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関係
かんけい

法令
ほうれい

【関連
かんれん

条文
じょうぶん

の抜粋
ばっすい

】 

 

○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

 

（日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

公
こ う

定訳
ていやく

）  

 

平
へい

成
せい

26年
ねん

1月
がつ

20日
にち

 国連
こ くれん

本部
ほ ん ぶ

に批准書
ひじゅんし ょ

の寄託
き た く

 

平
へい

成
せい

26年
ねん

1月
がつ

22日
にち

 公
こ う

布
ふ

及
およ

び告
こ く

示
じ

（条
じょう

約
や く

第
だい

1号
ご う

及
およ

び外務省
がいむしょう

告示
こ く じ

第
だい

28号
ご う

） 

平成
へいせい

26年
ねん

2月
がつ

19日
にち

 日本
に ほ ん

国内
こ くない

において効力
こうりょく

発生
はっせい

 

 

＊第
だい

２条
じょう

（定義
て い ぎ

） 

この条約
じょうやく

の適用上
てきようじょう

、 

（略
りゃく

） 

 「障害
しょうがい

に基
も と

づく差別
さ べ つ

」とは、障害
しょうがい

に基
も と

づくあらゆる区別
く べ つ

、排除
はいじょ

又
また

は制限
せいげん

であって、

政治的
せ い じ て き

、経済的
けいざいてき

、社会的
しゃかいてき

、文化的
ぶ ん か て き

、市民的
し み ん て き

その他
た

のあらゆる分野
ぶ ん や

において、他
た

の者
もの

と

の平等
びょうどう

を基礎
き そ

として全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び基本的
き ほ ん て き

自由
じ ゆ う

を認識
にんしき

し、享有
きょうゆう

し、又
また

は行使
こ う し

することを

害
がい

し、又
また

は妨
さまた

げる目的
も く て き

又
また

は効果
こ う か

を有
ゆ う

するものをいう。障害
しょうがい

に基
も と

づく差別
さ べ つ

には、あらゆる

形態
けいたい

の差別
さ べ つ

（合理的
ご う り て き

配慮
はい り ょ

の否
ひ

定
てい

を含
ふ く

む。）を含
ふ く

む。 

 

 「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

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として全
すべ

ての人
じん

権
けん

及
およ

び基本的
き ほ ん て き

自由
じ ゆ う

を享
きょう

有
ゆ う

し、又
また

は行使
こ う し

することを確保
か く ほ

するための必要
ひつよう

かつ適当
てき と う

な変更
へんこう

及
およ

び調整
ちょうせい

であ

って、特定
と く て い

の場合
ば あ い

において必要
ひつよう

とされるものであり、かつ、均衡
きんこう

を失
し っ

した又
また

は過度
か ど

の

負担
ふ た ん

を課
か

さないものをいう。 

 

＊第
だい

３条
じょう

（一
いっ

般
ぱん

原
げん

則
そ く

） 

この条約
じょうやく

の原則
げんそ く

は、次
つぎ

のとおりとする。 

(a) 固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

、個人
こ じ ん

の自律
じ り つ

（自
みずか

ら選択
せんたく

する自由
じ ゆ う

を含
ふ く

む。）及
およ

び個人
こ じ ん

の自立
じ り つ

の尊重
そんちょう

 

(b) 無差別
む さ べ つ

 

(c) 社会
しゃかい

への完全
かんぜん

かつ効果的
こ う か て き

な参加
さ ん か

及
およ

び包容
ほ うよ う

 

資料
しりょう

2  
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(d) 差異
さ い

の尊重
そんちょう

並
なら

びに人間
にんげん

の多様性
た よ う せ い

の一部
い ち ぶ

及
およ

び人類
じんるい

の一員
いちいん

としての障害者
しょうがいしゃ

の受入
う け い

れ 

(e) 機会
き か い

の均等
きんと う

 

(f) 施設
し せ つ

及
およ

びサービス等
と う

の利用
り よ う

の容
よ う

易
い

さ 

(g) 男女
だんじょ

の平等
びょうどう

 

(h) 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の発達
はったつ

しつつある能力
のうりょく

の尊重
そんちょう

及
およ

び障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

がその同一性
どういつせい

を

保
ほ

持
じ

する権利
け ん り

の尊重
そんちょう

 

 

*第
だい

４条
じょう

 一般的
いっぱんてき

義務
ぎ む

 

１ 締約
ていやく

国
こ く

は、障害
しょうがい

に基
も と

づくいかなる差別
さ べ つ

もなしに、全
すべ

ての障
しょう

害
がい

者
し ゃ

のあらゆる人権
じんけん

及
およ

び

基本的
き ほ ん て き

自由
じ ゆ う

を完全
かんぜん

に実現
じつげん

することを確保
か く ほ

し、及
およ

び促進
そ く しん

することを約束
や く そ く

する。このため、

締約
ていやく

国
こ く

は、次
つぎ

のことを約束
や く そ く

する。 

(a) この条約
じょうやく

において認
みと

められる権利
け ん り

の実現
じつげん

のため、全
すべ

ての適当
てき と う

な立法
り っ ぽ う

措置
そ ち

、行政
ぎょうせい

措
そ

置
ち

その他
た

の措置
そ ち

をとること。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

となる既存
き ぞ ん

の法律
ほ う り つ

、規則
き そ く

、慣習
かんしゅう

及
およ

び慣行
かんこう

を修
しゅう

正
せい

し、又
また

は廃止
は い し

するための全
すべ

ての適当
てき と う

な措置
そ ち

（立法
り っ ぽ う

を含
ふ く

む。）をとること。 

(c) 全
すべ

ての政策
せいさ く

及
およ

び計画
けいかく

において障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

の保護
ほ ご

及
およ

び促進
そ く しん

を考慮
こ う り ょ

に入
い

れること。 

(d) この条約
じょうやく

と両立
りょうりつ

しないいかなる行為
こ う い

又
また

は慣行
かんこう

も差
さ

し控
ひか

えること。また、 公
おおやけ

の当局
とうきょく

及
およ

び機関
き か ん

がこの条約
じょうやく

に従
したが

って行動
こ う ど う

することを確保
か く ほ

すること。 

(e) いかなる個人
こ じ ん

、団体
だんたい

又
また

は民間
みんかん

企業
きぎ ょ う

による障害
しょうがい

に基
も と

づく差別
さ べ つ

も撤廃
てっぱい

するための全
すべ

て

の適当
てき と う

な措置
そ ち

をとること。 

 

