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 人
ひと

は多様
た よ う

であり、誰
だれ

一人
ひ と り

として同
おな

じ人間
にんげん

はいません。そして、一人
ひ と り

ひとりの個性
こ せ い

が

尊重
そんちょう

され、誰
だれ

もが差別
さ べ つ

されず、自由
じ ゆ う

を制限
せいげん

されることなく暮
く

らす権利
け ん り

を持
も

っていま

す。この考
かんが

え方
かた

は、児童
じ ど う

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

や障害者
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

など

国際的
こくさいてき

な人権
じんけん

条約
じょうやく

でも保障
ほしょう

されていて、世界
せ か い

共通
きょうつう

の目標
もくひょう

であるＳＤＧｓ
えすでぃーじーず

の中
なか

でも

人権
じんけん

の尊重
そんちょう

を土台
ど だ い

として、「誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さないインクルーシブな社会
しゃかい

」を目指
め ざ

し

ていくことが掲
かか

げられています。 

 明石市
あ か し し

は、こうした国際
こくさい

規範
き は ん

を踏
ふ

まえ、多様
た よ う

な市民
し み ん

の声
こえ

を聴
き

き、コミュニケーシ

ョンを重
かさ

ねてそのニーズを施策
せ さ く

に反映
はんえい

させることを模索
も さ く

しながら、みんながありの

ままで安心
あんしん

して暮
く

らせるまちを目指
め ざ

して、様々
さまざま

なまちづくりの取組
とりくみ

を推進
すいしん

してきま

した。 

 そのような中
なか

、２０２０年
ねん

の新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染
かんせん

拡大
かくだい

に端
たん

を発
はっ

した

社会
しゃかい

の変化
へ ん か

は、障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

、生活
せいかつ

困窮者
こんきゅうしゃ

など生活上
せいかつじょう

の制限
せいげん

を受
う

けている人
ひと

は

もとより、多
おお

くの市民
し み ん

に様々
さまざま

な制限
せいげん

を強
し

いる状 況
じょうきょう

をつくり出
だ

しただけでなく、ウ

イルス感染
かんせん

をめぐる新
あら

たな差別
さ べ つ

や排除
はいじょ

、分断
ぶんだん

や孤立
こ り つ

を生
う

み出
だ

すこととなりました。

他方
た ほ う

で、「これまであたりまえにできていたことができなくなる」といった生活上
せいかつじょう

の制限
せいげん

を多
おお

くの人
ひと

が感
かん

じざるを得
え

ない状 況
じょうきょう

に至
いた

ったことは、誰
だれ

もが制限
せいげん

されるこ

となく安心
あんしん

して暮
く

らせるまちの必要性
ひつようせい

を、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが実感
じっかん

する大
おお

きなきっか

けとなりました。 

 今
いま

こそ、生
い

きづらさを感
かん

じている多様
た よ う

な人
ひと

たちがまちづくりに参加
さ ん か

し、その視点
し て ん

や

経験
けいけん

を活
い

かして市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが感
かん

じている制限
せいげん

を取
と

り払
はら

う方法
ほうほう

を模索
も さ く

しながら、

誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

さないインクルーシブな社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

していくべきです。 

 ここに私
わたし

たちは、明石市
あ か し し

の「やさしいまちづくり」の考
かんが

え方
かた

に沿
そ

った「インク

ルーシブ」という世界
せ か い

共通
きょうつう

の理念
り ね ん

を共
きょう

有
ゆう

し、今後
こ ん ご

生
しょう

じる差別
さ べ つ

も含
ふく

め「いかなる差別
さ べ つ



も許
ゆる

さない」という決意
け つ い

を示
しめ

すとともに、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの尊厳
そんげん

と多様性
たようせい

が大切
たいせつ

に

され、誰
だれ

もが自由
じ ゆ う

を制限
せいげん

されることのないまちづくりをみんなで進
すす

めていくために、

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、すべての市民
し み ん

が異
こと

なる価値観
か ち か ん

を認
みと

め合
あ

い、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとり

の多様性
たようせい

が尊重
そんちょう

されることで、誰
だれ

もが持
も

てる力
ちから

を発揮
は っ き

できるインクルーシブな

まちをつくるために必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

めることにより、すべての市民
し み ん

が大切
たいせつ

にされ、

誰
だれ

一人
ひ と り

取
と

り残
のこ

されることのないインクルーシブ社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

とする。 

 （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。 

 (１) インクルーシブ社会
しゃかい

 多様性
たようせい

が尊重
そんちょう

され、障害
しょうがい

の有無
う む

