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 （仮称
かしょう

）町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

をなくし 

誰
だれ

もがともに生
い

きる社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

（素案
そ あ ん

） 
 

１ 制定
せいてい

理由
り ゆ う

 

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

がない地域
ち い き

社会
しゃかい

づくりを実現
じつげん

するため、２０２１年度
ね ん ど

に策定
さくてい

した「町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい者
しゃ

プラン２１－２６」では、重点
じゅうてん

施策
せ さ く

として、本条例
ほんじょうれい

の制定
せいてい

を位置付
い ち づ

けています。 

また、２０２２年度
ね ん ど

に策定
さくてい

した「町田市
ま ち だ し

地域
ち い き

ホッとプラン」では、「地域
ち い き

で

ささえあい、誰
だれ

もが自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らせるまちだ」を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とし、年齢
ねんれい

や性
せい

別
べつ

、障
しょう

がいの有無
う む

等
とう

にかかわらず、誰
だれ

もが身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支
ささ

え合
あ

い、自分
じ ぶ ん

の

役割
やくわり

や活躍
かつやく

の機会
き か い

を得
え

られ、自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

らすことができるまち、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

しています。 

そして、２０２３年
ねん

３月
がつ

に閣議
か く ぎ

決定
けってい

された「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

」では、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の相談
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

整備
せ い び

について、区
く

市町村
しちょうそん

が基本的
きほんてき

な役割
やくわり

を果
は

たすことを求
もと

めています。 

これらを踏
ふ

まえ、本条例
ほんじょうれい

では市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

のほか市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの、 障
しょう

が

いについての理解
り か い

を促進
そくしん

し、 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

体制
たいせい

の拡
かく

充
じゅう

や、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のための体制
たいせい

整備
せ い び

などを定
さだ

めます。 
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○条例
じょうれい

の名称
めいしょう

 

町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

をなくし誰
だれ

もがともに生
い

きる社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

 

 

【解説
かいせつ

】 

町田市
ま ち だ し

が目指
め ざ

す共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けて、障
しょう

がい者
しゃ

への差別
さ べ つ

をなくすため

の条例
じょうれい

であることを明示
め い じ

する条例
じょうれい

名
めい

としました 

 

○前
ぜん

文
ぶん

及
およ

び条文
じょうぶん

 

 

前文
ぜんぶん

 

障
しょう

がいがある人
ひと

もない人
ひと

もみな、かけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

され、

地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、 自
みずか

らの意思
い し

で日々
ひ び

の生活
せいかつ

を選択
せんたく

し、余暇
よ か

を楽
たの

しみ、

条
例
名

じ
ょ
う
れ
い
め
い

・
前
文

ぜ
ん
ぶ
ん 

目
的

も
く
て
き

・
定
義

て

い

ぎ

（
第だ

い

１

条
じ
ょ
う

・
第だ

い

２

条
じ
ょ
う

） 

基
本

き

ほ

ん

理
念

り

ね

ん

・
責
務

せ

き

む

（
第だ

い

３

条
じ
ょ
う

～
第だ

い

７

条
じ
ょ
う

） 

差
別

さ

べ

つ

の
禁
止

き

ん

し

・
合
理
的

ご
う
り
て
き

配
慮

は
い
り
ょ

（
第だ

い

８

条
じ
ょ
う

・
第だ

い

９

条
じ
ょ
う

） 

相
談

そ
う
だ
ん

・
解
決

か
い
け
つ

の
仕
組

し

く

み
（
第だ

い

１０

条
じ
ょ
う

～
第だ

い

１４

条
じ
ょ
う

） 

委
員
会

い
い
ん
か
い

・
委
任

い

に

ん

（
第だ

い

１５

条
じ
ょ
う

・
第だ

い

１６

条
じ
ょ
う

） 
条例
じょうれい

の構成
こうせい
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自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きる権利
け ん り

をもっている。 

こうした考
かんが

えのもと、町田市
ま ち だ し

では１９７２年
ねん

に全国
ぜんこく

で初
はじ

めて車
くるま

いすのまま

で乗車
じょうしゃ

できるリフト付
つ

きバス「やまゆり号
ごう

」の運行
うんこう

を開始
か い し

して以来
い ら い

、全国
ぜんこく

に

先駆
さ き が

けて「町田市
ま ち だ し

の建築物
けんちくぶつ

等
とう

に関
かん

する福祉
ふ く し

環境
かんきょう

整備
せ い び

要綱
ようこう

」を制定
せいてい

し、市内
し な い

に

ある鉄道
てつどう

の駅
えき

の全
すべ

てにエレベーターを設置
せ っ ち

するなど、福祉
ふ く し

のまちづくりの取組
とりくみ

を行
おこな

ってきた。 

また、１９９８年
ねん

に 障
しょう

がい者
しゃ

施策
せ さ く

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を「いのちの価値
か ち

に優劣
ゆうれつ

はな

い」と定
さだ

め、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりのいのちの 尊
とうと

さを等
ひと

しくかがやかせることがで

きるよう、障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を設
もう

ける取組
とりくみ

を進
すす

めてきた。 

そして、東京
とうきょう

２０２０オリンピック・パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

の開催
かいさい

の折
おり

には、パラリンピアンとの交流
こうりゅう

をきっかけに、国
くに

からこれまでの福祉
ふ く し

のまち

づくりや心
こころ

のバリアフリーの取組
とりくみ

などが評価
ひょうか

され、２０２０年
ねん

に「共生
きょうせい

社会
しゃかい

ホストタウン」の認定
にんてい

を受
う

けている。 

その後
ご

、２０２３年
ねん

の閣議
か く ぎ

決定
けってい

においては、 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

相談
そうだん

及
およ

び紛争
び ふ ん

の防止
ぼ う し

等
とう

のための体制
たいせい

整備
せ い び

について、市区
し く

町村
ちょうそん

が基本的
きほんてき

な役割
やくわり

を果
は

たすことを求
もと

められている。 

障
しょう

がい者
しゃ

への差別
さ べ つ

をなくし、誰
だれ

もがともに生
い

きる社会
しゃかい

をつくるためには、

市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、そして大人
お と な

や子
こ

ども、高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がい者
しゃ

も含
ふく

めた市民
し み ん

一人
ひ と り

ひと

りが、今
いま

なお社会
しゃかい

に存在
そんざい

する様々
さまざま

な障壁
しょうへき

や、障
しょう

がいに対
たい

する誤解
ご か い

や偏見
へんけん

をな

くしていかなければならない。 
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ここに町田市
ま ち だ し

