」には、難病
なんびょう

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

、

医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

等
など

を含
ふく

んでいます。  

なお、市
し

では、「障害
しょうがい

」という言葉
こ と ば

について、人
ひと

を直接的
ちょくせつてき

に形容
けいよう

するために

用
もち

いる場合
ば あ い

は、害
がい

の字
じ

を「がい」と平仮名
ひ ら が な

で表記
ひょうき

か、または可能
か の う

な場合
ば あ い

には他
ほか

の言葉
こ と ば

で表現
ひょうげん

しています。  

 

⑵ 差別
さ べ つ

 不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いをすること及
およ

び合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

をしないことを

いう。  

⑶ 不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

い 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

とした区別
く べ つ

、排除
はいじょ

、制限
せいげん

その他
た

障
しょう

がいのない者
もの

と異
こと

なる取扱
とりあつか

いをすることにより、当該
とうがい

取扱
とりあつか

いを受
う

けた者
もの

の権利
け ん り

又
また

は利益
り え き

を侵害
しんがい

することをいう。  

⑷ 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

 障
しょう

がい者
しゃ

が 障
しょう

がいのない者
もの

と同等
どうとう

の機会
き か い

及
およ

び待遇
たいぐう

が確保
か く ほ

され、又
また

は権利
け ん り

を同等
どうとう

に行使
こ う し

できるよう、当該
とうがい

障
しょう

がい者
しゃ

の意向
い こ う

を尊重
そんちょう

し

た上
うえ

で、性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

その他
た

個々
こ こ

の 状 況
じょうきょう

及
およ

び具体的
ぐ た い て き

場面
ば め ん

に応
おう

じて 行
おこな

う必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

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

をいう。ただし、人的
じんてき

、

物理的
ぶ つ り て き

又
また

は経済的
けいざいてき

その他
た

の負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

であるものを除
のぞ

く。  

【解説
かいせつ

】 

⑵  差別
さ べ つ

 

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

では、「不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

い」及
およ

び「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

をしないこと）」が差別
さ べ つ

にあたると解
かい

されています。  

市
し

の条例
じょうれい

でも「不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

い」及
およ

び「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の不提供
ふていきょう

（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

をしないこと）」を差別
さ べ つ

としています。  

⑶  不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

い 

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

としてサービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

する、サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

する場所
ば し ょ

や時間
じ か ん

を制限
せいげん

するなど、障
しょう

がいのない人
ひと

と異
こと

なる対応
たいおう

をする

ことを、不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いといいます。  

「正当
せいとう

な理由
り ゆ う

」にあたるのは、客観的
きゃくかんてき

に正当
せいとう

な目的
もくてき

（安全
あんぜん

の確保
か く ほ

、財産
ざいさん

の

保全
ほ ぜ ん

、事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

の目的
もくてき

・内容
ないよう

・機能
き の う

の維持
い じ

、損害
そんがい

発生
はっせい

の防止
ぼ う し

等
など

）に照
て

ら

してやむを得
え

ないと言
い

える場合
ば あ い

です。第三者
だいさんしゃ

の立場
た ち ば

から見
み

ても納
なっ

得
とく

を得
え

られ

るような「客観性
きゃっかんせい

」があることが必要
ひつよう

です。障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として異
こと

なる取
とり

扱
あつか

い

をすることは原則
げんそく

として認
みと

められないため、「正当
せいとう

な理由
り ゆ う

」があると言
い

える
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場合
ば あ い

は極
きわ

めて限定的
げんていてき

な場合
ば あ い

に限
かぎ

られます。このため、本当
ほんとう

に客観的
きゃっかんてき

に見
み

て正当
せいとう

な目的
もくてき

があり、その目的
もくてき

に照
て

らしてやむを得
え

ないといえるのかどうかを慎
しん

重
ちょう

に判
はん

断
だん

する必
ひつ

要
よう

があります。  

正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

は、障
しょう

がい者
しゃ

にその理由
り ゆ う

を説明
せつめい

し、理解
り か い

を得
え

るよう

努
つと

める必要
ひつよう

があります。  

 

⑷  合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

 

障
しょう

がいのある人
ひと

が 障
しょう

がいのない人
ひと

と同
おな

じように活動
かつどう

したり、権利
け ん り

を行使
こ う し

し

たりできるよう、障
しょう

がいのある人
ひと

の意向
い こ う

を尊重
そんちょう

した上
うえ

で、個々
こ こ

に応
おう

じて必要
ひつよう

な対応
たいおう

や工夫
く ふ う

をすることを合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

といいます（第
だい

７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

で、市
し

と事
じ

業者
ぎょうしゃ

は合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

する義務
ぎ む

があることや、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

が必要
ひつよう

な

場面
ば め ん

の具
ぐ

体
たい

例
れい

を記
き

載
さい

しています。）。  

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

では、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うには 障
しょう

がい者
しゃ

の意思
い し

表明
ひょうめい

が必要
ひつよう

とされています。しかし、市
し

の条例
じょうれい

では、障
しょう

がい者
しゃ

の意思
い し

の表明
ひょうめい

がなくても、

「意向
い こ う

を尊重
そんちょう

した上
うえ

で」合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うものとして規定
き て い

しています。 

「人的
じんてき

、物理的
ぶ つ り て き

又
また

は経
けい

済
ざい

的
てき

その他
た

の負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

であるものを除
のぞ

く」とは、

次
つぎ

の①～③の視点
し て ん

を踏
ふ

まえ、個別
こ べ つ

の 状 況
じょうきょう

等
とう

により総合的
そうごうてき

・客観的
きゃくかんてき

に判断
はんだん

する

必要
ひつよう

があります。  

①   事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

への影響
えいきょう

の程度
て い ど

（事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

の目的
もくてき

・内容
ないよう

・機能
き の う

を損
そこ

なうか否
いな

か） 

②   実現
じつげん

可能性
か の う せ い

の程度
て い ど

（物理的
ぶ つ り て き

・技術的
ぎじゅつてき

制約
せいやく

、人的
じんてき

・体制上
たいせいじょう

の制約
せいやく

） 

③   費用
ひ よ う

又
また

は負担
ふ た ん

の程度
て い ど

 

⑸ 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 障
しょう

がい者
しゃ

が日常
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 妨
さまた

げとな

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
かん

念
ねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。  

【解説
かいせつ

】 

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

とは、障
しょう

がい者
しゃ

が日常
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 妨
さまた

げとなる

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

」等
など

を指
さ

します。  

事物
じ ぶ つ

 利用
り よ う

がしにくい施設
し せ つ

、設備
せ つ び

等
とう

 

（例
れい

：狭
せま

い通路
つ う ろ

、手
て

すりやスロープ
す ろ ー ぷ

のない階段
かいだん

、音声
おんせい

案内
あんない

システム
し す て む

、

点字
て ん じ

表示
ひょうじ

、ルビ
る び

のない案内板
あんないばん

）  

制度
せ い ど

 障
しょう

がいのない人
ひと

を前提
ぜんてい

としている制度
せ い ど

 

（例
れい

）・障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として雇用
こ よ う

条件
じょうけん

を制限
せいげん

する。  

   ・正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

（盲導犬
もうどうけん

、聴
ちょう

導
どう

犬
けん

、介助
かいじょ

 

犬
いぬ

）を連
つ

れての 入
にゅう

店
てん

を拒否
き ょ ひ

する。 
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・障害
しょうがい

が理由
り ゆ う

で自筆
じ ひ つ

が 難
むずか

しい場合
ば あ い

の代筆
だいひつ

の申
もう

し出
で

を拒否
き ょ ひ

する。 

 

慣行
かんこう

 障
しょう

がい者
しゃ

を意識
い し き

していない慣習
かんしゅう

や文化
ぶ ん か

等
とう

 

（例
れい

）・連絡先
れんらくさき

に電話番号
で ん わ ば ん ご う

しか記載
き さ い

されていないため、それ以外
い が い

の連絡
れんらく

手段
しゅだん

が取
と

れない。  

・書類
しょるい

の文章
ぶんしょう

表現
ひょうげん

が 難
むずか

しかったり、ルビ
る び

が振
ふ

られていないため

理解
り か い

しづらい。 

 

