
 

 

見附市
み つ け し

障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

のないだれもが共
とも

に暮
く

らせるまちづくり条例
じょうれい

（案
あん

） 
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も く じ

 

 前文
ぜんぶん

 

 第
だい

１章
しょう

 総
そう

則
そく

（第
だい

１条
じょう

－第
だい

６条
じょう

） 

 第
だい

２章
しょう

 障
しょう

がいを理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

（第
だい

７条
じょう

－第
だい

８条
じょう

） 

 第
だい

３章
しょう

 障
しょう

がいを理
り

由
ゆう

とする差
さ

別
べつ

に
  

関
かん

する相
そう

談
だん

、解
かい

消
しょう

のための対
たい

応
おう

 

（第
だい

９条
じょう

－第
だい

１４条
じょう

）  

第
だい

４章
しょう

 共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

に向
む

けた取
とり

組
く

み（第
だい

１５条
じょう

－第
だい

１８条
じょう

）  

第
だい

５章
しょう

 雑
ざっ

則
そく

（第
だい

１９条
じょう

）  

附則
ふ そ く

  

 

私
わたし

たち一人
ひ と り

ひとりは、かけがえのない存在
そんざい

であり、全
すべ

ての市民
し み ん

は、平等
びょうどう

に権利
け ん り

を持
も

っています。多様性
たようせい

が認
みと

められ、様々
さまざま

な人
ひと

が地域
ち い き

で共
とも

に生
い

き、活躍
かつやく

できる社会
しゃかい

は、全
すべ

ての市民
し み ん

にとって暮
く

らしやすい豊
ゆた

かな社会
しゃかい

です。 

 しかし、障
しょう

がいのある人
ひと

は、障
しょう

がいや障
しょう

がいのある人
ひと

への理解
り か い

の不足
ふ そ く

又
また

は偏見
へんけん

から生
しょう

じる社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

による困
こま

りごとを抱
かか

え、日々
ひ び

の生活
せいかつ

の中
なか

で障
しょう

がいを理由
り ゆ う

と

した不利益
ふ り え き

な取
とり

扱
あつか

い等
とう

の差別
さ べ つ

を受
う

けていると感
かん

じている場合
ば あ い

も少
すく

なくありません。

○案  

 



障
しょう

がいのある人
ひと

が日々
ひ び

の生活
せいかつ

の中
なか

で受
う

ける差
さ

別
べつ

は、心身
しんしん

の機能
き の う

の障
しょう

がいのみなら

ず、社
しゃ

会
かい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

によって作
つく

り出
だ

されているのであって、障壁
しょうへき

を取
と

り

除
のぞ

くことは社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の責任
せきにん

です。 

見附市
み つ け し

では、障
しょう

がいのあるなしにかかわらず、だれもが互
たが

いに人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊
そん

重
ちょう

し合
あ

う「思
おも

いやりにつつまれてだれもが安心
あんしん

して暮
く

らせる地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

の実現
じつげん

」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。 

   