は、年齢
ねんれい

や性別
せいべつ

、 障
しょう

がいの有無
う む

等
とう

にかかわらず、誰
だれ

もが身近
み ぢ か

な地域
ち い き

で支
ささ

え合
あ

い、自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きることができる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す

ため、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

【解説
かいせつ

】 

前文
ぜんぶん

は、条文
じょうぶん

本体
ほんたい

の前
まえ

に置
お

かれ、その制定
せいてい

の背景
はいけい

、理念
り ね ん

や目的
もくてき

を明
あき

らかに

するために設
もう

けるものです。 

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

をなくすためには、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの理解
り か い

と行動
こうどう

が不可欠
ふ か け つ

で

あることから、広
ひろ

く市民
し み ん

に条例
じょうれい

の趣旨
し ゅ し

を理解
り か い

してもらうために作成
さくせい

していま

す。 

 

（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
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に関
かん

し、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を

定
さだ

め、町田市
ま ち だ し

（以下
い か

「市
し

」という。）、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び市民
し み ん

等
とう

の責務
せ き む

並
なら

びに障
しょう

が

い者
しゃ

等
とう

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

に

関
かん

する取組
とりくみ

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を定
さだ

めることにより、全
すべ

ての人
ひと

が、 障
しょう

がい

の有無
う む

にかかわらず、互
たが

いに人格
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

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

とする。 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

第
だい

１ 条
じょう

では、この条例
じょうれい

をつくった目的
もくてき

を規定
き て い

します。これは、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。 
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【解説
かいせつ

】 

市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び市民
し み ん

等
とう

の責務
せ き む

を定
さだ

めるとともに、障
しょう

がい者
しゃ

の役割
やくわり

について

も明記
め い き

します。 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を無
な

くすこと、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を

一層
いっそう

すすめていくことを条例
じょうれい

の目的
もくてき

としています。 

 

（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、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。 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

第
だい

２条
じょう

では、この条例
じょうれい

で使
つか

う用語
よ う ご

について、その意味
い み

を明確
めいかく

にし、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

じないよう規定
き て い

します。 

（１） 障
しょう

がい者
しゃ

 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、

高次脳
こうじのう

機能障
きのうしょう

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（以下
い か

「 障
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

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。 

 

【解説
かいせつ

】 

「障
しょう

がい者
しゃ

」は、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。  

なお、市
し

では、ノーマライゼーション社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、 心
こころ

のバリアフ
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リーを推進
すいしん

するため、市
し

が使
つか

う「障害者
しょうがいしゃ

」などの表記
ひょうき

について、「障害
しょうがい

」と

いうことばを「ひと」について使用
し よ う

する場合
ば あ い

は、「 障
しょう

がい」と表記
ひょうき

するか、

可能
か の う

な場合
ば あ い

は他
ほか

の言葉
こ と ば

で表現
ひょうげん

しています。 

 

（２） 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

、介助
かいじょ

を 行
おこな

う者
もの

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

をいう。 

 

【解説
かいせつ

】 

「 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

」に含
ふく

まれる、 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

、介助
かいじょ

を 行
おこな

う者
もの

その

他
た

の関係者
かんけいしゃ

は、 障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

による意思
い し

の表明
ひょうめい

が 難
むずか

しい場合
ば あ い

に支援
し え ん

する人
ひと

たちです。 

 

 

（３）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

、観念
かんねん

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

」となる事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

とは、具体的
ぐたいてき

には次
つぎ

のよう

な場合
ば あ い

です。 

○事物
じ ぶ つ

 

通行
つうこう

や利用
り よ う

がしにくい施設
し せ つ

、設備
せ つ び

等
とう

 

（例
れい

）・道路
ど う ろ

や建物内
たてものない

にある段差
だ ん さ

。 

・入口
いりぐち

の幅
はば

が狭
せま

く車
くるま

いすで通
とお

れない等
とう

 



7 

 

○制度
せ い ど

 

利用
り よ う

しにくい制度
せ い ど

 

（例
れい

）・入学
にゅうがく

試験
し け ん

や資格
し か く

試験
し け ん

などで、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

に受験
じゅけん

を制限
せいげん

する。 

・障
しょう

がいがあると加入
かにゅう

できない会員
かいいん

規約
き や く

等
とう

。 

○慣行
かんこう

 

障
しょう

がい者
しゃ

の存在
そんざい

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

）・音声
おんせい

のみのアナウンス。（聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

の存在
そんざい

を意識
い し き

していない） 

・タッチパネルのみの操作盤
そうさばん

。（視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

の存在
そんざい

を意識
い し き

していない） 

○観念
かんねん

 

障
しょう

がい者
しゃ

への偏見
へんけん

、障
しょう

がいに対
たい

する無理解
む り か い

・無意識
む い し き

による差別
さ べ つ

等
とう

 

（例
れい

）・障
しょう

がい者
しゃ

を奇異
き い

な目
め

で見
み

たり、かわいそうな存在
そんざい

と決
き

めつける。 

・大人
お と な

の知的
ち て き

障
しょう

がい者
しゃ

に、子
こ

どもに対
たい

するような言動
げんどう

で対応
たいおう

する等
とう

 

 

（４）障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル 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

において受
う

け

る制限
せいげん

は、その障
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

と相対
あいたい

することによって生
しょう

ずるものであるとする考
かんが

え方
かた

をいう。 

 

【解説
かいせつ

】 

「障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル」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

において受
う

ける制限
せいげん

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、社会
しゃかい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

（バ

リア）と向
む

きあうことによって発生
はっせい

するいう考
かんが

え方
かた

です。そのため障壁
しょうへき

を取
と



8 

 