及
およ

び程度
て い ど

、年齢
ねんれい

、

性別
せいべつ

、国籍
こくせき

等
とう

によって、差別
さ べ つ

され、排除
はいじょ

され、取
と

り残
のこ

され、又
また

は社会
しゃかい

の一員
いちいん

と

して分
わ

け隔
へだ

てられることなく、誰
だれ

もが望
のぞ

む場所
ば し ょ

で安心
あんしん

して楽
たの

しみながら生活
せいかつ

す

ることができる社会
しゃかい

をいう。 

 (２) ユニバーサルデザインのまちづくり 障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル（障害
しょうがい

は機能
き の う

障害
しょうがい

と周囲
しゅうい

の様々
さまざま

な障壁
しょうへき

との相互
そ う ご

作用
さ よ う

によって生
しょう

じるとする 考
かんが

え方
かた

をい

う。）を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

の有無
う む

及
およ

び程度
て い ど

、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、国籍
こくせき

等
とう

にかかわらず、誰
だれ

も

が自由
じ ゆ う

に移動
い ど う

でき、安全
あんぜん

かつ快適
かいてき

な生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるまちにすることを

いう。 

 (３) 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。）、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

がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

（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。以下
い か

同
おな

じ。）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
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。 

 (４) 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

 障害者
しょうがいしゃ

をはじめ、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

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

におい

て支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする状態
じょうたい

にある者
もの

をいう。 

 (５) 市民
し み ん

 市内
し な い

に居住
きょじゅう

し、又
また

は通勤
つうきん

し、若
も

しくは通学
つうがく

する者
もの

をいう。 

 (６) 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 市内
し な い

において事業
じぎょう

活動
かつどう

を行
おこな

う者
もの

又
また

は団体
だんたい

をいう。 

 （基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第
だい

３条
じょう

 インクルーシブ社会
しゃかい

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、意思
い し

の形成
けいせい

又
また

は表明
ひょうめい

に係
かか

る支援
し え ん

その他
た

の必要
ひつよう

とする支援
し え ん

を受
う

けられることを基本
き ほ ん

と



して実現
じつげん

されなければならない。 

２ インクルーシブ社会
しゃかい

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が支援
し え ん

される存在
そんざい

としてのみ捉
とら

えられるので

はなく、その自己
じ こ

決定権
けっていけん

が尊重
そんちょう

され、その参画
さんかく

が社会
しゃかい

全体
ぜんたい

によい効果
こ う か

を生
う

み出
だ

す

ために必要
ひつよう

であると理解
り か い

されることを基本
き ほ ん

として実現
じつげん

されなければならない。 

３ インクルーシブ社会
しゃかい

は、誰
だれ

もが日常
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

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

において

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする状態
じょうたい

になり得
う

るとの認識
にんしき

のもと、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が必要
ひつよう

なときに

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられることが、誰
だれ

もが心
こころ

から安心
あんしん

して暮
く

らせる社会
しゃかい

につながる

と理解
り か い

されることを基本
き ほ ん

として実現
じつげん

されなければならない。 

４ インクルーシブ社会
しゃかい

は、誰
だれ

もがそれぞれの置
お

かれた状 況
じょうきょう

に応
おう

じて個性
こ せ い

を活
い

か

し、持
も

てる力
ちから

を最大限
さいだいげん

に発揮
は っ き

することを旨
むね

として実現
じつげん

されなければならない。 

 （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、インクルーシブ社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた施策
せ さ く