観念
かんねん

 障
しょう

がい者
しゃ

への理解
り か い

不足
ぶ そ く

から 生
しょう

じる凝
こ

り固
かた

まった 考
かんが

え方
かた

 

（例
れい

）・誤解
ご か い

や思
おも

い込
こ

みから、免
めん

疫
えき

機
き

能
のう

障
しょう

がい者
しゃ

への一切
いっさい

の接触
せっしょく

を避
さ

ける。 

・知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して、不快
ふ か い

になるような態度
た い ど

をとったり、

子供
こ ど も

扱
あつか

いをする。  

・聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

に対
たい

して、全員
ぜんいん

に「大
おお

きな声
こえ

で話
はな

す」といった

対応
たいおう

をする。 

 

［補足
ほ そ く

］ 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の種類
しゅるい

（伝音性
でんおんせい

難聴
なんちょう

、感音性
かんおんせい

難聴
なんちょう

、混合性
こんごうせい

難聴
なんちょう

など）  

や聞
き

こえづらさの度合
ど あ

いは様々
さまざま

です。必要
ひつよう

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

方法
ほうほう

を使
つか

いましょう。  

 

⑹ 市民
し み ん

 市
し

の区域内
く い き な い

（以下
い か

「市内
し な い

」という。）に居住
きょじゅう

する者
もの

並
なら

びに市内
し な い

で 働
はたら

く者
もの

及
およ

び学
まな

ぶ者
もの

をいう。  

【解説
かいせつ

】 

 市民
し み ん

とは、市内
し な い

に住
す

んでいる人
ひと

、市内
し な い

の会社
かいしゃ

やお店
みせ

などで 働
はたら

いている人
ひと

、

市内
し な い

の学校
がっこう

などに通
かよ

っている人
ひと

を指
さ

します。  

 

⑺ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 市内
し な い

において、営利
え い り

活動
かつどう

その他
た

の事業
じぎょう

を 行
おこな

う者
もの

(市
し

を除
のぞ

く。)

をいう。  

【解説
かいせつ

】 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

とは、市内
し な い

で営利
え い り

活動
かつどう

その他
た

の事業
じぎょう

を 行
おこな

っている人
ひと

を指
さ

します。

営利
え い り

・非営利
ひ え い り

、個人
こ じ ん

・法人
ほうじん

は問
と

いません。事
じ

業者
ぎょうしゃ

に該当
がいとう

するかは、団体
だんたい

の

規模
き ぼ

、活動
かつどう

の内容
ないよう

、活動
かつどう

の期間
き か ん

などから判断
はんだん

します。   
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第
だい

２ 章
しょう

 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

及
およ

び責務
せ き む

 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第
だい

３ 条
じょう

 差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として推進
すいしん

しなければな

らない。  

⑴ 全
すべ

ての 障
しょう

がい者
しゃ

は、差別
さ べ つ

を受
う

けることなく、地域
ち い き

で自立
じ り つ

して生活
せいかつ

するほ  

か、どこで誰
だれ

とどのように生活
せいかつ

するかについての選択
せんたく

が尊重
そんちょう

されるととも  

に、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
た

のあらゆる活動
かつどう

に参加
さ ん か

す 

る機会
き か い

が確保
か く ほ

されることにより、人
ひと

として尊厳
そんげん

ある生活
せいかつ

が保障
ほしょう

されること。  

⑵ 差別
さ べ つ

の多
おお

くが 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する誤解
ご か い

、偏見
へんけん

、理解
り か い

の不足
ふ そ く

等
とう

から 生
しょう

じて

いることを踏
ふ

まえ、差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための取組
とりくみ

は、障害
しょうがい

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

に

対
たい

する理解
り か い

を啓発
けいはつ

する取組
とりくみ

と一体
いったい

のものとして 行
おこな

われること。  

⑶ 市
し

、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、 障
しょう

がい者
しゃ

一人
ひ と り

ひとりに異
こと

なる生
い

きづらさ及
およ

び

思
おも

いがあること並
なら

びに差別
さ べ つ

は虐待
ぎゃくたい

及
およ

びいじめにつながるおそれがあるこ

とを理解
り か い

し、当然
とうぜん

に合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うよう、それぞれの責務
せ き む

を果
は

たすこ

と。 

⑷ 差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための取組
とりくみ

は、 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び 障
しょう

がいのない者
もの

が多様性
た よ う せ い

を相互
そ う ご

に認
みと

め、関
かか

わり合
あ

い、 協 力
きょうりょく

して 行
おこな

うとともに、これを将来
しょうらい

の

世代
せ だ い

にも継承
けいしょう

すること。  

【趣旨
し ゅ し

】 

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくすための前提
ぜんてい

となる 考
かんが

え方
かた

について定
さだ

めたも

のです。  

【解説
かいせつ

】 

⑴  障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

３ 条
じょう

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第
だい

１ 条
じょう

を参考
さんこう

に、全
すべ

ての 障
しょう

がい者
しゃ

が、差別
さ べ つ

を受
う

けることなく、地域
ち い き

で自立
じ り つ

して生活
せいかつ

したり、社会
しゃかい

参加
さ ん か

す

る機会
き か い

が確保
か く ほ

されることにより、人
ひと

として尊厳
そんげん

ある生活
せいかつ

が保障
ほしょう

されることを

規定
き て い

しています。  

⑵  差別
さ べ つ

が起
お

こる原因
げんいん

の多
おお

くは、 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する誤解
ご か い

や偏
へん

見
けん

、理解
り か い

不足
ぶ そ く

な

どが 考
かんが

えられます。そのため、障害
しょうがい

や 障
しょう

がい者
しゃ

について知
し

ること、理解
り か い

を

深
ふか

めることが差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に繋
つな

がります。差別
さ べ つ

解消
かいしょう

と理解
り か い

啓発
けいはつ

は相互
そ う ご

に関連
かんれん

し

ていて、双方
そうほう

に関
かん

する取組
とりくみ

は一体的
いったいてき

に 行
おこな

われることを規定
き て い

しています。  

⑶  障
しょう

がい者
しゃ

は一人
ひ と り

ひとりに異
こと

なる生
い

きづらさや思
おも

いがあり、法律
ほうりつ

や条例
じょうれい

で規定
き て い

している差別
さ べ つ

にあたらない事柄
ことがら

であっても、精神的
せいしんてき

苦痛
く つ う

を感
かん

じる場合
ば あ い

があり

ます。また、障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

はそれだけにとどまらず、虐待
ぎゃくたい

やいじめに発展
はってん

し

て、問題
もんだい

の拡大
かくだい

を招
まね

く恐
おそ

れがあります。これらを十分
じゅうぶん

に理解
り か い

した上
うえ

で、市
し

、
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市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、当然
とうぜん