り除
のぞ

くのは社会
しゃかい

の責務
せ き む

であるとし、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の問題
もんだい

として捉
とら

えます。 

 障
しょう

がいを個人
こ じ ん

の心身
しんしん

機能
き の う

によるものとし、個人的
こじんてき

な問題
もんだい

として捉
とら

える

「医学
い が く

モデル」の 考
かんが

え方
かた

もありますが、「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」、「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」では「社会
しゃかい

モデル」の考
かんが

え方
かた

へと変化
へ ん か

しています。 

 

 

（５）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
しょう

がい又
また

は 障
しょう

がいに関連
かんれん

す

ることを理由
り ゆ う

として行
おこな

われるあらゆる区別
く べ つ

、排除
はいじょ

、制限
せいげん

その他
た

障
しょう

がいが

ない者
もの

と異
こと

なる取扱
とりあつか

いであって、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

するものをいう。 

 

【解説
かいせつ

】 

「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」とは、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

としてサー

ビスの提供
ていきょう

を拒否
き ょ ひ

する、サービスを提供
ていきょう

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

がいがない人
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。 

 

 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 

障

壁

し
ょ
う
へ
き

（
バ
リ
ア
） 

障

壁

し
ょ
う
へ
き(

バ
リ
ア)

の
除
去

じ
ょ
き
ょ  
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（６）合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のために、障
しょう

がい者
しゃ

の年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、

障
しょう

がいの 状 況
じょうきょう

等
とう

に応
おう

じて 行
おこな

われる必要
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

であって、社会
しゃかい

通念上
つうねんじょう

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

でないものをい

う。 

 

【解説
かいせつ

】 

「合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

」は障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデルの 考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえたものであり、

障
しょう

がい者
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、 障
しょう

がい者
しゃ

が個々
こ こ

の

場面
ば め ん

において必要
ひつよう

としている社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

であり、

実施
じ っ し

する負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないものです。 

 

 

（７） 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
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 行
おこな

うこと又
また

は

合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしないことにより、 障
しょう

がい者
しゃ

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。 

 

【解説
かいせつ

】 

「 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

」とは、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

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

な配慮
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。この条例
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

な配慮
はいりょ

をしな

いこと」を差別
さ べ つ

と定義
て い ぎ

します。 
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（８）市民
し み ん

等
とう

 市内
し な い

に在住
ざいじゅう

し、在勤
ざいきん

し、若
も

しくは在学
ざいがく

している者
もの

又
また

は市
し

を訪
おとず

れる者
もの

をいう。 

 

【解説
かいせつ

】 

「市民
し み ん

等
とう

」とは、市内
し な い

在住
ざいじゅう

、在勤
ざいきん

、在学者
ざいがくしゃ

に、町田市
ま ち だ し

を訪
おとず

れる者
もの

を含
ふく

めて

市民
し み ん

等
とう

と定義
て い ぎ

します。買
か

い物
もの

や観光
かんこう

等
とう

で市外
し が い

から 訪
おとず

れる来訪者
らいほうしゃ

も市民
し み ん

等
とう

に含
ふく

めます。 

 

（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

を解消
かいしょう

するための取組
とりくみ

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。 

（１）全
すべ

ての人
ひと

は、 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、地域
ち い き

の中
なか

で自分
じ ぶ ん

らしく暮
く

ら

す権利
け ん り

を有
ゆう

し、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

するかけがえのない個人
こ じ ん

として

その尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、かつ、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

されるこ

と。 

（２）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

又
また

は障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の多
おお

くは、

障
しょう

がい、障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル（以下
い か

「障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル等
とう

」

という。）に関
かん

する理解
り か い

不足
ぶ そ く

から 生
しょう

じていることを踏
ふ

まえ、市
し

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び市民
し み ん

等
とう

は、障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル等
とう

について理解
り か い

を深
ふか

めること。 

（３） 障
しょう

がい者
しゃ

も 障
しょう

がいがない者
もの

も、それぞれの立場
た ち ば

を理解
り か い

し、建設的
けんせつてき

な

対話
た い わ

のもと相互
そ う ご

に協 力
きょうりょく

していくこと。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

第
だい

３ 条
じょう

では、 障
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、この条例
じょうれい

全体
ぜんたい

に

共通
きょうつう

する考
かんが

え方
かた

や視点
し て ん

を規定
き て い

します。 

【解説
かいせつ

】 

 前文
ぜんぶん

にある「年齢
ねんれい

や性別
せいべつ

、 障
しょう

がいの有無
う む

等
とう

にかかわらず、誰
だれ

もが身近
み ぢ か

な

地域
ち い き

で支
ささ

え合
あ

い、自分
じ ぶ ん

らしく生
い

きることができる共生
きょうせい

社会
しゃかい

」を実現
じつげん

するため

の考
かんが

え方
かた

を示
しめ

しています。 

 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第
だい

４ 条
じょう

 市
し

は、前条
ぜんじょう

に規定
き て い

する基本
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、 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

するために必要
ひつよう

な施策
せ さ く

を

計画的
けいかくてき

かつ継続的
けいぞくてき

に実施
じ っ し

しなければならない。  

２ 市
し

は、前項
ぜんこう

に規定
き て い

する施策
せ さ く

の実施
じ っ し

に必要
ひつよう

な体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

るとともに、

障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル等
とう

に関
かん

する理解
り か い

の促進
そくしん

を図
はか

るための啓発
けいはつ

を行
おこな

わなければ

ならない。 

３ 市
し

は、市
し

職員
しょくいん

が障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル等
とう

についての理解
り か い

を深
ふか

めるための取組
とりくみ

を行
おこな

わなければならない。 

  

【趣旨
し ゅ し

】 

 第
だい

４条
じょう

では、市
し

の責務
せ き む

について規定
き て い

します。 
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【解説
かいせつ

】 

市
し

の基本的
きほんてき

な責務
せ き む

として、障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

のための施策
せ さ く

を実施
じ っ し

するこ

と、相談
そうだん

及
およ

び紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のための体制
たいせい

整備
せ い び

を図
はか

ること、障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデル等
とう

に対
たい

する理解
り か い

啓発
けいはつ

を行
おこな

うこと、市
し

職員
しょくいん

が障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル等
とう

について理解
り か い

を深
ふか

める取組
とりくみ

を行
おこな

うことを規定
き て い

します。相談
そうだん

及
およ

び紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のための体制
たいせい

整備
せ い び

についての具体的
ぐたいてき

な規定
き て い

は、第
だい

１０条
じょう

（相談
そうだん

等
とう

）以降
い こ う

に規定
き て い

しています。 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

） 

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、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を行
おこな