* 第
だい

５条
じょう

 平等
びょうどう

及
およ

び無差別
む さ べ つ

 

１ 締
てい

約
や く

国
こ く

は、全
すべ

ての者
もの

が、法
ほう

律
り つ

の前
まえ

に又
また

は法
ほう

律
り つ

に基
も と

づいて平
びょう

等
ど う

であり、並
なら

びにいかな

る差別
さ べ つ

もなしに法律
ほ う り つ

による平等
びょうどう

の保護
ほ ご

及
およ

び利益
り え き

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆ う

することを認
みと

める。 

２ 締約
ていやく

国
こ く

は、障害
しょうがい

に基
も と

づくあらゆる差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

するものとし、いかなる理由
り ゆ う

による差別
さ べ つ

に対
たい

しても平等
びょうどう

かつ効果的
こ う か て き

な法的
ほうてき

保護
ほ ご

を障害者
しょうがいしゃ

に保障
ほ し ょ う

する。 

３ 締約
ていやく

国
こ く

は、平等
びょうどう

を促進
そ く しん

し、及
およ

び差別
さ べ つ

を撤廃
てっぱい

することを目的
も く て き

として、合理的
ご う り て き

配慮
はい り ょ

が提
てい

供
きょう

されることを確保
か く ほ

するための全
すべ

ての適当
てき と う

な措置
そ ち

をとる。 

４ 障害者
しょうがいしゃ

の事実上
じ じ つ じ ょ う

の平
びょう

等
ど う

を促進
そ く しん

し、又
また

は達成
たっせい

するために必要
ひつよう

な特別
と くべつ

の措置
そ ち

は、この
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条約
じょうやく

に規定
き て い

する差別
さ べ つ

と解
かい

してはならない。 

 

 

○障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

 （改正
かいせい

 平成
へいせい

２３年
ねん

８月
がつ

） 

＊第
だい

２条
じょう

（定義
て い ぎ

） 

この法律
ほ う り つ

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

による。 

一 障害者
しょうがいしゃ

 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

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であつて、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

にあるものをいう。 

二 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 障害
しょうがい

がある者
もの

にとつて日常
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

のものをいう。 

 

 

＊第
だい

４条
じょう

（差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

） 

何人
なんぴと

も、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として、差別
さ べ つ

することその他
た

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

する行為
こ う い

をしてはならない。 

２ 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じ ょ き ょ

は、それを必要
ひつよう

としている障害者
しょうがいしゃ

が現
げん

に存
そん

し、かつ、その実施
じ っ し

に

伴
ともな

う負
ふ

担
たん

が過重
かじゅ う

でないときは、それを怠
おこた

ることによつて前
ぜん

項
こ う

の規
き

定
てい

に違
い

反
はん

することと

ならないよう、その実施
じ っ し

について必要
ひつよう

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
はい り ょ

がされなければならない。 

３ 国
く に

は、第一項
だいいっこう

の規定
き て い

に違反
い は ん

する行為
こ う い

の防止
ぼ う し

に関
かん

する啓発
けいはつ

及
およ

び知識
ち し き

の普及
ふきゅう

を図
はか

るた

め、当該
と うがい

行為
こ う い

の防止
ぼ う し

を図
はか

るために必要
ひつよう

となる情報
じょうほう

の収集
しゅうしゅう

、整
せい

理
り

及
およ

び提
てい

供
きょう

を行
おこな

うも

のとする。 

 

○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

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

二十五年
に じ ゅ う ご ね ん

法律
ほうりつ

第六十五号
だいろくじゅうごごう

） 

目次
も く じ

 

第一章
だいいっしょう

 総則
そ う そ く

（第一条
だいいちじょう

―第五条
だいご じょ う

） 

第二章
だいにしょ 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

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

（第六条
だいろくじょう

） 
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第三章
だいさんしょう

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

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

を解
かい

消
しょう

するた

めの措置
そ ち

（第七条
だいななじょう

―第十三条
だいじゅうさんじょう

） 

第四章
だいよんしょう

 障害
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

するための支援
し え ん

措置
そ ち

（第十四条
だいじゅうよんじょう

―

第二十条
だいにじゅうじょう

） 

第五章
だいご しょ う

 雑則
ざっそ く

（第二十一条
だいにじゅういちじょう

―第二十四条
だいにじゅうよんじょう

） 

第六章
だいろくしょう

 罰則
ばっそ く

（第二十五条
だいに じゅ う ご じ ょ う

・第二十六条
だいにじゅうろくじょう

） 

附則
ふ そ く

 

第一章
だいいっしょう

 総則
そ う そ く

 

（目的
も く て き

） 

第一条
だいいちじょう

 この法律
ほ う り つ

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

（昭和
し ょ う わ

四十五年
よんじゅうごねん

法律
ほ う り つ

第八十四号
だいはちじゅうよんごう

）の基本的
き ほ ん て き

な

理念
り ね ん

にのっとり、全
すべ

ての障
しょう

害
がい

者
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

を保障
ほ し ょ う

される

権利
け ん り

を有
ゆ う

することを踏
ふ

まえ、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

する基本的
き ほ ん て き

な事項
じ こ う

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

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

を解消
かいしょう

するため

の措置
そ ち

等
と 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

を推進
すいしん

し、もって全
すべ

て

の国民
こ くみん

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

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

に資
し

することを目的
も く て き

とする。 

（定義
て い ぎ

） 

第二条
だいにじょ う

 この法律
ほ う り つ

において、次
つぎ

の各号
か く ご う

に掲
かか

げる用
よ う

語
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

めるところによる。 

一
いち

 障害者
しょうがいしゃ

 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

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、障
しょう

害
がい

及
およ

び社
し ゃ

会
かい

的
てき

障
しょう

壁
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

ものをいう。 

二
に

 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 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
かん