に合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

いながら、それぞれの責務
せ き む

を果
は

た

す必要
ひつよう

があります。  

⑷ 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

もお互
たが

いにその多様性
た よ う せ い

を認
みと

め、関
かか

わり合
あ

い、

協 力
きょうりょく

することによって、差別
さ べ つ

が解消
かいしょう

され、第
だい

１ 条
じょう

で目標
もくひょう

として掲
かか

げてい

る「誰
だれ

もが暮
く

らしやすい共生
きょうせい

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

を目指
め ざ

します。そして、これを

将来
しょうらい

の世代
せ だ い

にも継承
けいしょう

していくことが重要
じゅうよう

であると 考
かんが

えます。  

 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第
だい

４ 条
じょう

 市
し

は、次
じ

章
しょう

及
およ

び第
だい

４ 章
しょう

に定
さだ

める施策
し さ く

のほか、前条
ぜんじょう

に定
さだ

める基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（以下
い か

「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」という。）にのっとり、差別
さ べ つ

を解
かい

消
しょう

し、及
およ

び共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するために必要
ひつよう

な施策
せ さ く

を 障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

等
とう

に定
さだ

め、関係
かんけい

法令
ほうれい

との調和
ちょうわ

を図
はか

りながら総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

するものとする。  

２  市
し

は、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

における障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

の重要性
じゅうようせい

を認識
にんしき

し、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して第
だい

１４ 条
じょう

に定
さだ

める理解
り か い

の促進
そくしん

、啓発
けいはつ

その他
た

の取組
とりくみ

を実施
じ っ し

するとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して自己
じ こ

の人権
じんけん

が保障
ほしょう

されていること及
およ

び

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を求
もと

めることができることについての理解
り か い

を深
ふか

められるよう取
と

り

組
く

むものとする。  

３  市
し

は、第
だい

８ 条
じょう

から第
だい

１２ 条
じょう

までに定
さだ

める差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

の体制
たいせい

につ

いて周知
しゅうち

し、 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
た

関係者
かんけいしゃ

が差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

を

しやすい配慮
はいりょ

を 行
おこな

うとともに、相談
そうだん

等
とう

を受
う

けた場合
ば あ い

は、 障
しょう

がい者
しゃ

一人
ひ と り

ひと

りの背景
はいけい

、心情
しんじょう

等
とう

の理解
り か い

に努
つと

め、それぞれの 状 況
じょうきょう

に応
おう

じた対応
たいおう

をするもの

とする。  

４  市
し

は、前
まえ

３項
こう

に定
さだ

める責務
せ き む

に係
かか

る施策
せ さ く

の策定
さくてい

及
およ

び実施
じ っ し

にあたっては、 障
しょう

がい者
しゃ

その他
た

の市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

に適切
てきせつ

な情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

し、 障
しょう

がい者
しゃ

その他
た

の

市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の意見
い け ん

を聴
き

き、当該
とうがい

施策
せ さ く

の策定
さくてい

及
およ

び実施
じ っ し

に反映
はんえい

するよう努
つと

めるものとする。  

５  市
し

は、第
だい

１項
こう

から第
だい

３項
こう

までに定
さだ

める責務
せ き む

に係
かか

る施策
せ さ く

を実施
じ っ し

するため、

予算
よ さ ん

の範囲内
は ん い な い

において、必要
ひつよう

な財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものとす

る。 

【解説】  

第
だい

４ 条
じょう

では、市
し

の責務
せ き む

について定
さだ

めています。  

第
だい

１項
こう

では、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

などの趣旨
し ゅ し

や前条
ぜんじょう

で定
さだ

めている基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にの

っとり、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

と共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のために必要
ひつよう

な施策
せ さ く

をしなければならない

ことを規定
き て い

しています。 
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施策
せ さ く

の内容
ないよう

は、多摩市
た ま し

障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

、多摩市
た ま し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

、障
しょう

がい児
じ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

、その他
た

の行政
ぎょうせい

計画
けいかく

等
とう

に明記
め い き

されます。これらの計画
けいかく

による施策
せ さ く

は、関係
かんけい

する法令
ほうれい

の趣旨
し ゅ し

と食
く

い違
ちが

いのないよう、総合的
そうごうてき

・計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

されます。  

第
だい

２項
こう

では、市
し

は、市民
し み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、第
だい

14条
じょう

に定
さだ

める理解
り か い

促進
そくしん

、啓発
けいはつ

等
とう

の取組
とりくみ

を実施
じ っ し

することを規定
き て い

しています。 

また、障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

に対
たい

しても自己
じ こ

の人権
じんけん

が保障
ほしょう

されていることや、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を求
もと

めることができることについての理解
り か い

が深
ふか

められるよう取組
とりくみ

を 行
おこな

うこ

とを定
さだ

めています。現状
げんじょう

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

る上
うえ

で障壁
しょうへき

を解消
かいしょう

する責任
せきにｎ

は 障
しょう

がい

当事者
と う じ し ゃ

にあるという 考
かんが

え方
かた

が、当事者
と う じ し ゃ

やその家族
か ぞ く

を含
ふく

め、未
いま

だ根付
ね づ

いていると

いう社会的
しゃかいてき

課題
か だ い

が背景
はいけい

にあります。  

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くことは社会
しゃかい

の責任
せきにん

であり、従来
じゅうらい

の認識
にんしき

の改変
かいへん

を目的
もくてき

とし

て規定
き て い

しています。  

第
だい

３項
こう

では、市
し

は、第
だい

８ 条
じょう

から第
だい

12条
じょう

までに定
さだ

められている差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

等
とう

の体制
たいせい

について周知
しゅうち

することとともに、相談
そうだん

しやすい環境
かんきょう

を 整
ととの

えることを規定
き て い

しています。 

第
だい

４項
こう

では、市
し

は、市
し

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

施策
し さ く

について協議
きょうぎ

する「多摩市
た ま し

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」や第
だい

13条
じょう

で規定
き て い

する「多摩市
た ま し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

」等
とう

にお

いて、障
しょう

がい当事者
と う じ し ゃ

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

から 広
」ひろ

く意見
い け ん

を聴
き

き、情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

うととも

に、施策
せ さ く

の策定
さくてい

・実施
じ っ し

に反映
はんえい

するよう努
つと

めることを規定
き て い

しています。  

第
だい

５項
こう

では、市
し

は、予算
よ さ ん

の範囲内
は ん い な い

において、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に必要
ひつよう

な予算
よ さ ん

を確保
か く ほ

し、

執行
しっこう

に努
つと

めることを規定
き て い

しています。  

 

（市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

） 

第
だい

５ 条
じょう

 市民
し み ん

及
およ

び事
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
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

す

る理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、前条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

に定
さだ

める施策
せ さ く

に 協 力
きょうりょく

することによっ

て差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

及
およ

び共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄
き

与
よ

するよう取
と

り組
く

むものとする。  

２  市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、差別
さ べ つ

又
また

はその 疑
うたが

いがある事案
じ あ ん

を発見
はっけん

したときは、市
し

に情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

するものとする。  

３  事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事業
じぎょう

を 行
おこな

うにあたり、 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する支援
し え ん

を適
てき

切
せつ

に

行
おこな

うため、 従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に対し、障害
しょうがい

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める取組
とりくみ

を 行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。  

【解説
かいせつ

】 

第
だい

５ 条
じょう

では、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

について定
さだ

めています。  

第
だい

１項
こう

では、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、障害
しょうがい

や 障
しょう

がい者に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めること、

前条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

に定
さだ

める市
し

の施策
せ さ く

に 協 力
きょうりょく

することを規定
き て い

しています。市
し

が 障
しょう

がい
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者差別
さ べ つ

解消
かいしょう

のための施策
せ さ く

に取
と

り組
く

むだけでは、差別
さ べ つ

解消
かいしょう

や共生
きょうせい

社会
しゃかい

は実現
じつげん

でき

ません。市
し

民
みん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の障害
しょうがい

理解
り か い

や施策
せ さ く

への協 力
きょうりょく

が重要
じゅうよう

であると考
かんが

えます。 

第
だい

２項
こう

では、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、差別
さ べ つ

又
また

はその 疑
うたが

いのある事案
じ あ ん

を発見
はっけん

したと

きは市
し

へ情報
じょうほう

提供
ていきょう

するものとしています。  

第
だい

３項
こう

では、事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、事業
じぎょう

実施
じ っ し

にあたり、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する支援
し え ん

を適
てき

切
せつ

に

行
おこな

えるよう、従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に、障害
しょうがい

理解
り か い

を深
ふか

める取組
とりくみ

を 行
おこな

うよう努
つと

めることを規定
き て い

しています。  
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第
だい

３ 章
しょう

 差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

 

（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

６ 条
じょう

 何人
なんぴと

も、 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

し、不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いをして

はならない。  

【解説
かいせつ

】 

 障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

だけでなくその家族
か ぞ く

も不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いを受
う

けることがあ

ることから、市
し

では家族
か ぞ く

に対
たい

する不
ふ

当
とう

な差別的
さ べ つ て き

取扱
とりあつか

いも禁止
き ん し

しています。  

 

（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

） 

第
だい

７ 条
じょう

 市
し

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、次
つぎ

に掲
かか

げる

場合
ば あ い

において 障
しょう

がい者
しゃ

から社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を求
もと

める意思
い し

の表明
ひょうめい

（本人
ほんにん

に

よる意思
い し

の表明
ひょうめい

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

においては、 障
しょう

がい者
しゃ

の家族
か ぞ く

、介助者
かいじょしゃ

等
など

意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

する者
もの

が本人
ほんにん

を補佐
ほ さ

して 行
おこな

う意思
い し

の表明
ひょうめい

を含
ふく

む。）があったと

きは、当該
とうがい

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

をしなければなら

ない。  

⑴ 不特定
ふ と く て い

多数
た す う

の者
もの

が利用
り よ う

する施設
し せ つ

又
また

は公共
こうきょう

交通
こうつう

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する場合
ば あ い

 