うよう努
つと

め

なければならない。 

（１）障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル等
とう

について主体的
しゅたいてき

に理解
り か い

を深
ふか

めること。 

（２）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

むこと。 

（３）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

の推進
すいしん

に関
かん

する施策
せ さ く

に

協 力
きょうりょく

すること。 

（４） 従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル等
とう

に関
かん

する意識
い し き

の啓発
けいはつ

を図
はか

ること。 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

 第
だい

５条
じょう

では、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を規定
き て い

します。 

【解説
かいせつ

】 

 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

するため、障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデルについて事
じ

業者
ぎょうしゃ

も自
みずか

ら積極的
せっきょくてき

に理解
り か い

を深
ふか

めることが重要
じゅうよう

であることを踏
ふ

まえ、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を規定
き て い

します。 
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（市民
し み ん

等
とう

の責務
せ き む

） 

第
だい

６条
じょう

 市民
し み ん

等
とう

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を行
おこな

うよう努
つと

めな

ければならない。 

（１）障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル等
とう

について主体的
しゅたいてき

に理解
り か い

を深
ふか

めること。 

（２）市
し

又
また

は事
じ

業者
ぎょうしゃ

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

を解消
かいしょう

するため

の取組
とりくみ

に協 力
きょうりょく

すること。 

【趣旨
し ゅ し

】 

第
だい

６条
じょう

では、市民
し み ん

等
とう

の責務
せ き む

について規定
き て い

します。 

【解説
かいせつ

】 

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

するため、障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデ

ルについて、市民
し み ん

等
とう

が 自
みずか

ら積極的
せっきょくてき

に理解
り か い

を深
ふか

めることが重要
じゅうよう

であることを

踏
ふ

まえ、市民
し み ん

等
とう

の責務
せ き む

を規定
き て い

します。 

市民
し み ん

アンケート（「町田
ま ち だ

ちょこっとアンケート」２０２３年
ねん

５月
がつ

実施
じ っ し

）では

障
しょう

がい者
しゃ

が身近
み ぢ か

にいない市民
し み ん

の約
やく

９割
わり

が、差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

について内容
ないよう

を知
し

らな

いと回答
かいとう

しています。第
だい

５ 条
じょう

では事業者
じぎょうしゃ

、第
だい

６ 条
じょう

では市民
し み ん

等
とう

の 障
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。 

 

（障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の役割
やくわり

） 

第
だい

７条
じょう

 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

は、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を適切
てきせつ

に除去
じょきょ

するため、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする困難
こんなん

又
また

は必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

の内容
ないよう

について発信
はっしん

し、配慮
はいりょ

しようとする者
もの

と

共有
きょうゆう

するよう努
つと

めるものとする。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

 第
だい

７条
じょう

では、障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び支援者
しえんしゃ

の役割
やくわり

について規定
き て い

します。 

【解説
かいせつ

】 

町田市
ま ち だ し

では「全
すべ

ての人
ひと

が、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、互
たが

いに人格
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

に寄
き

与
よ

することを目的
もくてき

とする。」を

条例
じょうれい

の目的
もくてき

としています。 

障
しょう

がいがある人
ひと

もない人
ひと

も、それぞれの立場
た ち ば

を理解
り か い

し、現状
げんじょう

をより良
よ

くす

るためにお互
たが

いに歩
あゆ

み寄
よ

って前向
ま え む

きに協 力
きょうりょく

していくことが必要
ひつよう

です。そのた

め、障
しょう

がい者
しゃ

および支援者
しえんしゃ

が発信
はっしん

することを重要
じゅうよう

な役割
やくわり

としています。 

（不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

） 

第
だい

８条
じょう

 何人
なんぴと

も、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

して不当
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。 

【趣旨
し ゅ し

】 

 第
だい

８条
じょう

では、差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

について定
さだ

めたものです。 

【解説
かいせつ

】 

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いを、全
すべ

ての人
ひと

に禁止
き ん し

することを規定
き て い

します。不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの例
れい

は以下
い か

のとおりです。 

（例
れい

）・障
しょう

がいがあることを理由
り ゆ う

に窓口
まどぐち

での対応
たいおう

を拒否
き ょ ひ

する、後回
あとまわ

しにす

る。 

・障
しょう

がいがあることを理由
り ゆ う

に受験
じゅけん

や入学
にゅうがく

を拒否
き ょ ひ

する。 

・障
しょう

がいがあることを理由
り ゆ う

に乗車
じょうしゃ

を拒否
き ょ ひ

する。 
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・障
しょう

がい者
しゃ

向
む

けの物件
ぶっけん

はない、と言
い

って対応
たいおう

しない。 

・本人
ほんにん

を無視
む し

して、介助者
かいじょしゃ

・支援者
しえんしゃ

や付
つ

き添
そ

いの人
ひと

のみに話
はな

しかける。 

 

（合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

） 

第
だい

９ 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

があったときは、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、当該障
とうがいしょう

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

を通
つう

じて合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしなければならない。 

（１）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

（公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を含
ふく

む。）
。

を利用
り よ う

に供
きょう

する場合
ば あ い

 

（２）商品
しょうひん

を販売
はんばい

し、又
また

はサービスを提供
ていきょう

する場合
ば あ い

 

（３）重要
じゅうよう

な財産
ざいさん

の契約
けいやく

を行
おこな

う場合
ば あ い

 

（４）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

う場合
ば あ い

 

（５）就労
しゅうろう

に係
かか

る相談
そうだん

対応
たいおう

又
また

は支援
し え ん

を行
おこな

う場合
ば あ い

 

（６）医療
いりょう

又
また

はリハビリテーションを提供
ていきょう

する場合
ば あ い

 

（７）福祉
ふ く し

サービスを提供
ていきょう

する場合
ば あ い

 

（８）教育
きょういく

を行
おこな

う場合
ば あ い

 

（９）保育
ほ い く

を行
おこな

う場合
ば あ い

 