   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

（平
へい

成
せい

２６年
ねん

条
じょう

約
やく

第
だい

１号
ごう

）、

障害者
しょうがいしゃ

基
き

本法
ほんほう

（昭
しょう

和
わ

４５年
ねん

法
ほう

律
りつ

第
だい

８４号
ごう

）及
およ

び障害
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

（平
へい

成
せい

２５年
ねん

法
ほう

律
りつ

第
だい

６５号
ごう

）の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、見附市
み つ け し

（以下
い か

「市
し

」

という。）における障
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

の実現
じつげん

に関
かん

し、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、市
し

の責務
せ き む

、事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

及
およ

び市民
し み ん

の役割
やくわり

を明
あき

らかにするとともに、障
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、全
すべ

ての市民
し み ん

が、障
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、互
たが

いに人
じん

格
かく

と個性
こ せ い

を尊
そん

重
ちょう

し

合
あ

いながら共生
きょうせい

する社
しゃ

会
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

とします。 

 （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、それぞれ当該
とうがい

各号
かくごう

に



定
さだ

めるところによります。 

（１） 障
しょう

がい 身体障
しんたいしょう

がい、知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい（発達障
はったつしょう

がい及
およ

び

高次脳機能
こうじのうきのう

障
しょう

がいを含
ふく

む。）、難病
なんびょう

（治療
ちりょう

方法
ほうほう

が確立
かくりつ

していない疾
しっ

病
ぺい

その他
た

の

特殊
とくしゅ

の疾病
しっぺい

をいう。）に起因
き い ん

する障
しょう

がいその他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障
しょう

がいをいい

ます。 

（２）障
しょう

がいのある人
ひと

 障
しょう

がい及
およ

び社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

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
せい

活
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

をいいます。 

（３）社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 障
しょう

がいがあることにより、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

で障
しょう

壁
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
かん

念
ねん

その他
た

一切
いっさい

のものを

いいます。 

（４）障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し、不当
ふ と う

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いを

すること又
また

は社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くための合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

をしないこと

をいいます。 

（５）不当
ふ と う

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

い 正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、障
しょう

がい又
また

は障
しょう

がいに関連
かんれん

する事由
じ ゆ う

を理由
り ゆ う

として、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすることをいいま

す。 

（６）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、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

としていること

を認識
にんしき

できる場合
ば あ い

において、建設的
けんせつてき

な対話
た い わ

を行
おこな

い、実施
じ っ し

に伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

で

ないときに、障
しょう

がいのある人
ひと

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、必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こう

ずることをいいます。 

（７）障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデル 障
しょう

がいのある人
ひと

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

において



受
う

ける制限
せいげん

は、障
しょう

がいのみに起因
き い ん

するものではなく、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

と相
そう

対
たい

する

ことによって生
しょう

ずるものとする考
かんが

え方
かた

をいいます。  

（８）事
じ

業者
ぎょうしゃ

 市内
し な い

に事務所
じ む し ょ

を有
ゆう

し、又
また

は市内
し な い

で事業
じぎょう

活動
かつどう

を行
おこな

う個人
こ じ ん

及
およ

び法人
ほうじん

そ

の他
た

の団体
だんたい

をいいます。 

（９）市民
し み ん

 市内
し な い

に住所
じゅうしょ

を有
ゆう

する者
もの

及
およ

び市
し

内
ない

に住
す

む者
もの

並
なら

びに市内
し な い

に通勤
つうきん

し、通所
つうしょ

し、

及
およ

び通
つう

学
がく

する者
もの

をいいます。 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

）  

第
だい

３条
じょう

 障
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

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事
じ

項
こう

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として推進
すいしん

します。 

（１）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

と等
ひと

しく、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

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

が保障
ほしょう

される権利
け ん り

を

有
ゆう

すること。 

（２）障
しょう

がいのある人
ひと

が、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文
ぶん

化
か

その他
た

あら

ゆる分野
ぶ ん や

の活動
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。 

（３）障
しょう

がいのある人
ひと

の選択
せんたく

や意思
い し

が尊重
そんちょう

されるよう、必要
ひつよう

な支援
し え ん

に取
と

り組
く

むこ

と。 この場合
ば あ い

において、性別
せいべつ

、年
ねん

齢
れい

その他
た

の要因
よういん

により特
とく

に困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

に置
お

かれている場合
ば あ い

には、その状 況
じょうきょう

に応
おう

じた適
てき

切
せつ

な配慮
はいりょ

がなされること。 

（４）障
しょう

がいのある人
ひと

は、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
しゅ

段
だん

及
およ

び

情
じょう

報
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

が可能
か の う

な限
かぎ

り確
かく

保
ほ

さ

れるとともに、意思
い し

決定
けってい

について必要
ひつよう

な支援
し え ん

が受
う

けられること。 



（５）障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

は、障
しょう

がい及
およ

び障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する理
り

解
かい

の

不足
ふ そ く

又
また

は偏見
へんけん

から生
しょう

じることから、多様
た よ う

な人々
ひとびと

により地域
ち い き

社会
しゃかい

が構成
こうせい

されて

いるという基本
き ほ ん

認識
にんしき

のもとに、事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

及
およ

び市
し

民
みん

が、障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデルに関
かん

する理
り

解
かい

を深
ふか

めることを基本
き ほ ん

として推進
すいしん

すること。 

（６）障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、障
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