⑵ 商品
しょうひん

を販売
はんばい

し、又
また

はサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する場合
ば あ い

 

⑶ 不動産
ふ ど う さ ん

に係る
か か る

契約
けいやく

を 行
おこな

う場合
ば あ い

 

⑷ 労働者
ろうどうしゃ

の採用
さいよう

又
また

は労働
ろうどう

環境
かんきょう

に係
かか

る措置
そ ち

を 行
おこな

う場
ば

合
あい

 

⑸ 就労
しゅうろう

に係
かか

る相談
そうだん

又
また

は支援
し え ん

を 行
おこな

う場合
ば あ い

 

⑹ 医療
いりょう

を給付
きゅうふ

し、又
また

はリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

を提
てい

供
きょう

する場
ば

合
あい

 

⑺ 福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する場合
ば あ い

 

⑻ 教育
きょういく

を 行
おこな

う場合
ば あ い

 

⑼ 保育
ほ い く

を 行
おこな

う場合
ば あ い

 

⑽ 療育
りょういく

を 行
おこな

う場合
ば あ い

 

⑾ 防災
ぼうさい

に関
かん

する事業
じぎょう

を実施
じ っ し

する場合
ば あ い

又
また

は災害
さいがい

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

 

⑿ 文化
ぶ ん か

、スポーツ
す ぽ ー つ

又
また

は芸術
げいじゅつ

に係
かか

る活
かつ

動
どう

を 行
おこな

う場合
ば あ い

 

⒀ 選挙
せんきょ

等
とう

を 行
おこな

う場合
ば あ い

 

⒁ 意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

る場合
ば あ い

又
また

は不特定
ふ と く て い

多数
た す う

の者
もの

に情報
じょうほう

を提供
ていきょう

する場合
ば あ い

 

⒂ 前各号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

が社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

となって、 障
しょう

がい者
しゃ

の日常
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

を与
あた

えている場合
ば あ い

 

【解説
かいせつ

】 

障
しょう

がい者
しゃ

やその家族
か ぞ く

等
とう

から社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を求
もと

める意思
い し

の表明
ひょうめい

があった

場合
ば あ い

、市
し

と事
じ

業者
ぎょうしゃ

は合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

する義務
ぎ む

があります。 障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう
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法
ほう

では、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

は、これまで努力
どりょく

義務
ぎ む

でしたが、令
れい

和
わ

３年
ねん

５月
がつ

の法
ほう

改正
かいせい

により義務化
ぎ む か

されました（公布
こ う ふ

後
ご

３年
ねん

以内
い な い

に施行
せ こ う

）。 

市
し

では、平成
へいせい

30年
ねん

に施行
せ こ う

された東京都
とうきょうと

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

条例
じょうれい

と同様
どうよう

に、本人
ほんにん

からの意思
い し

表明
ひょうめい

があったときは、市
し

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

ともに合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を義務
ぎ む

として

います。なお、第
だい

２ 条
じょう

（4）のとおり、意思
い し

表明
ひょうめい

がなくても合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の

提供
ていきょう

に努
つと

める必
ひつ

要
よう

があります。  

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な場面
ば め ん

の具体例
ぐ た い れ い

について、⑴～⒂に記載
き さ い

しています。  

２  市
し

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うに当
あ

たり、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

に留意
りゅうい

す

るものとする。  

⑴ 障
しょう

がい者
しゃ

が社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を求
もと

めやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

すること。  

⑵ 障
しょう

がい者
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

じて、必要
ひつよう

な合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

が

一人
ひ と り

ひとり異
こと

なることを踏
ふ

まえ、 障
しょう

がい者
しゃ

の求
もと

めを適切
せつ

に理解
り か い

し、対応
たいおう

すること。  

⑶ 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に関
かん

し過
か

重
じゅう

な負担
ふ た ん

が 生
しょう

じる場合
ば あ い

又
また

は直
ただ

ちに合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

することが困難
こんなん

な場合
ば あ い

は、 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び市
し

又
また

は事
じ

業者
ぎょうしゃ

の双方
そうほう

による建設的
けんせつてき

な対話
た い わ

を 行
おこな

うことにより、その代替的
だいたいてき

な措置
そ ち

の実
じっ

施
し

その他
た

の 障
しょう

がい者
しゃ

の理解
り か い

を得
え

られる対応
たいおう

をすること。  

【趣旨
し ゅ し

】 

市
し

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

が合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

う上
うえ

での留意
りゅうい

事項
じ こ う

について記載
き さ い

しています。 

【解説
かいせつ

】 

⑴  現状
げんじょう

、障
しょう

がいのある方
かた

はそれぞれの障害
しょうがい

特性
とくせい

や心情
しんじょう

等
とう

により、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を求
もと

める意
い

思
し

表
ひょう

明
めい

がしづらい 状 況
じょうきょう

があります。このことから、市
し

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

は合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うにあたり「 障
しょう

がい者
しゃ

が社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を求
もと

めやすい

環境
かんきょう

を整備
せ い び

すること」を規定
き て い

しています。  

⑵  障
しょう

がい者
しゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、障害
しょうがい

特性
とくせい

、障害
しょうがい

の程度
て い ど

等
とう

に応
おう

じて必要
ひつよう

な合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

は一人
ひ と り

ひとり異
こと

なります。障
しょう

がい者
しゃ

の声
こえ

に耳
みみ

を 傾
かたむ

けること、直接的
ちょくせつてき

に求
もと

めら

れていなくとも、障
しょう

がい者
しゃ

の求
もと

めている配慮
はいりょ

を正
ただ

しく理解
り か い

し、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を

行
おこな

うことを規定
き て い

しています。これは、第
だい

３ 条
じょう

第
だい

３号
ごう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を踏
ふ

まえて規定
き て い

しています。  

⑶  障
しょう

がい者
しゃ

が必要
ひつよう

としている方法
ほうほう

での配慮
はいりょ

が 難
むずか

しい場合
ば あ い

は、建設的
けんせつてき

対話
た い わ

によ

って双方
そうほう

の意見
い け ん

を伝
つた

え合
あ

い、お互
たが

いに歩
あゆ

み寄
よ

り、他
ほか

の解決
かいけつ

策
さく

を探
さぐ

ることが重要
じゅうよう

です。代替
だいたい

手段
しゅだん

も見
み

つからず、結果
け っ か

として合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

をするには負担
ふ た ん

が重
おも

す

ぎる場合
ば あ い

は、その理由
り ゆ う

を説明
せつめい

して 障
しょう

がい者
しゃ

の理解
り か い

を得
え

るよう努
つと

める必
ひつ

要
よう

があ

ります。最初
さいしょ

から合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を提
てい

供
きょう

しないこと、建設的
けんせつてき

対話
た い わ

をしないことが

差別
さ べ つ

にあたります。   
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３  市
し

は、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 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

びその家
か

族
ぞく

その他
た

関係者
かんけいしゃ

の

意見
い け ん

を聴
き

き、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

について調査
ちょうさ

及
およ

び研究
けんきゅう

を 行
おこな

うものとする。  

【解説
かいせつ

】 

市
し

は、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、 障
しょう

がい者
しゃ

、その家族
か ぞ く

、その他
た

関
かん

係
けい

者
しゃ

の

意見
い け ん

を聴
き

きながら、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

について調査
ちょうさ

や研究
けんきゅう

を 行
おこな

います。  

その取組
とりくみ

内容
ないよう

については、第
だい

13条
じょう

で定
さだ

める多
た

摩
ま

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

での意見
い け ん

等
とう

を踏
ふ

まえて検
けん

討
とう

します。  

   