（10）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

 

（11）文化
ぶ ん か

、スポーツ又
また

は芸術
げいじゅつ

に係
かか

る活動
かつどう

を行
おこな

う場合
ば あ い
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（12）選挙
せんきょ

を行
おこな

う場合
ば あ い

 

（13）意思
い し

の疎通
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

 

（14）前各号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、当該
とうがい

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

いる場合
ば あ い

 

２ 市民
し み ん

等
とう

は、 障
しょう

がい者
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

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、当該障
とうがいしょう

がい者
しゃ

及
およ

び市民
し み ん

等
とう

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

を通
つう

じて合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をするよ

う努
つと

めなければならない。 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

 第
だい

９ 条
じょう

では、市
し

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、 障
しょう

がい者
しゃ

への合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を義務
ぎ む

付
づ

けること及
およ

び市民
し み ん

等
とう

に対
たい

して 障
しょう

がい者
しゃ

への合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を努力
どりょく

義務
ぎ む

とする

ことを規定
き て い

します。 

【解説
かいせつ

】 

 第
だい

１項
こう

では、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

な配慮
はいりょ

をする義務
ぎ む

があります。 

 

合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の内容
ないよう

については、個々
こ こ

の事例
じ れ い

によって個別
こ べ つ

かつ具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

になることが想定
そうてい

され、技術
ぎじゅつ

の進歩
し ん ぽ

や社会
しゃかい

情勢
じょうせい

の変化
へ ん か

に応
おう

じて変
か

わり得
う

るも

のです。各場面
かくばめん

で想定
そうてい

される合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は以下
い か

のとおりです。 
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（１） 

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

（公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を含
ふく

む）と

は、市
し

役所
やくしょ

・公園
こうえん

・道路
ど う ろ

・図書館
としょかん

・学校
がっこう

（災害
さいがい

時
じ

の指定
し て い

避難所
ひなんじょ

を含
ふく

む）等
とう

のほか、鉄道
てつどう

・バス・タクシーなどの車両
しゃりょう

等
とう

、駅
えき

や

バス停
てい

等
とう

の交通
こうつう

施設
し せ つ

、 病院
びょういん

・店舗
て ん ぽ

・ 劇場
げきじょう

・ 集 会 場
しゅうかいじょう

等
とう

の

不特定
ふとくてい

多数
た す う

の人
ひと

の利用
り よ う

に供
きょう

する施設
し せ つ

をいいます。 

 

（例
れい

）・ 車
くるま

いす用
よう

の利用
り よ う

に対
たい

する配慮
はいりょ

（スロープや手
て

すりの

設置
せ っ ち

、受付
うけつけ

を車
くるま

いすに合
あ

わせた高
たか

さにする）をする。 

・文字
も じ

情報
じょうほう

以外
い が い

の案内
あんない

方法
ほうほう

（音声
おんせい

、点字
て ん じ

）を用意
よ う い

する。 

 

（２） 

商 業
しょうぎょう

施設
し せ つ

や店舗
て ん ぽ

、飲食店
いんしょくてん

や遊戯
ゆ う ぎ

施設
し せ つ

等
とう

での商品
しょうひん

の販売
はんばい

や

サービスの提供
ていきょう

全般
ぜんぱん

を指
さ

しています。 

 

（例
れい

）・ホワイトボードを活用
かつよう

する、盲
もう

ろう者
しゃ

の手
て

のひらに書
か

く（手書
て が

き文字
も じ

）などコミュニケーションにおいて

工夫
く ふ う

する。 

・注文
ちゅうもん

や問
と

い合
あ

せ等
とう

に際
さい

し、インターネット（文字
も じ

）に

よるものだけでなく電話
で ん わ

（音声
おんせい

）等
とう

でも対応
たいおう

できるよ

うにする。 

（３） 

不動産
ふどうさん

・動産
どうさん

取引
とりひき

など重要
じゅうよう

な契約
けいやく

を行
おこな

う場合
ば あ い

に、障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

の希望
き ぼ う

に沿
そ

って契約
けいやく

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

です。 

 

（例
れい

）・契約
けいやく

時
じ

の要望
ようぼう

などを自分
じ ぶ ん

で説明
せつめい

することが難
むずか

しい人
ひと

の

ため、必要
ひつよう

に応
おう

じて介助者
かいじょしゃ

から説明
せつめい

を受
う

ける。 

・契約書
けいやくしょ

などで自筆
じ ひ つ

が難
むずか

しい人
ひと

のため、代筆
だいひつ

についての

どのように対応
たいおう

するかマニュアルを定
さだ

める。 

（４） 

 

（５） 

雇用者
こようしゃ

は 障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こ よ う

や労働
ろうどう

環境
かんきょう

に対
たい

して配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

で

す。また 障
しょう

がい者
しゃ

が 就
しゅう

労
ろう

し 働
はたら

き続
つづ

けるためには相談
そうだん

支援
し え ん

の

継続
けいぞく

が必要
ひつよう

です。 

 

（例
れい

）・個々
こ こ

の障
しょう

がいに応
おう

じて労働
ろうどう

環境
かんきょう

や労働
ろうどう

条件
じょうけん

を工夫
く ふ う

す

る。 

・面接
めんせつ

時
じ

に、就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

の職員
しょくいん

の同席
どうせき

を認
みと

める。 
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（６） 

病院
びょういん

、診療所
しんりょうじょ

、助産所
じょさんじょ

、薬局
やっきょく

、訪問
ほうもん

看護
か ん ご

ステーションなど

の医療
いりょう

、健康診査
けんこうしんさ

や予防
よ ぼ う

接種
せっしゅ

などを指
さ

しています。 

 

（例
れい

）・聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

が受
じゅ

診
しん

した際
さい

に筆談
ひつだん

で対応
たいおう

する。 

・人
ひと

が多
おお

い待合室
まちあいしつ

では落
お

ち着
つ

かない方
かた

のため安心
あんしん

できる

スペースを用意
よ う い

する。 

 

（７） 

福祉
ふ く し

サービスには、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス、介護
か い ご

保険
ほ け ん

サービス

等
とう

全
すべ

ての福祉
ふ く し

サービスを含
ふく

みます。 

 