の違
ちが

いを理解
り か い

し、互
たが

いにその人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

すること。 

（７）社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除
じょ

去
きょ

及
およ

び合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

の提供
ていきょう

は、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、

全
すべ

ての市民
し み ん

にとって有益
ゆうえき

であることを認識
にんしき

し、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け相互
そ う ご

に

協 力
きょうりょく

 すること。 

（市
し

の責務
せ き む

）       

第
だい

４条
じょう

 市
し

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障
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
すい

進
しん

及
およ

び共
きょう

生
せい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に関
かん

する施
し

策
さく

を実施
じ っ し

するものとします。  

２ 市
し

は、前項
ぜんこう

の施
し

策
さく

を実施
じ っ し

するにあたっては、障
しょう

がいのある人
ひと

の意思
い し

を尊重
そんちょう

しつ

つ、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、市
し

民
みん

その他
た

関
かん

係
けい

者
しゃ

と連携
れんけい

し、協 力
きょうりょく

を図
はか

るものとします。  

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

） 

第
だい

５条
じょう

 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
しょう

がい、障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

び障
しょう

がいの

社会
しゃかい

モデルに対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

めるものとします。  

２ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、市
し

が実施
じ っ し

する 障
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
し

策
さく

に

協 力
きょうりょく

するとともに、障
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

に取
と

り組
く

むものとし



ます。 

（市民
し み ん

の役割
やくわり

）  

第
だい

６条
じょう

 市民
し み ん

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障
しょう

がい、障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

び障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデルに対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

めるものとします。  

２ 市民
し み ん

は、市
し

が実施
じ っ し

する障
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
し

策
さく

及
およ

び事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

が実施
じ っ し

する障
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

する取
とり

組
く

みに協 力
きょうりょく

す

るものとします。 

 

第
だい

２章
しょう

 障
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

  

（不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取
とり

扱
あつか

いの禁止
き ん し

） 

第
だい

７条
じょう

 何人
なんぴと

も、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し、福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

、居住
きょじゅう

、交通
こうつう

、

商
しょう

業
ぎょう

その他
た

の 障
しょう

がいのある人
ひと

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

において、 障
しょう

がいを

理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差
さ

別
べつ

的
てき

取
とり

扱
あつか

いをすることにより、障
しょう

がいのある人
ひと

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。 

（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

８条
じょう

 市
し

は、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

の実施
じ っ し

にあたり、障
しょう

がいのある人
ひと

が社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除
じょ

去
きょ

を必要
ひつよう

としていることを認識
にんしき

できる場合
ば あ い

に、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

な配慮
はいりょ

を行
おこな

わなければなりません。  

２ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事業
じぎょう

の実施
じ っ し

にあたり、障
しょう

がいのある人
ひと

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

必要
ひつよう

としていることを認識
にんしき

できる場合
ば あ い

に、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

な配慮
はいりょ

を行
おこな

わなければなりません。 



３ 市民
し み ん

は、障
しょう

がいのある人
ひと

が社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としていることを認識
にんしき

でき

る場合
ば あ い

に、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

な配慮
はいりょ

を行
おこな

うよう努
つと

めなけ

ればなりません。 

 

第
だい

３章
しょう

 障
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
そう

談
だん

、解消
かいしょう

のための対応
たいおう

 

（相談
そうだん

）  

第
だい

９条
じょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

、その家
か

族
ぞく

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

又
また

は事業者
じぎょうしゃ

（次項
じ こ う

において「相談
そうだん

 