４  市民
し み ん

は、第
だい

２項
こう

各号
かくごう

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を基本
き ほ ん

として、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の

実施
じ っ し

について合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

するよう努
つと

めるものとする。  

【解説
かいせつ

】 

東京都
とうきょうと

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

条例
じょうれい

に基
もと

づき、市
し

と事
じ

業者
ぎょうしゃ

は合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

する

ことは義務
ぎ む

と定
さだ

めていますが、市民
し み ん

に対
たい

しては努力
どりょく

義務
ぎ む

としています。  

５  市
し

は、市民
し み ん

及
およ

び事
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

を促進
そくしん

するため、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を支援
し え ん

する施策
し さ く

を講
こう

ずるものとする。  

【解説
かいせつ

】 

市
し

は、市民
し み ん

と事
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

を促進
そくしん

するため、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を支援
し え ん

する施策
し さ く

を実施
じ っ し

することを規定
き て い

しています。  

 （相談
そうだん

等
とう

） 

第
だい

８ 条
じょう

 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

びその家
か

族
ぞく

その他
た

関
かん

係
けい

者
しゃ

は、市
し

に対
たい

し、差別
さ べ つ

に関
かん

する

相談
そうだん

（以下
い か

「特定
とくてい

相談
そうだん

」という。）をすることができる。  

２  市
し

は、特定
とくてい

相談
そうだん

を受
う

けたときは、事実
じ じ つ

の確認
かくにん

又
また

は調査
ちょうさ

を速
すみ

やかに 行
おこな

うと

ともに、必要
ひつよう

に応
おう

じて、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を 行
おこな

うものとする。  

 ⑴ 情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に関
かん

する事項
じ こ う

 

 ⑵ 対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に関係
かんけい

する者
もの

の 間
あいだ

の調整
ちょうせい

に関
かん

する事項
じ こ う

 

 ⑶ 関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

の紹介
しょうかい

に関
かん

する事項
じ こ う

 

３  特定
とくてい

相談
そうだん

の対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に関係
かんけい

する者
もの

は、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、市
し

が 行
おこな

う前
ぜん

項
こう

に定
さだ

める事項
じ こ う

に 協 力
きょうりょく

しなければならない。  

４  市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（

平成
へいせい

１７年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

）第
だい

５１ 条
じょう

の１４第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する指定
し て い

一般
いっぱん

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

又
また

は同法
どうほう

第
だい

５１ 条
じょう

の１７第
だい

１項
こう

第
だい

１号
ごう

に規定
き て い

する指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

に、第
だい

２項
こう

に定
さだ

める事項
じ こ う

の全部
ぜ ん ぶ

又
また

は一部
い ち ぶ

を委託
い た く

することが

できる。  
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【解説
かいせつ

】 

第
だい

１項
こう

では、本条
ほんじょう

に基
もと

づく差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

（差別
さ べ つ

を受
う

けた、差別
さ べ つ

の 疑
うたが

い

のある事案
じ あ ん

を発見
はっけん

したときなど）を「特定
とくてい

相談
そうだん

」と言
い

い、市
し

の障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

が

窓口
まどぐち

となって、特定
とくてい

相談
そうだん

を受
う

けることを規定
き て い

しています。「その他
た

関係者
かんけいしゃ

」と

は、 障
しょう

がい者
しゃ

の後見人
こうけんにん

や保
ほ

佐人
さ に ん

、 障
しょう

がい者
しゃ

を支援
し え ん

する相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

や

福祉事
ふ く し じ

業者
ぎょうしゃ

、 障
しょう

がい者
しゃ

の友人
ゆうじん

や同僚
どうりょう

等
とう

を指
さ

します。  

第
だい

２項
こう

では、市
し

が、特定
とくてい

相談
そうだん

を受
う

けた際
さい

、事実
じ じ つ

の確認
かくにん

または調査
ちょうさ

を速
すみ

やかに

行
おこな

うとともに必要
ひつよう

に応
おう

じて⑴から⑶の事項
じ こ う

を 行
おこな

うものとして規定
き て い

しています。 

第
だい

３項
こう

では、特定
とくてい

相談
そうだん

の対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に関係
かんけい

する者
もの

は、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、市
し

が 行
おこな

う前項
ぜんこう

に定
さだ

める事項
じ こ う

に 協 力
きょうりょく

しなければならないことを規定
き て い

し

ています。  

第
だい

４項
こう

では、市
し

は、第
だい

２項
こう

で規定
き て い

している特定
とくてい

相談
そうだん

の事実
じ じ つ

確認
かくにん

や調査
ちょうさ

の全
すべ

て

又
また

は一部
い ち ぶ

を、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
し え ん ほ う

第
だい

51条
じょう

の14第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する指定
し て い

一般
いっぱん

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

又
また

は同法
どうほう

第
だい

51条
じょう

の17第
だい

１項
こう

第
だい

１号
ごう

に規定
き て い

する指定
し て い

特定
とくてい

相談
そうだん

支援事
し え ん じ

業者
ぎょうしゃ

に、委託
い た く

することができることを規定
き て い

しています。  

 

（助言
じょげん

又
また

はあっせんの申立
もうした

て） 

第
だい

９ 条
じょう

 障
しょう

がい者
しゃ

は、自己
じ こ

に対
たい

する差別
さ べ つ

に該当
がいとう

すると思
おも

われる事案
じ あ ん

（以下
い か

「

差別
さ べ つ

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

」という。）があるときは、多摩
た ま

市長
しちょう

（以下
い か

「市長
しちょう

」という

。）に対
たい

し、解決
かいけつ

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 行
おこな

うよう申立
もうした

てを

することができる。  

２  障
しょう

がい者
しゃ

の家族
か ぞ く

、後見人
こうけんにん

その他
た

障
しょう

がい者
しゃ

を現
げん

に保護
ほ ご

する者
もの

は、当該障
とうがいしょう

が

い者
しゃ

に代
か

わり、前項
ぜんこう

の申立
もうした

てをすることができる。ただし、当該障
とうがいしょう

がい者
しゃ

の意
い

に反
はん

することが明
あき

らかであると認
みと

められるときは、この限
かぎ

りでない。  

３  第
だい

１項
こう

の申立
もうした

ては、その差別
さ べ つ

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

が次
つぎ

の各号
かくごう

のいずれかに該当
がいとう

する

ときは、することができない。  

 ⑴ 行政
ぎょうせい

不服
ふ ふ く

審査法
し ん さ ほ う

（平成
へいせい

２６年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６８号
ごう

）その他
た

の法令
ほうれい

により審査
し ん さ

請求
せいきゅう

その他
た

の不服
ふ ふ く

申立
もうした

てをすることができるとき。  

 ⑵ 申立
もうした

ての原因
げんいん

となる事実
じ じ つ

のあった日
ひ

（継続
けいぞく

する行為
こ う い

にあっては、その行
こう

 