（例
れい

）・障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた休憩
きゅうけい

時間
じ か ん

の調整
ちょうせい

など、申出
もうしで

に

応
おう

じてルール、慣行
かんこう

を柔軟
じゅうなん

に変更
へんこう

する。 

・施設内
しせつない

放送
ほうそう

を文字化
も じ か

（電光
でんこう

掲示板
けいじばん

等
とう

で表示
ひょうじ

）する。 

 

（８） 

 

（９） 

教育
きょういく

には小中学校
しょうちゅうがっこう

、高校
こうこう

等
とう

のほか、幼稚園
ようちえん

を含
ふく

みます。

障
しょう

がいのある子
こ

どもの年齢
ねんれい

や特性
とくせい

に応
おう

じ、その特性
とくせい

を踏
ふ

まえた

教育
きょういく

・療育
りょういく

・保育
ほ い く

が受
う

けられるようにするための支援
し え ん

を行
おこな

う

必要
ひつよう

があります。 

 

（例
れい

）・発達障
はったつしょう

がいにより掲示物
けいじぶつ

が視界
し か い

にあると集 中
しゅうちゅう

できな

い生徒
せ い と

に対応
たいおう

するため、掲示
け い じ

スペースを教室
きょうしつ

の後
うし

ろ側
がわ

へ移設
い せ つ

する。 

・入学
にゅうがく

試験
し け ん

において、本来
ほんらい

の目的
もくてき

を損
そこ

ねない範囲
は ん い

で別室
べっしつ

 

受験
じゅけん

、時間
じ か ん

延長
えんちょう

、読
よ

み上
あ

げ機能
き の う

等
とう

の使用
し よ う

を許可
き ょ か

する。 

 

（10） 

災害
さいがい

時
じ

には障
しょう

がい者
しゃ

でない者
もの

と異
こと

なる配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする場面
ば め ん

があることに注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

 

（例
れい

）・警報
けいほう

サイレンと連動
れんどう

して視覚
し か く

で認識
にんしき

できる警報
けいほう

補助
ほ じ ょ

装
そう

置
ち

を部屋
へ や

に設置
せ っ ち

する。 

・避難所
ひなんじょ

で配給
はいきゅう

を行
おこな

う際
さい

に、長時間
ちょうじかん

並
なら

ぶことが障
しょう

がい

を理由
り ゆ う

に難
むずか

しい場合
ば あ い

は別途
べ っ と

配給
はいきゅう

を行
おこな

うようにする。 
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（11） 

文化
ぶ ん か

、スポーツ又
また

は芸術
げいじゅつ

のような余暇
よ か

の活動
かつどう

が保障
ほしょう

されるこ

とは、 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、充実
じゅうじつ

した生活
せいかつ

を送
おく

るため

に必要
ひつよう

です。 

 

（例
れい

）・盲
もう

ろう者
しゃ

が一人
ひ と り

でスポーツジムを利用
り よ う

する際
さい

にスタッ

フが施設内
しせつない

の案内
あんない

誘導
ゆうどう

をするようにする。 

・図書館
としょかん

で視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

に向
む

けてボランティアによる対
たい

 

面
めん

朗読
ろうどく

のサービスを行
おこな

う。 

（12） 

選挙権
せんきょけん

は憲法
けんぽう

で保障
ほしょう

された権利
け ん り

のため、障
しょう

がいの特性
とくせい

に関
かか

わ

らず誰
だれ

もが選挙
せんきょ

に参加
さ ん か

できるような支援
し え ん

が必要
ひつよう

です。 

 

（例
れい

）・視覚障
しかくしょう

がい者用
しゃよう

に選挙
せんきょ

公報
こうほう

の音声
おんせい

ＣＤ
しーでぃー

版
ばん

を作成
さくせい

する。 

・ 障
しょう

がいにより自身
じ し ん

で記入
きにゅう

することが 難
むずか

しいので

投票所
とうひょうじょ

の係員
かかりいん

が本人
ほんにん

に意思
い し

確認
かくにん

のうえで代理
だ い り

記入
きにゅう

す

る。 

（13） 

障
しょう

がい者
しゃ

が意思
い し

の疎通
そ つ う

を図
はか

ること、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

にアクセス

できることは、 障
しょう

がい者
しゃ

の生活
せいかつ

に必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

です。 障
しょう

がいの

ない人
ひと

と同
おな

じように情報
じょうほう

のやり取
と

りが保障
ほしょう

されるためには、

発信
はっしん

と受信
じゅしん

で障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた配慮
はいりょ

をしていくことと、ま

た技術
ぎじゅつ

の進歩
し ん ぽ

を取
と

り入
い

れていくことも重要
じゅうよう

です。 

 

（例
れい

）・障
しょう

がい者
しゃ

向
む

けのガイドブックに音声版
おんせいばん

や点字版
てんじばん

、ホー

ムページからもダウンロードできるようにする。 

・講演
こうえん

の際
さい

に講演
こうえん

内容
ないよう

の文字
も じ

通訳
つうやく

が表示
ひょうじ

されるモニター  

を設置
せ っ ち

する。 

・盲
もう

ろう者
しゃ

が会議
か い ぎ

に出席
しゅっせき

した際
さい

に通訳
つうやく

・介助者
かいじょしゃ

が盲
もう

ろう

者
しゃ

と意思
い し

疎通
そ つ う

しやすい座席
ざ せ き

の確保
か く ほ

を行
おこな

い、通訳
つうやく

・介助
かいじょ

者用
しゃよう

の資料
しりょう

も準備
じゅんび

する。 

 

第
だい

２項
こう

では、市民
し み ん

等
とう

に対
たい

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

および合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を努力
どりょく

義
ぎ

務
む

としています。  
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（相談
そうだん

等
とう

） 

第
だい

１０条
じょう

 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

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

「委託
い た く

相談
そうだん

機
き

関
かん

」という。）に対
たい

し、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に関
かん

する相談
そうだん

（以下
い か

「特
とく

定相談
ていそうだん

」という。）をすることができる。 

２ 委託
い た く

相談
そうだん

機関
き か ん

は、特定
とくてい

相談
そうだん

を受
う

けたときは、速
すみ

やかにその内容
ないよう

を市
し

に報告
ほうこく

するものとする。 

３ 市
し

は、特定
とくてい

相談
そうだん

又
また

は前項
ぜんこう

の規定
き て い

による報告
ほうこく

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

げる事務
じ む

を行
おこな

うも

のとする。 

（１）相談者
そうだんしゃ

に対
たい

する情報
じょうほう

の提供
ていきょう

 