（以下
い か

「インクルーシブ施策
せ さ く

」という。）を推進
すいしん

するものとする。 

２ 市
し

は、職員
しょくいん

に対
たい

して研修
けんしゅう

等
とう

を行
おこな

い、インクルーシブ社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて取
と

り

組
く

むために必要
ひつよう

な職員
しょくいん

一人
ひ と り

ひとりの意識
い し き

の向上
こうじょう

を図
はか

らなければならない。 

３ 市
し

は、総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

にインクルーシブ施策
せ さ く

を推進
すいしん

するために、市
し

の関係
かんけい

部局
ぶきょく

の横断的
おうだんてき

かつ一体的
いったいてき

な連携
れんけい

を促進
そくしん

するものとする。 

 （市民
し み ん

の役割
やくわり

） 

第
だい

５条
じょう

 市民
し み ん

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、積極的
せっきょくてき

にインクルー

シブ社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

（以下
い か

「インクルーシブな取組
とりくみ

」という。）を推進
すいしん

す

るよう努
つと

めなければならない。 

２ 市民
し み ん

は、市
し

が実施
じ っ し

するインクルーシブ施策
せ さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めなければなら

ない。 

 （事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

） 

第
だい

６条
じょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、積極的
せっきょくてき

にインクル

ーシブな取組
とりくみ

を推進
すいしん

するよう努
つと

めなければならない。 

２ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、市
し

が実施
じ っ し

するインクルーシブ施策
せ さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めなければな

らない。 

３ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、誰
だれ

もが働
はたら

きやすい就労
しゅうろう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

するものとする。 

 （財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第
だい

７条
じょう

 市
し

は、インクルーシブ施策
せ さ く

を推進
すいしん

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

ずるものとする。 

   第
だい

２章
しょう

 基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 



 （あらゆる差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

） 

第
だい

８条
じょう

 インクルーシブ社会
しゃかい

を実現
じつげん

するためには、あらゆる差別
さ べ つ

が解
かい

消
しょう

されなけ

ればならない。 

２ 市
し

は、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら、差別
さ べ つ

を解
かい

消
しょう

するために必要
ひつよう

な施策
せ さ く

を推進
すいしん

するものとする。 

３ 前項
ぜんこう

に規定
き て い

する必要
ひつよう

な施策
せ さ く

のうち、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

（障害者
しょうがいしゃ

が現
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

としていることが認識
にんしき

できる場合
ば あ い

において、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

が

障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と同等
どうとう

に権利
け ん り

を行使
こ う し

することができるようにするため、その実施
じ っ し

が社会
しゃかい

通念上
つうねんじょう

相当
そうとう

と認
みと

められる範囲
は ん い

を超
こ

えた過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

とならない程度
て い ど

で、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の意向
い こ う

を尊重
そんちょう

しながら、その性別
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

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
ちょうせい

等
とう

の措置
そ ち

を行
おこな

うことをいう。）その他
た

の障害
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

に必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、別
べつ

に条例
じょうれい

で定
さだ

める。 

 （障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の参画
さんかく

） 

第
だい

９条
じょう

 インクルーシブ施策
せ さ く

及
およ

びインクルーシブな取組
とりくみ

（以下
い か

「インクルーシブな

取組
とりくみ

等
とう

」という。）を効果的
こうかてき

に実施
じ っ し

するには、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の参画
さんかく

を得
え

ることの重要性
じゅうようせい

及
およ

び有効性
ゆうこうせい

を障害者
しょうがいしゃ

等
とう

を含
ふく

むすべての者
もの

が深
ふか

く認識
にんしき

するとともに、様々
さまざま

な立場
た ち ば

の

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の積極的
せっきょくてき

な参画
さんかく

が図
はか

られなければならない。 

２ 障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の参画
さんかく

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

との対話
た い わ

を通
つう

じ、共
とも

にインクルーシブ社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

すという姿勢
し せ い

で行
おこな

われなければならない。 

３ インクルーシブな取組
とりくみ

等
とう

について、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の参画
さんかく

を得
え

た場合
ば あ い

は、当該
とうがい

参画
さんかく

を

行
おこな

った障害者
しょうがいしゃ

等
とう

のニーズを踏
ふ

まえ、その検討
けんとう

が行
おこな

われなければならない。 

４ 市
し

は、インクルーシブ施策
せ さ く

を実施
じ っ し

する場合
ば あ い

は、企画
き か く

立案
りつあん

から評価
ひょうか

検証
けんしょう

に至
いた

るま

でのすべての過程
か て い

において、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の参画
さんかく

機会
き か い

を確保
か く ほ

するものとする。 

 （情報
じょうほう

の確保
か く ほ

及
およ

び利用
り よ う

） 

第
だい

１０条
じょう

 インクルーシブ社会
しゃかい

を実現
じつげん

するためには、すべての者
もの

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を

確保
か く ほ

することができるよう配慮
はいりょ

されなければならない。 

２ 市
し

は、情報
じょうほう

を得
え

ることが困難
こんなん

な者
もの

が有
ゆう

している多種多様
た し ゅ た よ う

なニーズを的確
てきかく

に把握
は あ く

し、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

をこれらの者
もの

に適
てき

切
せつ

に提
てい

供
きょう

するものとする。 

３ 市
し

は、誰
だれ

もが円滑
えんかつ

に情報
じょうほう

を利用
り よ う

し、及
およ

びその意思
い し

を表示
ひょうじ

できるよう、情報
じょうほう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

等
とう

に関
かん

し、必要
ひつよう

な施策
せ さ く

を講
こう

じなければならない。 

４ 前項
ぜんこう

に規定
き て い

する必要
ひつよう

な施策
せ さ く

のうち、手話
し ゅ わ

等
とう

コミュニケーション手段
しゅだん

（独自
ど く じ

言語
げ ん ご

と

しての手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

等
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
だいひつ

及
およ

び代読
だいどく

その他
た

日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

参加
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
ほじょてき

及
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
じょうほう

及
およ

びコミュニケーション支援
し え ん

用具
よ う ぐ

等
とう

をいう。）の推進
すいしん

に関
かん

し

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、別
べつ

に条例
じょうれい

で定
さだ

める。 

 （市
し

、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

協 力
きょうりょく

） 

第
だい

１１条
じょう

 市
し

、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

は、相互
そ う ご

に連携
れんけい

協 力
きょうりょく

し、一体
いったい

となっ

て、インクルーシブな取組
とりくみ

等
とう

を推進
すいしん

しなければならない。 

２ 市
し

は、総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

にインクルーシブな取組
とりくみ

等
とう

を推進
すいしん

するために、市
し

、市民
し み ん

、

事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

を促進
そくしん

しなければならない。 

   第
だい

３章
しょう

 インクルーシブ社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた基本的
きほんてき

な施策
せ さ く

 