為
い

の 終 了
しゅうりょう

した日
ひ

）から３年
ねん

を経過
け い か

しているとき（３年
ねん

を経過
け い か

するときまで  

に申立
もうした

てをしなかったことにつきやむを得
え

ない理由
り ゆ う

があるときを除
のぞ

く。）。  

 ⑶ 現
げん

に犯罪
はんざい

の捜査
そ う さ

の対象
たいしょう

となっているとき。  

【解説】  

助言
じょげん

とは、申立
もうした

てをした者
もの

（あるいは差別
さ べ つ

をしたとされる者
もの

）に解決
かいけつ

策
さく

を
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提示
て い じ

することです。あっせんとは、市長
しちょう

が申立
もうした

てをした者
もの

と差別
さ べ つ

をしたとされ

る者
もの

の 間
あいだ

に入り、双方
そうほう

に解決
かいけつ

案
あん

を提示
て い じ

することです。 

第
だい

１項
こう

では、 障
しょう

がい者
しゃ

は、自己
じ こ

に対
たい

する差別
さ べ つ

に該当
がいとう

すると思
おも

われる事案
じ あ ん

が

あるときは、市長
しちょう

に対
たい

し、解決
かいけつ

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 行
おこな

うよ

う申立
もうした

てをすることができることを定
さだ

めています。  

第
だい

２項
こう

では、助言
じょげん

又
また

はあっせんについて、 障
しょう

がい者
しゃ

の家族
か ぞ く

、後見人
こうけんにん

その他
た

障
しょう

がい者
しゃ

を現
げん

に保護
ほ ご

する者
もの

は、当該障
とうがいしょう

がい者
しゃ

に代
か

わり、申立
もうした

てをすることが

できることを定
さだ

めています。ただし、明
あき

らかに当該障
とうがいしょう

がい者
しゃ

の意思
い し

に反
はん

する

ものである場合
ば あ い

には認
みと

められません。  

また、第
だい

３項
こう

⑴～⑶のいずれかに該当
がいとう

する場合
ば あ い

においても申
もう

し立
た

てをするこ

とはできません。 

⑴ 行政
ぎょうせい

不服
ふ ふ く

審査法
し ん さ ほ う

（平成
へいせい

２６年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６８号
ごう

）その他
た

の法令
ほうれい

により審査
し ん さ

請求
せいきゅう

その他
た

の不服
ふ ふ く

申立
もうした

てをすることができるとき。 

※ 行政
ぎょうせい

不服
ふ ふ く

審査法
し ん さ ほ う

（平成
へいせい

２６年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６８号
ごう

）その他
た

の法令
ほうれい

により審査
し ん さ

請求
せいきゅう

その他
た

の不服
ふ ふ く

申立
もうした

てが優先
ゆうせん

されるため。 

⑵ 申立
もうした

ての原因
げんいん

となる事実
じ じ つ

のあった日
ひ

（継続
けいぞく

する行為
こ う い

にあっては、その

行為
こ う い

の 終 了
しゅうりょう

した日
ひ

）から３年
ねん

を経過
け い か

しているとき（３年
ねん

を経過
け い か

するとき

までに申立
もうした

てをしなかったことについてやむを得
え

ない理由
り ゆ う

があるときを除
のぞ

く。）。 

⑶ 現
げん

に犯罪
はんざい

の捜査
そ う さ

の対象
たいしょう

となっているとき。  

 

なお、第
だい

８ 条
じょう

に規定
き て い

する特定
とくてい

相談
そうだん

を経
へ

ずに申立
もうした

ての手続
て つ づ

きをすることも

可能
か の う

ですが、基本的
き ほ ん て き

には、特定
とくてい

相談
そうだん

として調整
ちょうせい

しても解決
かいけつ

に至
いた

らなかった

場合
ば あ い

に助言
じょげん

又
また

はあっせんの申立
もうした

ての手続
て つ づ

きに進
すす

むことを想定
そうてい

しています。  

 

  



16 

 

 

 

（事実
じ じ つ

の調査
ちょうさ

） 

第
だい

１０ 条
じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

の申立
もうした

てがあったときは、差別
さ べ つ

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

の

事実
じ じ つ

について必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

を行うことができる。この場合
ば あ い

において、調査
ちょうさ

の

対象
たいしょう

となる者
もの

は、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、調査
ちょうさ

に 協 力
きょうりょく

しなければな

らない。  

【解説
かいせつ

】 

 第
だい

８条に基
もと

づき、市
し

は、特定
とくてい

相談
そうだん

を受
う

けた際
さい

も事実
じ じ つ

の確認
かくにん

又
また

は調査
ちょうさ

を 行
おこな

う

ことを規定
き て い

しています。助言
じょげん

又
また

はあっせんにあたり更
さら

に調査
ちょうさ

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

や、

特定
とくてい

相談
そうだん

を通
とお

さない 申
もうし

立
た

てがある場
ば

合
あい

を想
そう

定
てい

し、 申
もうし

立
た

てがあった際
さい

にも事実
じ じ つ

の調査
ちょうさ

ができるよう本条
ほんじょう

を規定
き て い

しています。  

 

（助言
じょげん

又
また

はあっせん）  

第
だい

１１ 条
じょう

 市長
しちょう

は、第
だい

９ 条
じょう

第
だい

１項
こう

の申立
もうした

てがあったときは、当該
とうがい

申立
もうした

てに係
かか

る助
じょ

言
げん

又
また

はあっせんの要
よう

否
ひ

及
およ

び内
ない

容
よう

について、多摩市
た ま し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

（以下
い か

「 協
きょう

議会
ぎ か い

」という。）の意見
い け ん

を求
もと

めるものとする。  

２  協
きょう

議会
ぎ か い

は、前項
ぜんこう

の助言
じょげん

又
また

はあっせんの要
よう

否
ひ

及
およ

び内
ない

容
よう

を判断
はんだん

するために

必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、差別
さ べ つ

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に関係
かんけい

する者
もの

に対
たい

し、その出席
しゅっせき

を求
もと

めて説
せつ

明
めい

若
も

しくは意見
い け ん

を聴
き

き、又
また

は資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

を求
もと

めることができる。 

３  市長
しちょう

は、第
だい

１項
こう

の 協
きょう

議会
ぎ か い

の意見
い け ん

を尊重
そんちょう

し、差別
さ べ つ

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に関係
かんけい

する者
もの

に

対
たい

し、助
じょ

言
げん

又
また

はあっせんを 行
おこな

う。  

【解説
かいせつ

】 

第
だい

１項
こう

では、市長
しちょう

は、助言
じょげん

又
また

はあっせんの申立
もうした

てがあったとき、助言
じょげん

又
また

はあ

っせんが必要
ひつよう

かどうか、また、助言
じょげん

又
また

はあっせんの内容
ないよう

について、多摩市
た ま し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

に意見
い け ん

を求
もと

めることを規定
き て い

しています。  

第
だい

２項
こう

では、 協
きょう

議会
ぎ か い

は前項
ぜんこう

で規定
き て い

されている内容
ないよう

を協議
きょうぎ

するにあたって、

差別
さ べ つ

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

について詳
くわ

しい情報
じょうほう

が必要
ひつよう

であると認
みと

められるときに、関係者
かんけいしゃ

に対
たい

して、 協
きょう

議会
ぎ か い

へ出席
しゅっせき

し、説明
せつめい

をしてもらい、意見
い け ん

を聴
き

いたり、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。  

第
だい

３項
こう

では、市長
しちょう

は、 協
きょう

議会
ぎ か い

の意見
い け ん

を尊重
そんちょう

した上
うえ

で、差別
さ べ つ

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

の

関係者
かんけいしゃ

に対
たい

し、助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

うことを規定
き て い

しています。  
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（勧告
かんこく

及
およ

び公表
こうひょう

） 

第
だい

１２ 条
じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

第
だい

３項の助言
じょげん

又
また

はあっせんを 行
おこな

った場合
ば あ い

において、

差別
さ べ つ

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に関係
かんけい

する者
もの

（第
だい

９ 条
じょう

第
だい

１項
こう

の申立
もうした

てをした者
もの

を除
のぞ

く。）が

正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく当該
とうがい

助言
じょげん

又
また

はあっせんに 従
したが

わないときは、当
とう

該
がい

助
じょ

言
げん

又
また

はあ

っせんに 従
したが

うよう勧告
かんこく

することができる。  

２  市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

の規定
き て い

による勧告
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

なく当該
とうがい

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

することができる。  

３  市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

の規定
き て い

による公表
こうひょう

をしようとするときは、あらかじめ勧
かん

告
こく

を受
う

けた者
もの

に対
たい

し、意
い

見
けん

を述
の

べる機
き

会
かい

を与
あた

えなければならない。  

【解説
かいせつ

】 

市長
しちょう

は、差別
さ べ つ

対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に関係
かんけい

する者
もの

（申立
もうした

てをした本人
ほんにん

を除
のぞ

く。）が正当
とう

な理由
り ゆ う

なく助言
じょげん

又
また

はあっせんに 従
したが

わないとき、勧告
かんこく

することができます。ま

た、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なくその勧告
かんこく

にも 従
したが

わない場
ば

合
あい

、市長
しちょう

は、その旨
むね

を公表
こうひょう

する

ことができます。公表
こうひょう

する内容
ないよう

は、勧告
かんこく

を受
う

けた事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の氏名
し め い

や住所
じゅうしょ

、

勧告
かんこく

の内容
ないよう

です。  

第
だい

１項
こう

及
およ

び第
だい

２項
こう

の「正当
せいとう

な理由
り ゆ う

」は、災害
さいがい

や 急 病
きゅうびょう

、長期
ちょうき

入院
にゅういん

など、生命
せいめい

や身体
しんたい

に危険
き け ん

が及
およ

んでいるやむを得
え

ない事
じ

情
じょう

がある場合
ば あ い

を指
さ

します。  

市長
しちょう

は第
だい

２項
こう

の規定
き て い

による公表
こうひょう

を 行
おこな

う場
ば

合
あい

、あらかじめ勧告
かんこく

を受
う

けた者
もの

に

対
たい

し意
い

見
けん

を述
の

べる機
き

会
かい

を与
あた

えなければなりません。  

 