（２）当該
とうがい

特定
とくてい

相談
そうだん

の関係者間
かんけいしゃかん

の調整
ちょうせい

 

（３）相談者
そうだんしゃ

に対
たい

する関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の紹介
しょうかい

 

４ 特定
とくてい

相談
そうだん

の関係者
かんけいしゃ

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、前項
ぜんこう

の規定
き て い

により市
し

が行
おこな

う調査
ちょうさ

及
およ

び調整
ちょうせい

に協 力
きょうりょく

しなければならない。 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

 第
だい

１０条
じょう

では、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

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。）について規定
き て い

します。障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

に関
かか

わる相談
そうだん

を広
ひろ

く受
う

け付
つ

け、第
だい

１３ 条
じょう

に規定
き て い

する助言
じょげん

又
また

はあっせんによる紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の前
まえ

に、

相互
そ う ご

理解
り か い

に基
もと

づく建設的
けんせつてき

対話
た い わ

等
とう

での調整
ちょうせい

を図
はか

ります。 
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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

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

等
とう

（以下
い か

「委託
い た く

相談
そうだん

機関
き か ん

等
とう

」という。）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

します。委託
い た く

相談
そうだん

機関
き か ん

等
とう

は市内
し な い

の 障
しょう

がい者
しゃ

支援
し え ん

センターを

想定
そうてい

しています。 

第
だい

２項
こう

では、特定
とくてい

相談
そうだん

を受
う

けた委託
い た く

相談
そうだん

機関
き か ん

等
とう

は、速
すみ

やかに相談
そうだん

内容
ないよう

を市
し

に

報告
ほうこく

するものと規定
き て い

します。 

第
だい

３項
こう

では、市
し

が、特定
とくてい

相談
そうだん

又
また

は報告
ほうこく

を受
う

けた際
さい

、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（１）から（３）の事項
じ こ う

を行
おこな

うものとし

て規定
き て い

します。 

第
だい

４項
こう

では、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

します。  



22 

 

（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

１１条
じょう

 障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

、後見人
こうけんにん

その他
た

当該障
とうがいしょう

がい者
しゃ

を現
げん

に保護
ほ ご

する者
もの

（以下
い か

この項
こう

及
およ

び第
だい

１５条
じょう

第
だい

３項
こう

第
だい

２号
ごう

において「家族
か ぞ く

等
とう

」とい

う。）は、当該障
とうがいしょう

がい者
しゃ

に対
たい

する障
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

われる事案
じ あ ん

（以下
い か

「対象
たいしょう

事案
じ あ ん

」という。）があるときは、市長
しちょう

に対
たい

し、そ

の解決
かいけつ

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。

ただし、家族
か ぞ く

等
とう

が申立
もうした

てをしようとする場合
ば あ い

において、当該
とうがい

申立
もうした

てをするこ

とが当該障
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

らかであるときは、この限
かぎ

りでな

い。 

２ 前項
ぜんこう

本文
ほんぶん

の規定
き て い

にかかわらず、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、同項
どうこう

の申立
もうした

てをすることができない。 

（１）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ものであるとき。 

（２）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

）から起算
き さ ん

して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

に申立
もうした

てをしなかったことにつき正当
せいとう

な理由
り ゆ う

があるときを除
のぞ

く。）。 

（３）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

３５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１２３号
ごう

）に

規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に該当
がいとう

するとき。 

（４）現
げん

に犯罪
はんざい

の捜査
そ う さ

の対象
たいしょう

となっているものであるとき。 
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（５）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

促進
そくしん

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

（平成
へいせい

３０年
ねん

東京都
とうきょうと

条例
じょうれい

第
だい

８６号
ごう

）第
だい

９条
じょう

の規定
き て い

による東京都
とうきょうと

知事
ち じ

に対
たい

するあ

っせんの求
もと

めがなされているとき。 

（６）申立
もうした

ての原因
げんいん

となる対象
たいしょう

事案
じ あ ん

が市外
し が い

で発生
はっせい

したものであるとき。 

（７）前各号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、申立
もうした

てを行
おこな

うことが適当
てきとう

でないと市長
しちょう

が

認
みと

めるとき。 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

 第
だい

１１ 条
じょう

では、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

「対象
たいしょう

事案
じ あ ん

」とい

う。）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

はあっせんについて規定
き て い

します。 

なお、第
だい

１０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
かい

決
けつ

に至
いた

らなかった場合
ば あ い

に、本条
ほんじょう

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。 

【解説
かいせつ

】 

第
だい

１項
こう

では、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

を「対象
たいしょう

事案
じ あ ん

」と言
い

い、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

とができることを規定
き て い

します。申立
もうした

てができる対象
たいしょう

事案
じ あ ん

は、町田市
ま ち だ し

の区
く

域
いき

内
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

に関
かん

する事案
じ あ ん

です。申立
もうした

てができる障
しょう

が

い者
しゃ

は、市内
し な い

在住
ざいじゅう

・在勤
ざいきん

・在学者
ざいがくしゃ

に限
かぎ

らず、買
か

い物
もの

や観光
かんこう

等
とう

で町田市
ま ち だ し

を訪
おとず

れ

る人
ひと

を含
ふく

みます。 
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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。 

なお、第
だい

１１条
じょう

に規定
き て い

した「特定
とくてい

相談
そうだん

」と異
こと

なり、「あっせんの申立
もうした

て」は、

第
だい

１５条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
き て い

した「公表
こうひょう

」という不利益
ふ り え き

処分
しょぶん

につながる手続
て つ づ

きであ

るため、申立
もうした

てのできる者
もの

を 障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

のほか、「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

」としています。「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

」とは、成年
せいねん

後見人
こうけんにん

や保
ほ

佐人
さ に ん

等
とう

、 障
しょう

がい者
しゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

において、外出
がいしゅつ

や各種
かくしゅ

手続
て つ づ

き、相
そう

談
だん

等
とう

の支援
し え ん

を日頃
ひ ご ろ

から行
おこな

っている支援者
しえんしゃ

を指
さ

します。 

 第
だい

２項
こう

では（１）から（７）のいずれかに該当
がいとう

する場合
ば あ い

においては、申立
もうした

て

をすることはできない事項
じ こ う

を明示
め い じ

しています。 

 