念
ねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。 
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三
さん

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

 国
く に

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

、独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
と う

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

（地方
ち ほ う

公営
こ うえい

企業法
きぎょ うほ う

（昭和
し ょ う わ

二十七年
にじゅうななねん

法律
ほ う り つ

第二百九十二号
だいにひゃくきゅうじゅうにごう

）第三章
だいさんしょう

の規定
き て い

の適用
てきよう

を受
う

ける

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の経営
けいえい

する企業
きぎ ょ う

を除
のぞ

く。第七号
だいななごう

、第
だい

十
じゅう

条
じょう

及
およ

び附則
ふ そ く

第
だい

四
よん

条
じょう

第
だい

一
いっ

項
こ う

において同
おな

じ。）及
およ

び地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

をいう。 

四
し

 国
く に

の行
ぎょう

政
せい

機
き

関
かん

 次
つぎ

に掲
かか

げる機
き

関
かん

をいう。 

イ 法律
ほ う り つ

の規定
き て い

に基
も と

づき内
ない

閣
か く

に置
お

かれる機関
き か ん

（内閣府
な い か く ふ

を除
のぞ

く。）及
およ

び内閣
ないかく

の

所轄
しょかつ

の下
も と

に置
お

かれる機関
き か ん

 

ロ 内
ない

閣
か く

府
ふ

、宮
く

内
ない

庁
ちょう

並
なら

びに内
ない

閣
か く

府
ふ

設
せっ

置
ち

法
ほう

（平成
へいせい

十一年
じゅういちねん

法律
ほ う り つ

第八十九号
だいはちじゅうきゅうごう

）第
だい

四
よん

十
じゅう

九
きゅう

条
じょう

第
だい

一項
いっ こ う

及
およ

び第
だい

二項
に こ う

に規定
き て い

する機関
き か ん

（これらの機関
き か ん

のうちニ
に

の政令
せいれい

で

定
さだ

める機関
き か ん

が置
お

かれる機関
き か ん

にあっては、当該
と うがい

政令
せいれい

で定
さだ

める機関
き か ん

を除
のぞ

く。） 

ハ 国家
こ っ か

行政
ぎょうせい

組織法
そ し き ほ う

（昭和
し ょ う わ

二十三年
にじゅうさんねん

法律
ほ う り つ

第百二十号
だいひゃくにじゅうごう

）第三条
だいさんじょう

第二項
だ い に こ う

に規定
き て い

する機関
き か ん

（ホの政令
せいれい

で定
さだ

める機関
き か ん

が置
お

かれる機関
き か ん

にあっては、当該
と うがい

政令
せいれい

で定
さだ

める機関
き か ん

を除
のぞ

く。） 

ニ 内閣府
な い か く ふ

設置法
せ っ ち ほ う

第三十九条
だいさんじゅうきゅうじょう

及
およ

び第
だい

五
ご

十
じゅう

五
ご

条
じょう

並
なら

びに宮
く

内
ない

庁
ちょう

法
ほう

（昭和
し ょ う わ

二十二年
に じ ゅ う に ね ん

法律
ほ う り つ

第七十号
だいななじゅうごう

）第十六条
だいじゅうろくじょう

第二項
だ い に こ う

の機関
き か ん

並
なら

びに内閣府
な い か く ふ

設置法
せ っ ち ほ う

第四十条
だいよんじゅうじょう

及
およ

び第五十六条
だいごじゅうろくじょう

（宮内庁法
く な い ち ょ うほ う

第十八条
だいじゅうはちじょう

第一項
だいいっこう

において準用
じゅんよう

する

場合
ば あ い

を含
ふ く

む。）の特別
と くべつ

の機関
き か ん

で、政令
せいれい

で定
さだ

めるもの 

ホ 国家
こ っ か

行政
ぎょうせい

組織法
そ し き ほ う

第八条
だいはちじょう

の二
に

の施設
し せ つ

等
と う

機関
き か ん

及
およ

び同法
ど うほ う

第八条
だいはちじょう

の三
さん

の特別
と くべつ

の

機関
き か ん

で、政令
せいれい

で定
さだ

めるもの 

ヘ 会計
かいけい

検査院
け ん さ い ん

 

五
ご

 独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
と う

 次
つぎ

に掲
かか

げる法人
ほうじん

をいう。 

イ 独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

（独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

通則法
つ うそ く ほ う

（平成
へいせい

十一年
じゅういちねん

法律
ほ う り つ

第百三号
だいひゃくさんごう

）第二条
だいにじょ う

第一項
だいいっこう

に規定
き て い

する独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

をいう。ロにおいて同
おな

じ。） 

ロ 法律
ほ う り つ

により直接
ちょくせつ

に設立
せつりつ

された法人
ほうじん

、特別
と くべつ

の法律
ほ う り つ

により特別
と くべつ

の設立
せつりつ

行為
こ う い

をもっ

て設立
せつりつ

された法人
ほうじん

（独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

を除
のぞ

く。）又
また

は特別
と くべつ

の法律
ほ う り つ

により設立
せつりつ

され、

かつ、その設立
せつりつ

に関
かん

し行
ぎょう

政庁
せいちょう

の認可
に ん か

を要
よ う

する法人
ほうじん

のうち、政令
せいれい

で定
さだ

めるもの 
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六
ろ く

 地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

 地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人法
ほうじんほう

（平成
へいせい

十五年
じゅうごねん

法律
ほ う り つ

第百十八号
だいひゃくじゅうはちごう

）

第二条
だいにじょ う

第一項
だいいっこう

に規定
き て い

する地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

（同法
ど うほ う

第二十一条
だいにじゅういちじょう

第三号
だいさんごう

に掲
かか

げ

る業
ぎょう

務
む

を行
おこな

うものを除
のぞ

く。）をいう。 

七
し ち

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 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