（ 協
きょう

議会
ぎ か い

） 

第
だい

１３ 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

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

２５年法
ねんほう

律
りつ

第
だい

６５号
ごう

）第
だい

１７ 条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき、 協
きょう

議会
ぎ か い

を設置
せ っ ち

する。  

２  協
きょう

議会
ぎ か い

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

について協議
きょうぎ

を 行
おこな

う。  

⑴ 差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

の検討
けんとう

及
およ

び提言
ていげん

に関
かん

する事項
じ こ う

 

⑵ 第
だい

１１ 条
じょう

に定
さだ

める助言
じょげん

又
また

はあっせんに関
かん

する事項
じ こ う

 

⑶ 差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の確認
かくにん

及
およ

び見直
み な お

しの提言
ていげん

に関
かん

する事項
じ こ う

 

⑷ 前
ぜん

３号に掲
かか

げるもののほか、差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための取組
とりくみ

を効果的
こ う か て き

かつ

円滑
えんかつ

に 行
おこな

うため必要
ひつよう

な事項
じ こ う

 

３  協
きょう

議会
ぎ か い

は、 障
しょう

がい者
しゃ

、福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

その他
た

の 障
しょう

がい者
しゃ

の

自立
じ り つ

と社会参加
し ゃ か い さ ん か

に関連
かんれん

する分野
ぶ ん や

の事務
じ む

に従事
じゅうじ

する者
もの

又
また

は当該
とうがい

分野
ぶ ん や

に識
しき

見
けん

を有
ゆう

する者
もの

その他
た

市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める者
もの

のうちから市長
しちょう

が委嘱
いしょく

する委員
い い ん

をもって

組織
そ し き

する。  
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４  協
きょう

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、２年
ねん

とし、補欠
ほ け つ

委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。ただし、再任
さいにん

を 妨
さまた

げない。  

５  協
きょう

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

は、職務上
しょくむじょう

知り得た
し り え た

秘密
ひ み つ

を漏
も

らし、又
また

は不当
ふ と う

な目的
もくてき

に利用
り よ う

してはならない。その 職
しょく

を 退
しりぞ

いた後
あと

も同
どう

様
よう

とする。  

６  前各項
まえかくこう

に定める
さ だ め る

もののほか、 協
きょう

議会
ぎ か い

の組
そ

織
しき

及
およ

び運
うん

営
えい

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、

市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。  

【解説
かいせつ

】 

第
だい

13条
じょう

では、 協
きょう

議会
ぎ か い

の組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

めています。  

第
だい

１項
こう

では、多摩市
た ま し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

は、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

第
だい

17条
じょう

第
だい

１項
こう

の規定
き て い

に基
もと

づき設
せっ

置
ち

するものとしています。なお、第
だい

11条
じょう

第
だい

１項
こう

に基
もと

づき、助言
じょげん

又
また

はあっせんに関
かん

して市長
しちょう

から意見
い け ん

を求
もと

められる役割
やくわり

をもって

いることから、地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

第
だい

138条
じょう

の４第
だい

３項
こう

に基
もと

づく、市長
しちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として

も位置付
い ち づ

けています。  

第
だい

２項
こう

では、協
きょう

議会
ぎ か い

で話
はな

される内容
ないよう

を次
つぎ

の⑴から⑷のとおり規定
き て い

しています。  

⑴ 市
し

が 行
おこな

う差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

について、検討
けんとう

し提言
ていげん

をする

こと。  

⑵ 第
だい

11条
じょう

で定
さだ

められている、助言
じょげん

又
また

はあっせんが必要
ひつよう

かどうか、またその

内容
ないよう

に関
かん

すること。  

⑶ 市
し

が 行
おこな

う、差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の確認
かくにん

と、実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

に応
おう

じて施
し

策
さく

の見直
み な お

しに関
かん

する提言
ていげん

をすること。  

⑷ ⑴から⑶のほか、差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するための取組
とりくみ

をより効果
こ う か

が高
たか

くかつ 滞
とどこお

りなく 行
おこな

うための事項
じ こ う

に関
かん

すること  

第
だい

３項
こう

では、 協
きょう

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

は、 障
しょう

がい者
しゃ

、福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

その他
た

の 障
しょう

がい者
しゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

に関係
かんけい

する分野
ぶ ん や

の事務
じ む

に従事
じゅうじ

する者
もの

、またはその

分野
ぶ ん や

に学識
がくしき

がありそれに基
もと

づいて意見
い け ん

を述
の

べることができる者、その他
た

市長
しちょう

が

必要
ひつよう

と認
みと

める者
もの

のうちから市長
しちょう

が委嘱
いしょく

する者
もの

で構成
こうせい

されることを規定
き て い

していま

す。  

第
だい

４項
こう

では、協
きょう

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

の任期
に ん き

について規定
き て い

しています。協
きょう

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

の

任期
に ん き

は、２年
ねん

とし、任期中
にんきちゅう

に委員
い い ん

を辞退
じ た い

したとき、それに代
か

わる委
い

員
いん

（以下
い か

、

補欠
ほ け つ

委員
い い ん

）の任期
に ん き

は前任者
ぜんにんしゃ

の残
のこ

りの任期分
に ん き ぶ ん

とします。この場合
ば あ い

において、補欠
ほ け つ

委員
い い ん

としての任期
に ん き

を満了
まんりょう

した後
あと

、 再
ふたた

び協議会
きょうぎかい

委員
い い ん

の 職
しょく

に就
つ

くことに影響
えいきょう

はあ

りません。  

第
だい

５項
こう

では、協
きょう

議会
ぎ か い

の委員
い い ん

は、職務上
しょくむじょう

知り得た
し り え た

秘密
ひ み つ

を漏
も

らしたり、不当
ふ と う

な目的
もくてき

に利用
り よ う

したりすることを禁止
き ん し

しています。委員
い い ん

辞退後
じ た い ご

や任期満了後
に ん き ま ん りょ う ご

も同
おな

じ 扱
あつか

い

とします。  
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 第
だい

６項
こう

では第
だい

１項
こう

から第
だい

５項
こう

に定
さだ

めるもののほか、協
きょう

議会
ぎ か い

の組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

に

ついて必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

めることを規定
き て い

しています。  
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第
だい

４ 章
しょう

 共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた基本
き ほ ん

となる施策
し さ く

 