 （インクルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

） 

第
だい

１２条
じょう

 すべての子
こ

どもたちが、地域
ち い き

の学校
がっこう

で共
とも

に学
まな

ぶことを基本
き ほ ん

とし、かつ、

安心
あんしん

して学
まな

び、自分
じ ぶ ん

らしさを発揮
は っ き

できる学校
がっこう

教育
きょういく

（以下
い か

「インクルーシブ教育
きょういく

」

という。）を実現
じつげん

するためには、市
し

、学校
がっこう

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

の連携
れんけい

のもと、これらの者
もの

及
およ

び子
こ

どもたちの家族
か ぞ く

の間
あいだ

でインクルーシブ教育
きょういく

の理念
り ね ん

が共有
きょうゆう

されるととも

に、子
こ

どもたちの声
こえ

に耳
みみ

を傾
かたむ

けながら、誰
だれ

もが参加
さ ん か

し、学
まな

ぶことのできる環境
かんきょう

づ

くりが図
はか

られなければならない。 

２ 市
し

は、学校
がっこう

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

の連携
れんけい

に向
む

けた取組
とりくみ

、教 職 員
きょうしょくいん

の理解
り か い

を深
ふか

めるための

取組
とりくみ

その他
た

のインクルーシブ教育
きょういく

を実現
じつげん

するために必要
ひつよう

な学校
がっこう

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

に対
たい

する取組
とりくみ

を推進
すいしん

するものとする。 

３ 市
し

は、様々
さまざま

な特性
とくせい

を持
も

つ子
こ

どもたちが共
とも

に過
す

ごすことができる環境
かんきょう

を確保
か く ほ

し、

すべての子
こ

どもたちに対
たい

して多様性
たようせい

への理解
り か い

を深
ふか

める取組
とりくみ

を実施
じ っ し

する。 

４ 市
し

は、すべての子
こ

どもたちが、地域
ち い き

の学校
がっこう

で共
とも

に学
まな

ぶことができる環境
かんきょう

及
およ

び学
まな

びの機会
き か い

について、自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

で選択
せんたく

することができる環境
かんきょう

を整
ととの

えるものとする。 

５ 市
し

は、専門性
せんもんせい

を持
も

つ人的
じんてき

資源
し げ ん

を確保
か く ほ

するなど前
ぜん

３項
こう

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

するために

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じるものとする。 

 （災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

の支援
し え ん

等
とう

） 

第
だい

１３条
じょう

 災害
さいがい

時
じ

に災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

（災害
さいがい

時
じ

に特
とく

に配慮
はいりょ

を要
よう

する者
もの

をいう。以下
い か

同
おな

じ。）の安全
あんぜん

が確保
か く ほ

されるためには、平常
へいじょう

時
じ

における地域
ち い き

住民
じゅうみん

同士
ど う し

のつながりの

重要性
じゅうようせい

が市
し

、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

に認識
にんしき

されなければならない。 

２ 市
し

は、災害
さいがい

時
じ

において、災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

の避難
ひ な ん

及
およ

び避難
ひ な ん

生活
せいかつ

が適
てき

切
せつ

に支援
し え ん

され

るよう、日頃
ひ ご ろ

から地域
ち い き

住民
じゅうみん

同士
ど う し

が連携
れんけい

協 力
きょうりょく

しやすい環境
かんきょう

づくりに努
つと

めるもの

とする。 

３ 市
し

は、前項
ぜんこう

に掲
かか

げるもののほか、災害
さいがい

時
じ

における災害
さいがい

時
じ

要配慮者
ようはいりょしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

に

係
かか

る施策
せ さ く

を推進
すいしん

するものとする。 



４ 市
し

は、災害
さいがい

と同程度
どうていど

と認
みと

められる大規模
だ い き ぼ

な感染症
かんせんしょう

その他
た

市民
し み ん

の生活
せいかつ

及
およ

び安全
あんぜん

が

脅
おびや

かされる事態
じ た い

が発生
はっせい

した場合
ば あ い

は、市民
し み ん

の生活
せいかつ

及
およ

び安全
あんぜん

を確保
か く ほ

するため、当該
とうがい

事態
じ た い

の特性
とくせい

を踏
ふ

まえ、迅速
じんそく

かつ適切
てきせつ

な対応
たいおう

を行
おこな

うものとする。 

 （総合
そうごう

相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

等
とう

） 

第
だい

１４条
じょう

 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

からの相談