（国
く に

、独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
と う

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

及
およ

び地
ち

方
ほう

独
ど く

立
り つ

行
ぎょう

政
せい

法
ほう

人
じん

を除
のぞ

く。）をいう。 

（国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

） 

第
だい

三
さん

条
じょう

 国
く に

及
およ

び地
ち

方
ほう

公
こ う

共
きょう

団
だん

体
たい

は、この法
ほう

律
り つ

の趣
し ゅ

旨
し

にのっとり、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

の推進
すいしん

に関
かん

して必要
ひつよう

な施策
せ さ く

を策定
さ く てい

し、及
およ

びこれを実施
じ っ し

しなければなら

ない。 

（国民
こ くみん

の責務
せ き む

） 

第四条
だいよんじょう

 国民
こ くみん

は、第一条
だいいちじょう

に規定
き て い

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

する上
う え

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

が重要
じゅうよう

であることに鑑
かんが

み、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

に寄与
き よ

するよ

う努
つと

めなければならない。 

（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

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
はい り ょ

に関
かん

する環
かん

境
きょう

の整備
せ い び

） 

第
だい

五
ご

条
じょう

 行
ぎょう

政
せい

機
き

関
かん

等
と う

及
およ

び事
じ

業
ぎょう

者
し ゃ

は、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

についての必要
ひつよう

か

つ合理的
ご う り て き

な配慮
はい り ょ

を的確
てきか く

に行
おこな

うため、自
みずか

ら設置
せ っ ち

する施設
し せ つ

の構造
こ う ぞ う

の改善
かいぜん

及
およ

び設備
せ つ び

の整備
せ い び

、関係
かんけい

職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

その他
た

の必要
ひつよう

な環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めなければなら

ない。 

 

第二章
だいにしょ 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

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

第六条
だいろくじょう

 政府
せ い ふ

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

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
せ さ く

を総合的
そうご うてき

かつ

一体的
いったいてき

に実施
じ っ し

するため、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。）を定
さだ

めなければならない。 

２ 基本
き ほ ん

方針
ほうしん

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

について定
さだ

めるものとする。 

一
いち

 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

する施策
せ さ く

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な方向
ほ う こ う
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二
に

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

が講
こ う

ずべき障害
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

するための措置
そ ち

に関
かん

す

る基本的
き ほ ん て き

な事項
じ こ う

 

三
さん

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

が講
こ う

ずべき障害
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

するための措置
そ ち

に関
かん

する

基本的
き ほ ん て き

な事項
じ こ う

 

四
し

 その他
た

障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆ う

とする差
さ

別
べつ

の解
かい

消
しょう

の推
すい

進
しん

に関
かん

する施策
せ さ く

に関
かん

する重要
じゅうよう

事項
じ こ う

 

３ 内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

は、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の案
あん

を作成
さ くせい

し、閣議
か く ぎ

の決定
けってい

を求
も と

めなければならない。 

４ 内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

は、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の案
あん

を作成
さ くせい

しようとするときは、あらかじめ、障害者
しょうがいしゃ

そ

の他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させるために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こ う

ずるとともに、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさ く

委員会
い い ん か い

の意見
い け ん

を聴
き

かなければならない。 

５ 内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

は、第三項
だいさんこう

の規定
き て い

による閣議
か く ぎ

の決定
けってい

があったときは、遅滞
ち た い

なく、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を公表
こうひょう

しなければならない。 

６ 前
ぜん

三項
さん こ う

の規定
き て い

は、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の変更
へんこう

について準用
じゅんよう

する。 

第三章
だいさんしょう

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

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

を解消
かいしょう

するための措置
そ ち

 

（行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

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

の禁止
き ん し

） 

第七条
だいななじょう

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

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、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

してはならない。 

２ 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

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、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、当該
と うがい

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

て必要
ひつよう

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
はい り ょ

をしなければならない。 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

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

の禁止
き ん し

） 

第八条
だいはちじょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事業
じ ぎ ょ う

を行
おこな

うに当
あ

たり、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

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

してはならない。 
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２ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その事業
じ ぎ ょ う