 （ 障
しょう

害
がい

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

）  

第
だい

１４ 条
じょう

 市
し

は、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向け
む け

、 障
しょう

害
がい

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理
り

解
かい

を促進
そくしん

するため、 障
しょう

がい者
しゃ

その他
た

の市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の 協 力
きょうりょく

を得
え

ながら、

次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

に取
と

り組
く

むものとする。  

⑴ 市民
し み ん

及び
お よ び

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が障害
しょうがい

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

められるよう、

啓
けい

発
はつ

その他
た

必
ひつ

要
よう

な取組
とりくみ

を 行
おこな

うこと。  

⑵ 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する支
し

援
えん

を適切
てきせつ

に 行
おこな

うため、市
し

の機関
き か ん

の全
すべ

ての職員
しょくいん

及
およ

び

指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

（地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

67号
ごう

）第
だい

244条
じょう

の２第
だい

３項
こう

の

規定
き て い

により市
し

の 公
おおやけ

の施設
し せ つ

の管理
か ん り

を 行
おこな

うものをいう。）の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

す

る者
もの

が障害
しょうがい

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

められるよう、必
ひつ

要
よう

な研
けん

修
しゅう

及
およ

び啓
けい

発
はつ

を 行
おこな

うこと。  

⑶ 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び 障
しょう

がいのない者
もの

がお互
たが

いの理解
り か い

を深
ふか

められるよう、

幼少期
ようしょうき

からの交流
こうりゅう

の機会
き か い

の拡大
かくだい

及
およ

び充実
じゅうじつ

を図
はか

ること。  

⑷ 共
とも

に学
まな

び合
あ

い育
そだ

ち合
あ

う 教
きょう

育
いく

の 重
じゅう

要
よう

性
せい

を考
こう

慮
りょ

し、児
じ

童
どう

及
およ

び生
せい

徒
と

が 障
しょう

害
がい

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

められるよう、必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を実施
じ っ し

すること。 

【解説
かいせつ

】 

第
だい

14条
じょう

では、市
し

は、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、 障
しょう

害
がい

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する

理
り

解
かい

を促進
そくしん

するため、 障
しょう

がい者
しゃ

その他
た

の市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の 協 力
きょうりょく

を得
え

ながら、

⑴から⑷の取組
とりくみ

を 行
おこな

うものとしています。  

⑴ 第
だい

４ 条
じょう

第
だい

２項
こう

に基
もと

づき、市
し

は、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

における障害
しょうがい

に対
たい

する理
り

解
かい

の重要性
じゅうようせい

を理解
り か い

し、市民
し み ん

及
およ

び事業所
じぎょうしょ

に対
たい

して啓
けい

発
はつ

その他
た

必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を 行
おこな

うこと。  

⑵ 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する支
し

援
えん

や合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を適切
てきせつ

に 行
おこな

うため、市
し

の機関
き か ん

の全
すべ

ての職員
しょくいん

及
およ

び指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

が障害
しょうがい

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する 理
りかい

解を深
ふか

められる

よう、必
ひつ

要
よう

な研
けん

修
しゅう

及
およ

び啓発
けいはつ

を 行
おこな

うこと。  

⑶ 障
しょう

がいのある人
ひと

と 障
しょう

がいのない人
ひと

がお互
たが

いの理解
り か い

を深
ふか

められるよう、

様々
さまざま

な環境
かんきょう

整備
せ い び

や保育
ほ い く

園
えん

・幼稚園
よ う ち え ん

など、就学前
しゅうがくまえ

の子供
こ ど も

の頃
ころ

からの交流
こうりゅう

の

機会
き か い

を増
ふ

やすこと  

⑷ 共
とも

に学
まな

び合
あ

い育
そだ

ち合
あ

う教育
きょういく

の重要性
じゅうようせい

を考慮
こうりょ

し、一緒
いっしょ

に勉強
べんきょう

したり、遊
あそ

んだりできるような環境
かんきょう

整備
せ い び

や、障害
しょうがい

や 障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める

ために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を実施
じ っ し

すること。  
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（共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

）  

第
だい

１５ 条
じょう

 市
し

は、前条
ぜんじょう

に定
さだ

めるもののほか、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、次
つぎ

に掲
かか

げる事
じ

項
こう

に取
と

り組
く

むものとする。  

⑴ 障
しょう

害
がい

の有
う

無
む

にかかわらず、全
すべ

ての市
し

民
みん

が個々
こ こ

の 状 況
じょうきょう

に配慮
はいりょ

した教育
きょういく

を受
う

けられるよう必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずること。  

⑵ 障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するため、 障
しょう

がい者
しゃ

からの就労
しゅうろう

に関する
か ん す る

相談
そうだん

を

受
う

け、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うこと。  

⑶ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

が 障
しょう

がい者
しゃ

の 働
はたら

きやすい環
かん

境
きょう

を 整
ととの

えることができるよう、

啓発
けいはつ

及
およ

び情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を 行
おこな

うこと。  

⑷ 手話
し ゅ わ

、文字
も じ

、点字
て ん じ

、音声
おんせい

、分
わ

かりやすい 表
ひょう

現
げん

等
など

の障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた

意思
い し

疎通
そ つ う

の手段
しゅだん

を普及
ふきゅう

し、並
なら

びに 障
しょう

がい者
しゃ

が容易
よ う い

に情報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、及
およ

び

意思
い し

疎通
そ つ う

をすることができるよう、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うこと。  

【解説
かいせつ

】 

第
だい

15条
じょう

では、市
し

は、第
だい

14条
じょう

に定
さだ

める取
とり

組
くみ

に加
くわ

えて、共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するた

めに、次
つぎ

の⑴から⑷の取組
とりくみ

を 行
おこな

うものとしています。  

⑴ 障害
しょうがい

のあるなしに関
かか

わらず、全
すべ

ての市民
し み ん

がそれぞれの 状 況
じょうきょう

に合
あ

った

教育
きょういく

を受
う

けられるよう、必要
ひつよう

な対応
たいおう

や取組
とりくみ

を 行
おこな

うこと。  

［補足
ほ そ く

］ 

ここでの「教育
きょういく

」は、学校
がっこう

教育
きょういく

のみでなく、公民館
こうみんかん

等
とう

で開催
かいさい

される市民
し み ん

講座
こ う ざ

等
など

の社会
しゃかい

教育
きょういく

を含
ふく

むため、「全
すべ

ての市民
し み ん

」を対象
たいしょう

にしています。  

⑵ 障
しょう

がい者
しゃ

の就労
しゅうろう

を促進
そくしん

するために、 障
しょう

がい者
しゃ

からの就労
しゅうろう

に関
かん

する相
そう

談
だん

を受
う

け、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を 行
おこな

うこと。  

⑶ 障
しょう

がい者
しゃ

が 働
はたら

きやすい環
かん

境
きょう

を 整
ととの

えることを目
もく

的
てき

として、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し

て啓
けい

発
はつ

及
およ

び 情
じょう

報
ほう

の提供
ていきょう

を 行
おこな

うこと。  

⑷ 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

に対
たい

して手話
し ゅ わ

や文字
も じ

（要約
ようやく

筆記
ひ っ き

・筆談
ひつだん

等
など

）を使
つか

うこと、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

に対
たい

して点
てん

字
じ

や音声
おんせい

案内
あんない

を使用
し よ う

すること、知的障
ちてきしょう

がい者
しゃ

に対
たい

してわ

かりやすい伝
つた

え方
かた

をするなどそれぞれの障害
しょうがい

に合
あ

わせたコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

方
ほう

法
ほう

を 広
ひろ

く 周
しゅう

知
ち

す る と と も に 障
しょう

が い 者
しゃ

が 様々
さまざま

な 情報
じょうほう

を 得
え

や す く 、

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を取
と

りやすくするために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を 行
おこな

うこと。  
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第
だい

５ 章
しょう

 雑則
ざっそく

 

 （委任
い に ん

） 

第
だい

１６ 条
じょう

 この条例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、この条例
じょうれい

の施行
し こ う

に関
かん

し必
ひつ

要
よう

な事項
じ こ う

 

は、市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。  

 

 附
ふ

 則
そく

 

 （施行
せ こ う

期日
き じ つ

） 

１  この条例
じょうれい

は、令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。  

 （検討
けんとう

） 

２  市
し

は、この条例
じょうれい

の施
せ

行
こう

後
ご

３年
ねん

を目途
も く と

として、 障
しょう

がい者
しゃ

に係
かか

る法
ほう

制
せい

度
ど

の

動向
どうこう

を勘案
かんあん

し、この条例
じょうれい

の施行
し こ う

の 状 況
じょうきょう

について検討
けんとう

を加
くわ

え、その結果
け っ か

に基
もと

づいて必
ひつ

要
よう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。  

（非常勤
ひじょうきん

特別
とくべつ

職
しょく

の職員
しょくいん

の報
ほう

酬
しゅう

及
およ

び費
ひ

用
よう

弁
べん

償
しょう

等
とう

に関
かん

する条例
じょうれい

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

） 

３  非常勤
ひじょうきん

特別
とくべつ

職
しょく

の職員
しょくいん

の報
ほう

酬
しゅう

及
およ

び費
ひ

用
よう

弁
べん

償
しょう

等
とう

に関
かん

する 条
じょう

例
れい

（ 昭
しょう

和
わ

３８年
ねん

多
た

摩
ま

市
し

条
じょう

例
れい

第
だい

１９号
ごう

）の一部
い ち ぶ

を次
つぎ

のように改正
かいせい

する。  

  別表
べっぴょう

第
だい

１障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

認定
にんてい

審査会
し ん さ か い

の項
こう

の次
つぎ

に次
つぎ

のように加
くわ

える。  

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

 会長
かいちょう

 日額
にちがく

 １２，５００円
えん

 

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域
ち い き

 副会長
ふくかいちょう

 日額
にちがく

 １１，８００円
えん

 

協
きょう

議会
ぎ か い

 委員
い い ん

 日額
にちがく

 １０，７００円
えん

 

 