そうだん

に総合的
そうごうてき

に対応
たいおう

することができるよう、関係
かんけい

部局
ぶきょく

の横断的
おうだんてき

な連携
れんけい

のもと、相談
そうだん

体制
たいせい

を整備
せ い び

するものとする。 

２ 市
し

は、相談
そうだん

体制
たいせい

を整備
せ い び

する際
さい

には、関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び地域
ち い き

住民
じゅうみん

と連携
れんけい

するものとす

る。 

３ 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が抱
かか

える課題
か だ い

が深刻化
しんこくか

する前
まえ

に当該
とうがい

課題
か だ い

を顕在化
けんざいか

させるととも

に、本人
ほんにん

の意思
い し

決定
けってい

を尊重
そんちょう

し、及
およ

び支援
し え ん

し、かつ、本人
ほんにん

自
みずか

らの力
ちから

が発揮
は っ き

される

よう配慮
はいりょ

しながら、課題
か だ い

解決
かいけつ

につなげるための適切
てきせつ

な支援
し え ん

に努
つと

めるものとする。 

 （地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

） 

第
だい

１５条
じょう

 誰
だれ

もが地域
ち い き

で安心
あんしん

して快適
かいてき

に生活
せいかつ

するためには、住
す

まいの確保
か く ほ

、支援
し え ん

サ

ービスの提供
ていきょう

その他
た

の地域
ち い き

での暮
く

らしの支援
し え ん

に関
かん

する取組
とりくみ

が推進
すいしん

されなければ

ならない。 

２ 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

の促進
そくしん

に寄
き

与
よ

する施設
し せ つ

の整備
せ い び

その他
た

の住
す

まいの確保
か く ほ

に

困難
こんなん

を抱
かか

える者
もの

にとって必要
ひつよう

な施策
せ さ く

を行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。 

３ 市
し

は、福祉
ふ く し

に関
かん

する知識
ち し き

又
また

は介護
か い ご

等
とう

の技能
ぎ の う

を有
ゆう

する者
もの

（以下
い か

「福祉
ふ く し

人材
じんざい

」とい

う。）の知識
ち し き

及
およ

び技能
ぎ の う

の必要性
ひつようせい

を認識
にんしき

し、かつ、当該
とうがい

必要性
ひつようせい

に係
かか

る事
じ

業者
ぎょうしゃ

の理解
り か い

促進
そくしん

に努
つと

めるものとする。 

４ 市
し

は、研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

その他
た

の必要
ひつよう

な施策
せ さ く

の実施
じ っ し

により、積極的
せっきょくてき

に福祉
ふ く し

人材
じんざい

の養成
ようせい

及
およ

び専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、福祉
ふ く し

人材
じんざい

の確保
か く ほ

に関
かん

する施策
せ さ く

の実施
じ っ し

に努
つと

める

ものとする。 

 （障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

する雇用
こ よ う

及
およ

び就労
しゅうろう

の支援
し え ん

） 

第
だい

１６条
じょう

 市
し

は、雇用
こ よ う

する障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の就労
しゅうろう

環境
かんきょう

を整備
せ い び

するとともに、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、

関係
かんけい

機関
き か ん

等
とう

と相互
そ う ご

に連携
れんけい

して、それぞれの特性
とくせい

に応
おう

じた障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の適切
てきせつ

な雇用
こ よ う

及
およ

び就労
しゅうろう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

に努
つと

めるものとする。 

 （地域
ち い き

生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

の整備
せ い び

等
とう

） 

第
だい

１７条
じょう

 地域
ち い き

生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

（官公
かんこう

署
しょ

、学校
がっこう

等
とう

の公共
こうきょう

施設
し せ つ

、事業所
じぎょうしょ

、事務所
じ む し ょ

、病院
びょういん

、

集 会 場
しゅうかいじょう

、物品
ぶっぴん

販売業
はんばいぎょう

又
また

はサービス業
ぎょう

を営
いとな

む店舗
て ん ぽ

、宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

、鉄道
てつどう

の駅
えき

、道路
ど う ろ

、

公園
こうえん

その他
た

の不特定
ふとくてい

又
また

は多数
た す う

の者
もの

が利用
り よ う

する施設
し せ つ

をいう。以下
い か

同
おな

じ。）は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