を行
おこな

うに当
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
じ っ

施
し

に伴
ともな

う負
ふ

担
たん

が過
か

重
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、当該
と うがい

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

について必要
ひつよう

かつ

合理的
ご う り て き

な配慮
はい り ょ

をするように努
つと

めなければならない。 

（国
く に

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

） 

第九条
だいきゅうじょう

 国
く に

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の長
ちょう

及
およ

び独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
と う

は、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に即
そ く

して、第七条
だいななじょう

に

規定
き て い

する事項
じ こ う

に関
かん

し、当該
と うがい

国
こ く

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

及
およ

び独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
と う

の職員
しょくいん

が適切
てきせつ

に

対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な要領
ようりょう

（以下
い か

この条
じょう

及
およ

び附則
ふ そ く

第三条
だいさんじょう

において「国
く に

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」という。）を定
さだ

めるものとする。 

２ 国
く に

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の長
ちょう

及
およ

び独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
と う

は、国
く に

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

めようとす

るときは、あらかじめ、障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させるために必要
ひつよう

な

措置
そ ち

を講
こ う

じなければならない。 

３ 国
く に

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の長
ちょう

及
およ

び独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
と う

は、国
く に

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

めたときは、

遅滞
ち た い

なく、これを公表
こうひょう

しなければならない。 

４ 前
ぜん

二項
に こ う

の規定
き て い

は、国
く に

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

の変更
へんこう

について準用
じゅんよう

する。 

（地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

） 

第十条
だいじゅうじょう

 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に即
そ く

して、

第七条
だいななじょう

に規定
き て い

する事項
じ こ う

に関
かん

し、当該
と うがい

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

の職員
しょくいん

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な要領
ようりょう

（以下
い か

この条
じょう

及
およ

び附則
ふ そ く

第四条
だいよんじょう

に

おいて「地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

」という。）を定
さだ

めるよう努
つと

めるものとする。 

２ 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

めようとするときは、あらかじめ、障
しょう

害
がい

者
し ゃ

その他
た

の関
かん

係
けい

者
し ゃ

の意
い

見
けん

を反
はん

映
えい

さ

せるために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こ う

ずるよう努
つと

めなければならない。 

３ 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

めたときは、遅滞
ち た い

なく、これを公表
こうひょう

するよう努
つと

めなければならない。 



9 

４ 国
く に

は、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

による地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

の作成
さ くせい

に協力
きょうりょく

しなければならない。 

５ 前
ぜん

三項
さん こ う

の規定
き て い

は、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

の変更
へんこう

について準用
じゅんよう

する。 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

のための対応
たいおう

指針
し し ん

） 

第十一条
だいじゅういちじょう

 主務
し ゅ む

大臣
だいじん

は、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に即
そ く

して、第八条
だいはちじょう

に規定
き て い

する事項
じ こ う

に関
かん

し、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が

適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な指針
し し ん

（以下
い か

「対応
たいおう

指針
し し ん

」という。）を定
さだ

めるものとする。 

２ 第九条
だいきゅうじょう

第二項
だ い に こ う

から第四項
だいよんこう

までの規定
き て い

は、対応
たいおう

指針
し し ん

について準用
じゅんよう

する。 

（報告
ほ う こ く

の徴収
ちょうしゅう

並
なら

びに助言
じょげん

、指導
し ど う

及
およ

び勧告
かんこ く

） 

第十二条
だいじゅうにじょう

 主務
し ゅ む

大臣
だいじん

は、第八条
だいはちじょう

の規定
き て い

の施行
し こ う

に関
かん

し、特
と く

に必要
ひつよう

があると認
みと

めるとき

は、対応
たいおう

指針
し し ん

に定
さだ

める事項
じ こ う

について、当該事
と う が い じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、報告
ほ う こ く

を求
も と

め、又
また

は助言
じょげん

、

指導
し ど う

若
も

しくは勧告
かんこ く

をすることができる。 

（事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

による措置
そ ち

に関
かん

する特例
と くれい

） 

第十三条
だいじゅうさんじょう

 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

が事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

としての立場
た ち ば

で労働者
ろ う ど う し ゃ

に対
たい

して行
おこな

う

障害
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

するための措置
そ ち

については、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

する法律
ほ う り つ

（昭和
し ょ う わ

三十五年
さんじゅうごねん

法律
ほ う り つ

第百二十三号
だいひゃくにじゅうさんごう

）の定
さだ

めるところによる。 

第四章
だいよんしょう

 障害
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

するための支援
し え ん

措置
そ ち

 

（相談
そうだん

及
およ

び紛争
ふんそう

の防止
ぼ う し

等
と う

のための体制
たいせい

の整備
せ い び

） 

第
だい

十
じゅう

四
よん

条
じょう

 国
く に

及
およ

び地
ち

方
ほう

公
こ う

共
きょう

団
だん

体
たい

は、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
た

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

に的確
てきか く

に応
おう

ずるとともに、障
しょう

害
がい

を理
り

由
ゆ う

とする

差
さ

別
べつ

に関
かん

する紛
ふん

争
そ う

の防
ぼう

止
し

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

ることができるよう必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るものとする。 

（啓発
けいはつ

活動
かつどう

） 

第十五条
だいじゅうごじょう

 国
く に

及
およ

び地方
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

の解消
かいしょう

について国民
こ くみん

の

関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、特
と く

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

を妨
さまた

げている

諸要因
しょよ ういん

の解消
かいしょう

を図
はか

るため、必要
ひつよう

な啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

うものとする。 
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（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

） 

第十六条
だいじゅうろくじょう

 国
く に

は、障害
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

するための取組
と り く み

に資
し

するよう、

国内外
こ くないがい

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

及
およ

びその解消
かいしょう

のための取組
と り 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

を行
おこな

うものとする。 

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地
ち

域
いき

協
きょう

議
ぎ

会
かい

） 

第十七条
だいじゅうななじょう

 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

であって、医療
い り ょ う

、介護
か い ご

、教育
きょういく

その他
た

の

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
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

するもの（以下
い か

この項
こ う

及
およ

び次
じ

条
じょう

第二項
だ い に こ う

において「関係
かんけい

機関
き か ん

」という。）は、当該地方公共団体
と うがいちほうこうきょ うだんたい

の区域
く い き

におい

て関係機関
かんけい きかん

が行
おこな

う障害
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

及
およ

び当該
と うがい

相談
そうだん

に係
かか

る事例
じ れ い

を踏
ふ

まえた障害
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

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、関係
かんけい

機関
き か ん

により構成
こうせい

される障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域
ち い き

協議会
きょうぎかい

（以下
い か

「協
きょう

議会
ぎ か い

」という。）を組織
そ し き

することができる。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

により協議会
きょうぎかい

を組織
そ し き

する国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

は、必要
ひつよう

がある

と認
みと

めるときは、協議会
きょうぎかい

に次
つぎ

に掲
かか

げる者
もの

を構成員
こうせいいん

として加
く わ

えることができる。 

一
いち

 特定
と く て い

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

促進法
そ く しんほ う

（平成
へいせい

十年
じゅうねん

法律
ほ う り つ

第七号
だいななごう

）第二条
だいにじょ う

第二項
だ い に こ う

に規定
き て い

する

特定
と く て い

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

その他
た

の団体
だんたい

 