者
しゃ

」という。）は、市
し

又
また

は市
し

が委託
い た く

する相談
そうだん

機関
き か ん

（以下
い か

「相談
そうだん

機関
き か ん

」という。）に対
たい

し、市内
し な い

で発生
はっせい

した障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に該当
がいとう

すると思
おも

われる事
じ

案
あん

（以下
い か

「差
さ

別
べつ

事案
じ あ ん

」という。）に関
かん

する相
そ

談
だん

をすることができます。  

２ 市
し

又
また

は相談
そうだん

機関
き か ん

は、差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

に関
かん

する相
そう

談
だん

があったときは、相談者
そうだんしゃ

又
また

は当該
とうがい

相談
そうだん

内容
ないよう

に関
かか

わる者
もの

に対
たい

し、事実
じ じ つ

の確認
かくにん

を行
おこな

うとともに、必要
ひつよう

に応
おう

じて、情報
じょうほう

提供
ていきょう

、

関
かん

係
けい

機関
き か ん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

、他
た

機関
き か ん

への取
とり

次
つ

ぎを行
おこな

い、解決
かいけつ

を図
はか

ります。 

（助言
じょげん

又
また

はあっせんの申
もうし

立
た

て）  

第
だい

１０条
じょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

、その家族
か ぞ く

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

は、前
ぜん

条
じょう

第
だい

２項
こう

の規定
き て い

によ

る対
たい

応
おう

の後
あと

もなお解決
かいけつ

されない場合
ば あ い

は、市長
しちょう

に対
たい

し、差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

を解決
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

はあっせんの申
もうし

立
た

て（以下
い か

「申
もうし

立
た

て」という。）をすることができま

す。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

にかかわらず、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、申
もうし

立
た

てをす

ることができません。 

（１）申
もうし

立
た

てをすることが当該障
とうがいしょう

がいのある人
ひと

の意
い

に反
はん

すると認
みと

められるとき。 



（２）障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

（昭
しょう

和
わ

３５年
ねん

法
ほう

律
りつ

第
だい

１２３号
ごう

）による

紛争
ふんそう

の解決
かいけつ

の手続
てつづき

をすることができるとき。 

（３）行政
ぎょうせい

不服
ふ ふ く

審査法
しんさほう

（平
へい

成
せい

２６年
ねん

法
ほう

律
りつ

第
だい

６８号
ごう

）その他
た

の法令
ほうれい

に基
もと

づく不
ふ

服
ふく

申
もうし

立
た

ての手続
てつづき

をすることができるとき。 

（４）申
もうし

立
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、その最後
さ い ご

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

しているものであるとき（その間
かん

に申
もうし

立
た

てをしなかったことにつきやむを得
え

ない理
り

由
ゆう

があるときを除
のぞ

く。）。 

（調査
ちょうさ

） 

第
だい

１１条
じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

の申
もうし

立
た

てがあった場合
ば あ い

は、その申
もうし

立
た

てに係
かかわ

る事
じ

実
じつ

につ

いて調
ちょう

査
さ

を行
おこな

い、または相談
そうだん

機関
き か ん

に必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

を行
おこな

わせることができます。 

２ 前項
ぜんこう

の調査
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

があると認
みと

める場
ば

合
あい

を除
のぞ

き、同項
どうこう

の

調
ちょう

査
さ

に協 力
きょうりょく

しなければなりません。 

（助言
じょげん

又
また

はあっせん）  

第
だい

１２条
じょう

 市長
しちょう

は、前
ぜん

条
じょう

第
だい

１項
こう

の調査
ちょうさ

の結果
け っ か

、必要
ひつよう

があると認
みと

める場
ば

合
あい

は、見附市障
みつけししょう

 