をはじめすべての市民
し み ん

の尊厳
そんげん

が大切
たいせつ

にされ、誰
だれ

もが分
わ

け隔
へだ

てなく利用
り よ う

できるよ

う配慮
はいりょ

されたものでなければならない。 



２ 地域
ち い き

生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

を管理
か ん り

する者
もの

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

をはじめすべての市民
し み ん

が当該
とうがい

施設
し せ つ

を安全
あんぜん

かつ快適
かいてき

に利用
り よ う

できるよう、当該
とうがい

施設
し せ つ

の職員
しょくいん

に対
たい

する障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の理解
り か い

に

係
かか

る研修
けんしゅう

その他
た

の必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を実施
じ っ し

するよう努
つと

めるものとする。 

３ 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

及
およ

び地域
ち い き

住民
じゅうみん

のニーズを踏
ふ

まえて、地域
ち い き

生活
せいかつ

関連
かんれん

施設
し せ つ

の整
せい

備
び

に

係
かか

る施策
せ さ く

及
およ

び前項
ぜんこう

の取組
とりくみ

の支援
し え ん

に係
かか

る施策
せ さ く

の実施
じ っ し

に努
つと

めるものとする。 

 （移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

） 

第
だい

１８条
じょう

 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

をはじめすべての市民
し み ん

の安全
あんぜん

で安心
あんしん

かつ自由
じ ゆ う

な移動
い ど う

を

実現
じつげん

するため、切
き

れ目
め

のない移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

及
およ

び整備
せ い び

（移動
い ど う

するために必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

の確保
か く ほ

及
およ

び情報
じょうほう

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を含
ふく

む。）に努
つと

めるものとする。 

 （移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

促進
そくしん

方針
ほうしん

及
およ

び基本
き ほ ん

構想
こうそう

との関係
かんけい

） 

第
だい

１９条
じょう

 市
し

は、移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

促進
そくしん

方針
ほうしん

（高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の

促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

１８年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

９１号
ごう

）第
だい

２４条
じょう

の２第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する

移動
い ど う

等
とう

円滑化
えんかつか

促進
そくしん

方針
ほうしん

をいう。）又
また

は基本
き ほ ん

構想
こうそう

（同法
どうほう

第
だい

２５条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する

基本
き ほ ん

構想
こうそう

をいう。）を作成
さくせい

した場合
ば あ い

は、これらに従
したが

ってユニバーサルデザインの

まちづくりを推進
すいしん

しなければならない。 

 （ユニバーサルツーリズムの促進
そくしん

） 

第
だい

２０条
じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

の有無
う む

及
およ

び程度
て い ど

、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、国籍
こくせき

等
とう

にかかわらず、市民
し み ん

及
およ

び観光客
かんこうきゃく

の誰
だれ

もが旅行
りょこう

を安心
あんしん

して楽
たの

しむことができる環境
かんきょう

の整
せい

備
び

に努
つと

めるとと

もに、当該
とうがい

旅行
りょこう

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

に努
つと

めるものとする。 

２ 市
し

は、前項
ぜんこう

の規定
き て い

による環境
かんきょう

整備
せ い び

及
およ

び普及
ふきゅう

促進
そくしん

に当
あ

たっては、様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

の

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

するものとする。 

   附
ふ

 則
そく

 

 この条例
じょうれい

は、令和
れ い わ

４年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
せ こ う

する。 