二
に

 学識
が く し き

経験者
けいけんしゃ

 

三
さん

 その他
た

当該
と うがい

国
こ く

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

が必要
ひつよう

と認
みと

める者
もの

 

（協議会
きょうぎかい

の事務
じ む

等
と う

） 

第十八条
だいじゅうはちじょう

 協議会
きょうぎかい

は、前条
ぜんじょう

第一項
だいいっこう

の目的
も く て き

を達
たっ

するため、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を交換
こうかん

するとと

もに、障害者
しょうがいしゃ

からの相談
そうだん

及
およ

び当該
と うがい

相談
そうだん

に係
かかわ

る事例
じ れ い

を踏
ふ

まえた障害
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

するための取組
と り く み

に関
かん

する協議
き ょ うぎ

を行
おこな

うものとする。 

２ 関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び前条
ぜんじょう

第二項
だ い に こ う

の構
こ う

成員
せいいん

（次項
じ こ う

において「構成
こうせい

機関
き か ん

等
と う

」という。）は、

前項
ぜんこう

の協議
き ょ うぎ

の結果
け っ か

に基
も と

づき、当該
と うがい

相談
そうだん

に係
かかわ

る事例
じ れ い

を踏
ふ

まえた障害
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

するための取組
と り く み

を行
おこな

うものとする。 

３ 協議会
きょうぎかい

は、第一項
だいいっこう

に規定
き て い

する情報
じょうほう

の交換
こうかん

及
およ

び協議
き ょ うぎ

を行
おこな

うため必要
ひつよう

があると認
みと

め

るとき、又
また

は構成機関等
こ う せ い き か ん と う

が行
おこな

う相談及
そうだんおよ

び当該相談
と うがいそうだん

に係
かかわ

る事例
じ れ い

を踏
ふ

まえた障害
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

するための取組
と り く み

に関
かん

し他
た

の構成
こうせい

機関
き か ん

等
と う

から要請
ようせい

があった



11 

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、構成
こうせい

機関
き か ん

等
と う

に対
たい

し、相談
そうだん

を行
おこな

った

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び差別
さ べ つ

に係
かかわ

る事案
じ あ ん

に関
かん

する情報
じょうほう

の提供
ていきょう

、意見
い け ん

の表明
ひょうめい

その他
た

の必要
ひつよう

な

協力
きょうりょく

を求
も と

めることができる。 

４ 協議会
きょうぎかい

の庶務
し ょ む

は、協議会
きょうぎかい

を構成
こうせい

する地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

において処理
し ょ り

する。 

５ 協議会
きょうぎかい

が組織
そ し き

されたときは、当該
と うがい

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、内閣府令
な い か く ふれ い

で定
さだ

めるところによ

り、その旨
むね

を公表
こうひょう

しなければならない。 

（秘密
ひ み つ

保持
ほ じ

義務
ぎ む

） 

第十九条
だいじゅうきゅうじょう

 協議会
きょうぎかい

の事務
じ む

に従事
じ ゅ う じ

する者
もの

又
また

は協議会
きょうぎかい

の事務
じ む

に従事
じ ゅ う じ

していた者
もの

は、

正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、協議会
きょうぎかい

の事務
じ む

に関
かん

して知
し

り得
え

た秘密
ひ み つ

を漏
も

らしてはならない。 

（協議会
きょうぎかい

の定
さだ

める事項
じ こ う

） 

第二十条
だいにじゅうじょう

 前
ぜん

三条
さんじょう

に定
さだ

めるもののほか、協議会
きょうぎかい

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、協議会
きょうぎかい

が定
さだ

める。 

第五章
だいご しょ う

 雑則
ざっそ く

 

（主務
し ゅ む

大臣
だいじん

） 

第二十一条
だいにじゅういちじょう

 この法律
ほ う り つ

における主務
し ゅ む

大臣
だいじん

は、対応
たいおう

指針
し し ん

の対象
たいしょう

となる事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

の事業
じ ぎ ょ う

を所管
しょかん

する大臣
だいじん

又
また

は国家
こ っ か

公
こ う

安
あん

委員会
い い ん か い

とする。 

（地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が処理
し ょ り

する事務
じ む

） 

第二十二条
だいに じゅ うに じ ょ う

 第十二条
だいじゅうにじょう

に規定
き て い

する主務
し ゅ む

大臣
だいじん

の権限
けんげん

に属
ぞ く

する事
じ

務
む

は、政令
せいれい

で定
さだ

める

ところにより、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の長
ちょう

その他
た

の執行
し っ こ う

機関
き か ん

が行
おこな

うこととすることができる。 

（権限
けんげん

の委任
い に ん

） 

第二十三条
だいにじゅうさんじょう

 この法律
ほ う り つ

の規定
き て い

により主務
し ゅ む

大臣
だいじん

の権限
けんげん

に属
ぞ く

する事項
じ こ う

は、政令
せいれい

で定
さだ

める

ところにより、その所属
し ょ ぞ く

の職員
しょくいん

に委任
い に ん

することができる。 

（政令
せいれい

への委任
い に ん

） 

第二十四条
だいにじゅうよんじょう

 この法律
ほ う り つ

に定
さだ

めるもののほか、この法律
ほ う り つ

の実施
じ っ し

のため必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、

政令
せいれい

で定
さだ

める。 
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第六章
だいろくしょう

 罰則
ばっそ く

 

第二十五条
だいに じゅ う ご じ ょ う

 第十九条
だいじゅうきゅうじょう

の規定
き て い

に違反
い は ん

した者
もの

は、一年
いちねん

以下
い か

の懲役
ちょうえき

又
また

は五十万円
ごじゅうまんえん

以下
い か

の罰金
ばっきん

に処
し ょ

する。 

第二十六条
だいにじゅうろくじょう

 第十二条
だいじゅうにじょう

の規定
き て い

による報告
ほ う こ く

をせず、又
また

は虚偽
き ょ ぎ

の報告
ほ う こ く

をした者
もの

は、

二十万円
にじゅうまんえん

以下
い か

の過料
か り ょ う

に処
し ょ

する。 

附則
ふ そ く

 