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

解消
かいしょう

のための調整
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。）

に対
たい

し、助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

うことについて、意見
い け ん

を求
もと

めるものとします。  

２ 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

はあっせんのために必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、当該
とうがい

差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

の関係者
かんけいしゃ

に調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

への出席
しゅっせき

を求
もと

め、意
い

見
けん

若
も

しくは説明
せつめい

を聴
き

き、又
また

は資料
しりょう

の提
てい

出
しゅつ

を求
もと

めることができます。  



３ 市長
しちょう

は、調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

の意見
い け ん

を尊重
そんちょう

し、差別
さ べ つ

事案
じ あ ん

に係
かかわ

る関
かん

係
けい

者
しゃ

に対
たい

し助
じょ

言
げん

又
また

はあ

っせんを行
おこな

うものとします。 

（勧
かん

告
こく

及
およ

び公
こう

表
ひょう

の措置
そ ち

）  

第
だい

１３条
じょう

 市長
しちょう

は、前
ぜん

条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

により助言
じょげん

又
また

はあっせんを行
おこな

った場
ば

合
あい

に、

差別
さ べ つ

を行
おこな

ったと認
みと

められる者
もの

が正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なくその助言
じょげん

やあっせんに従
したが

わず、

勧告
かんこく

することが相当
そうとう

と判断
はんだん

するときは、これらに従
したが

うよう勧告
かんこく

することができま

す。 

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

なかった場合
ば あ い

は、その旨
むね

を公表
こうひょう

することができます。  

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、当該
とうがい

公表
こうひょう

の相手方
あいてがた

に対
たい

してその旨
むね

を通知
つ う ち

し、かつ、その者
もの

に対
たい

して意
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。ただし、これらの者
もの

が正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

に応
おう

じな

い場
ば

合
あい

は、意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

を行
おこな

わずに公表
こうひょう

することができます。 

 （調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

等
とう

）  

第
だい

１４条
じょう

 市
し

は、差別
さ べ つ

にかかる紛争
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

障
しょう

害者
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

（平
へい

成
せい

１７年
ねん

法
ほう

律
りつ

第
だい

１２３号
ごう

）第
だい

８９条
じょう

の３に規定
き て い

する見附市
み つ け し

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会内
ぎかいない

に設置
せ っ ち

しま

す。 

２ 前項
ぜんこう

の調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

の運営
うんえい

に関
かん

し必
ひつ

要
よう

な事項
じ こ う

は、規則
き そ く

で定
さだ

めるものとします。 

 

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

けた取
とり

組
く

み 



（周知
しゅうち

啓発
けいはつ

の実施
じ っ し

） 

第
だい

１５条
じょう

 市
し

は、事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

及
およ

び市
し

民
みん

が、障
しょう

がい、障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

び障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデルに対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

め、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

し、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

が図
はか

られるよう、広報
こうほう

活動
かつどう

、啓
けい

発
はつ

活
かつ

動
どう

その他
た

必
ひつ

要
よう

な取
とり

組
く

みを推進
すいしん

するものとします。  

（教育
きょういく

の取
とり

組
く

み） 

第
だい

１６条
じょう

 市
し

は、共
とも

に学
まな

び育
そだ

ちあう教
きょう

育
いく

の重要性
じゅうようせい

を考慮
こうりょ

し、幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

、生徒
せ い と

が障
しょう

がい及び障
しょう

がいのある人
ひと

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
とり

組
く

みを推進
すいしん

す

るものとします。 

（交流
こうりゅう

機会
き か い

の創出
そうしゅつ

） 

第
だい

１７条
じょう

 市
し

は、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

の相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そくしん

するため、

一緒
いっしょ

に活動
かつどう

し、交流
こうりゅう

する機会
き か い

の創出
そうしゅつ

又
また

は拡大
かくだい

が図
はか

られるよう、必要
ひつよう

な取
とり

組
く

みを

推進
すいしん

するものとします。 

（意思
い し

疎通
そ つ う

）  

第
だい

１８条
じょう

 市
し

は、障
しょう

がいのある人
ひと

が情報
じょうほう

を円滑
えんかつ

に取得
しゅとく

し、又
また

は理解
り か い

しやすくするた

め、点字
て ん じ

、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

等
とう

の障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた多
た

様
よう

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

の普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、必要
ひつよう

な取
とり

組
く

みを推進
すいしん

するものとします。  

２ 市
し

は、見附市
み つ け し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

（平
へい

成
せい

２９年
ねん

条
じょう

例
れい

第
だい

２０号
ごう

）により、手話
し ゅ わ

への理解
り か い

及
およ

び手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

の促進
そくしん

を図
はか

るものとします。 

 

第
だい

５章
しょう

 雑則
ざっそく

 



（委任
い に ん

）  

第
だい

１９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
せ こ う

に関
かん

し必
ひつ

要
よう

な事項
じ こ う

は、別
べつ

に

定
さだ

めます。 

   

   附
ふ

 則
そく

 

 （施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

この条例
じょうれい

は、令
れい

和
わ

７年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

します。 