（施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

第一条
だいいちじょう

 この法律
ほ う り つ

は、平成
へいせい

二十八年
にじゅうはちねん

四月
し が つ

一日
ついたち

から施行
し こ う

する。ただし、次
じ

条
じょう

から附則
ふ そ く

第六条
だいろくじょう

までの規定
き て い

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。 

（基本
き ほ ん

方針
ほうしん

に関
かん

する経過
け い か

措置
そ ち

） 

第二条
だいにじょ う

 政府
せ い ふ

は、この法律
ほ う り つ

の施行前
し こ う ま え

においても、第六条
だいろくじょう

の規定
き て い

の例
れい

により、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を定
さだ

めることができる。この場合
ば あ い

において、内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

は、この法律
ほ う り つ

の

施行前
し こ う ま え

においても、同条
どうじょう

の規定
き て い

の例
れい

により、これを公表
こうひょう

することができる。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

により定
さだ

められた基本
き ほ ん

方針
ほうしん

は、この法律
ほ う り つ

の施行
し こ う

の日
ひ

において第六条
だいろくじょう

の規定
き て い

により定
さだ

められたものとみなす。 

（国
く に

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

に関
かん

する経過
け い か

措置
そ ち

） 

第三条
だいさんじょう

 国
く に

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の長
ちょう

及
およ

び独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
と う

は、この法律
ほ う り つ

の施行前
し こ う ま え

においても、

第九条
だいきゅうじょう

の規定
き て い

の例
れい

により、国
く に

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

め、これを公表
こうひょう

することができる。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

により定
さだ

められた国
く に

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、この法律
ほ う り つ

の施行
し こ う

の日
ひ

におい

て第九条
だいきゅうじょう

の規定
き て い

により定
さだ

められたものとみなす。 

（地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

に関
かん

する経過
け い か

措置
そ ち

） 

第四条
だいよんじょう

 地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の機関
き か ん

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
ど く り つ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

は、この法律
ほ う り つ

の施行前
し こ う ま え

におい

ても、第十条
だいじゅうじょう

の規定
き て い

の例
れい

により、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
と う

職員
しょくいん

対応
たいおう

要領
ようりょう

を定
さだ

め、これを

公表
こうひょう

することができる。 
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２ （略
りゃく

） 

（対応
たいおう

指針
し し ん

に関
かん

する経過
け い か

措置
そ ち

） 

第五条
だいご じょ う

 主務
し ゅ む

大臣
だいじん

は、この法律
ほ う り つ

の施行前
し こ う ま え

においても、第十一条
だいじゅういちじょう

の規定
き て い

の例
れい

により、

対応
たいおう

指針
し し ん

を定
さだ

め、これを公表
こうひょう

することができる。 

２ （略
りゃく

） 

（政令
せいれい

への委任
い に ん

） 

第六条
だいろくじょう

 (略
りゃく

) 

（検討
けんと う

） 

第七条
だいななじょう

 政府
せ い ふ

は、この法律
ほ う り つ

の施行
し こ う

後
ご

三年
さんねん

を経過
け い か

した場合
ば あ い

において、第八条第二項
だいはちじょ うだいにこう

に

規定
き て い

する社会的
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

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
はい り ょ

の在
あ

り方
かた

そ

の他
た

この法律
ほ う り つ

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、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、その

結果
け っ か

に応
おう

じて所要
し ょ よ う

の見
み

直
なお

しを行
おこな

うものとする。 

 

 

○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

する法律
ほう り つ

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほう り つ

 

（障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そ く しんほ う

の改正
かいせい

）  （平
へい

成
せい

25年
ねん

法
ほう

律
り つ

第
だい

46号
ご う

） 

＊第
だい

34条
じょう

～第
だい

35条
じょう

（障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

） 

第
だい

３４条
じょう

 事業主
じぎ ょ うぬし

は、労働者
ろ う ど う し ゃ

の募集
ぼ しゅ う

及
およ

び採用
さいよう

について、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して、障害者
しょうがいしゃ

でな

い者
もの

と均
きん

等
と う

な機会
き か い

を与
あた

えなければならない。 

第
だい

35条
じょう

 事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

は、賃金
ちんぎん

の決定
けってい

、教育
きょういく

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

、福利
ふ く り

厚生
こうせい

施設
し せ つ

の利用
り よ う

その他
た

の

待遇
たいぐ う

について、労働者
ろ う ど う し ゃ

が障害者
しょうがいしゃ

であることを理由
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。 

 

＊第
だい

36条
じょう

の2～4（雇用
こ よ う

の分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との均等
きん と う

な機会
き か い

の確保
か く ほ

等
と う

を図
はか

るための措置
そ ち

） 

 

第
だい

３６条
じょう

の２ 事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

は、労働者
ろ う ど う し ゃ

の募集
ぼ しゅ う

及
およ

び採用
さいよう

について、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

と
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の均等
きんと う

な機会
き か い

の確保
か く ほ

の支障
し し ょ う

となつている事情
じ じ ょ う

を改善
かいぜん

するため、労働者
ろ う ど う し ゃ

の募集
ぼ しゅ う

及
およ

び採用
さいよう

に当
あ

たり障害者
しょうがいしゃ

からの申出
も う し で

により当該
と うがい

障害者
しょうがいしゃ

の障害
しょうがい

の特性
と くせい

に配慮
はい り ょ

した

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こ う

じなければならない。ただし、事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

に対
たい

して過重
かじゅ う

な負担
ふ た ん

を及
およ

ぼすこととなるときは、この限
かぎ

りでない。 

第
だい

３６条
じょう

の３ 事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

は、障害者
しょうがいしゃ

である労働者
ろ う ど う し ゃ

について、障害者
しょうがいしゃ

でない労働者
ろ う ど う し ゃ

との均等
きんと う

な待遇
たいぐ う

の確保
か く ほ

又
また

は障害者
しょうがいしゃ

である労働者
ろ う ど う し ゃ

の有
ゆ う

する能力
のうりょく

の有効
ゆ う こ う

な発揮
は っ き

の支障
し し ょ う

とな

つている事情
じ じ ょ う

を改善
かいぜん

するため、その雇用
こ よ う

する障害者
しょうがいしゃ

である労働者
ろ う ど う し ゃ

の障害
しょうがい

の

特性
と くせい

に配慮
はい り ょ

した職務
し ょ く む

の円滑
えんかつ

な遂行
すいこう

に必要
ひつよう

な施設
し せ つ

の整備
せ い び

、援助
えんじょ

を行
おこな

う者
もの

の配置
は い ち

その他
た

の必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こ う

じなければならない。ただし、事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

に対
たい

して過重
かじゅ う

な

負担
ふ た ん

を及
およ

ぼすこととなるときは、この限
かぎ

りでない。 

第
だい

３６条
じょう

の４ 事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

は、前
ぜん

二条
に じ ょ う

に規定
き て い

する措置
そ ち

を講
こ う

ずるに当
あ

たつては、障害者
しょうがいしゃ

の

意向
い こ う

を十分
じゅうぶん

に尊重
そんちょう

しなければならない。 

２ 事業
じ ぎ ょ う

主
ぬし

は、前条
ぜんじょう

に規定
き て い

する措置
そ ち

に関
かん

し、その雇用
こ よ う

する障害者
しょうがいしゃ

である労働
ろ う ど う

 

者
し ゃ

からの相談
そうだん

に応
おう

じ、適切
てきせつ

に対応
たいおう

するために必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せ い び

その他
た

の雇用
こ よ う

管理上
かん り じ ょ う

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こ う

じなければならない。 

 

 

○手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

を確立
か く り つ

するとともに要約
よ う や く

筆記
ひ っ き

・点字
て ん じ

・音訳
おんやく

等
と う

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニ

ケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

を促進
そ く し ん

する条例
じょうれい

 （明石市
あ か し し

） 

（平成
へいせい

27年
ねん

3月
がつ

制定
せいてい

 4月
がつ

施行
し こ う

） 

 

＊第
だい

３条
じょう

（定
てい

義
ぎ

） 

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、当該各号
と うがいか く ご う

に定
さだ

めるところによる。 

(１) 障害者
しょうがいしゃ

 身体障害
しんたいしょうがい

、知的障害
ちてきしょうがい

、精神障害
せいしんしょうがい

（発達障害
はったつしょうがい

を含
ふ く

む。）、難治性
な ん じ せ い

疾患
しっかん

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

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、障害
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

又
また

は断続的
だんぞくてき

に日常生活又
にちじょうせいかつまた

は社会生活
しゃかいせいかつ

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

にあるものをいう。 

(２) ろう者
し ゃ

 手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会生活
しゃかいせいかつ

を営
いとな

む者
もの

をいう。 

(３) 社会的障壁
しゃかいてきしょうへき

 障害者
しょうがいしゃ

が日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会生活
しゃかいせいかつ

を営
いとな

む上
う え

で障壁
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
いっ

切
さい

のものをいう。 
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(４) 手話等
し ゅ わ と う

コミュニケーション手段
しゅだん

 独自言語
ど く じ げ ん ご

としての手話
し ゅ わ

、要約筆記等
よ う や く ひ っ き と う

の文字
も じ

の

表示
ひ ょ う じ

、点字
て ん じ

、音訳
おんやく

、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

、代筆及
だいひつおよ

び代読
だいど く

その他
た

日常生活
にちじょうせいかつ

又
また

は社会参加
し ゃ か い さ ん か

を

行
おこな

う場合
ば あ い

に必要
ひつよう

とされる補助的及
ほ じ ょ て き お よ

び代替的
だいたいてき

な手段
しゅだん

としての情報及
じょうほうおよ

びコミュニケー

ション支援用具等
し え ん よ う ぐ と う

をいう。 

(５) 合理的
ご う り て き

な配慮
はい り ょ

 障害者
しょうがいしゃ

が日常生活又
にちじょうせいかつまた

は社会生活
しゃかいせいかつ

において、障害
しょうがい

のない人
ひと

と

同等
ど う と う

の権利
け ん り

を行使
こ う し

するため、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

及
およ

び調整等
ちょうせいとう

を行
おこな

うこと

をいう。 

 

＊第
だい

４条
じょう

（市
し

の責務
せ き む

） 

市
し

は、基本理念
き ほ ん り ね ん

にのっとり、次
つぎ

に掲
かか

げる施策
せ さ く

を推進
すいしん

するものとする。 

(１) 公的
こ うてき

機関
き か ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

が合理的
ご う り て き

な配慮
はい り ょ

を行
おこな

うことができるよう支援
し え ん

すること。 

(２) 障害者
しょうがいしゃ

、コミュニケーション支援
し え ん

従事者
じ ゅ う じ し ゃ

等
と う

、公的機関
こ う て き き か ん

及
およ

び事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

の協力
きょうりょく

を得
え

て、

手話等
し ゅ わ と う

コミュニケーション手段
しゅだん

の意義
い ぎ

及
およ

び基本理念
き ほ ん り ね ん

に対
たい

する市民
し み ん

の理解
り か い

を深
ふか

める

ための取組
と り く み

を行
おこな

うこと。  

（以下
い か

、略
りゃく

） 

 

※別紙
べ っ し

「条例
じょうれい

の概要
がいよう

」参照
さんしょう

 

 

 

以上
い じ ょ う

 