（事実
じ じ つ

の調査
ちょうさ

） 

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

１項
こう

の申立
もうした

てがあったときは、対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に係
かか

る

事実
じ じ つ

について必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

を行
おこな

うことができる。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

による調査
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。 

【趣旨
し ゅ し

】 

第
だい

１２ 条
じょう

では、対象
たいしょう

事案
じ あ ん

の調査
ちょうさ

について規定
き て い

します。調査
ちょうさ

に当
あ

たっては

充
じゅう

分
ぶん

な聞
き

き取
と

りを 行
おこな

うとともに、第
だい

２項
こう

で対象
たいしょう

事案
じ あ ん

の関係者
かんけいしゃ

に対
たい

しても
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調査
ちょうさ

に協 力
きょうりょく

することを求
もと

めています。 

【解説
かいせつ

】 

第
だい

１０条
じょう

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

を経
へ

ずに申立
もうした

てがある場合
ば あ い

を想定
そうてい

し、第
だい

１１ 条
じょう

の申立
もうした

てがあった際
さい

にも事実
じ じ つ

の調査
ちょうさ

ができるよう規定
き て い

します。 

 

（助言
じょげん

又
また

はあっせん) 

第
だい

１３条
じょう

 市長
しちょう

は、第
だい

１１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、第
だい

１５条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

に対
たい

し、助言
じょげん

又
また

はあ

っせんを行
おこな

うことの適否
て き ひ

及
およ

び内容
ないよう

について諮問
し も ん

するものとする。 

２ 町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

は、前項
ぜんこう

の助言
じょげん

又
また

はあっせんの

適否
て き ひ

及
およ

び内容
ないよう

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、当該
とうがい

申立
もうした

てに係
かか

る対象
たいしょう

事案
じ あ ん

の関係者
かんけいしゃ

（次項
じ こ う

において「申立
もうしたて

関係者
かんけいしゃ

」という。）に対
たい

し、そ

の出席
しゅっせき

を求めて説明
せつめい

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

の規定
き て い

による諮問
し も ん

に係
かか

る答申
とうしん

を受
う

け、助言
じょげん

又
また

はあっせんを

行
おこな

うことが適切
てきせつ

であると判断
はんだん

したときは、申立
もうしたて

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

うものとする。 
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【趣旨
し ゅ し

】 

 第
だい

１３条
じょう

では、対象
たいしょう

事案
じ あ ん

を適切
てきせつ

に解決
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

うことについて規定
き て い

します。 

【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、町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（以下
い か

「委員会
いいんかい

」という。）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、委員会
いいんかい

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、対
たい

象
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

められるときは、関係者
かんけいしゃ

に対
たい

し

て、委員会
いいんかい

へ出席
しゅっせき

し、説明
せつめい

をしてもらったり、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、委員会
いいんかい

の意見
い け ん

を尊重
そんちょう

した上
うえ

で、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

１４ 条
じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

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

場合
ば あ い

において、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
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、当該
とうがい

助言
じょげん

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

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

に限
かぎ

る。次項
じ こ う

におい

て同
おな

じ。）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、あらかじめ当該
とうがい

勧告
かんこく

を受
う

けた者
もの

に対
たい

し、その旨
むね

を通知
つ う ち

するとともに、意見
い け ん

を述
の

べる機会
き か い

を与
あた

えなければならない。 

【趣旨
し ゅ し

】 

 第
だい

１４条
じょう

では、勧告
かんこく

及
およ

び公表
こうひょう

の仕組
し く

みを規定
き て い

します。 

【解説
かいせつ

】 

市長
しちょう

は、対象
たいしょう

事案
じ あ ん

に関係
かんけい

する事業者
じぎょうしゃ

又
また

は市民
し み ん

等
とう

が正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく助言
じょげん

又
また

は

あっせんに従
したが

わないとき、勧告
かんこく

することができます。 

勧告
かんこく

を受
う

けた事
じ

業者
ぎょうしゃ

が正当
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

わない場合
ば 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

の法
ほう

人名
じんめい

や所在地
しょざいち

、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

ない事情
じじょう

がある場合
ば あ い

を指
さ

します。 
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市長
しちょう

は公表
こうひょう

を 行
おこな

う場合
ば あ い

、あらかじめ勧告
かんこく

を受
う

けた事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し意見
い け ん

を述
の

べる機会
き か い

を与
あた

えなければなりません。 

 

(委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

)  

第
だい

１５ 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

の推進
すいしん

を図
はか

るため、市長
しちょう

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

として、町田市
ま ち だ し

障
しょう

がい者
しゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（以下
い か

「委員会
いいんかい

」とい

う。）を設置
せ っ ち

する。 

２ 委員会
いいんかい

は、第
だい

１３ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する助言
じょげん

又
また

はあっせんに関
かん

する市長
しちょう

の

諮問
し も ん

に応
おう

じ、調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、答申
とうしん

する。 

３ 委員会
いいんかい

は、委員
い い ん

７人
にん

以内
い な い

をもって組織
そ し き

し、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる者
もの

のうちから

市長
しちょう

が委嘱
いしょく

する。 

（１）学識
がくしき

経験
けいけん

を有
ゆう

する者
もの

 ２人
ふ た り

以内
い な い

 

（２）障
しょう

がい者
しゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

等
とう

 ２人
ふ た り

以内
い な い

 

（３）事
じ

業者
ぎょうしゃ

の代表
だいひょう

 ２人
ふ た り

以内
い な い

 

（４）福祉
ふ く し

関係
かんけい

団体
だんたい

の代表
だいひょう

 １人
ひ と り

 

４ 委員
い い ん

の任期
に ん き

は３年
ねん

とする。ただし、補欠
ほ け つ

の委員
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。 

５ 委員
い い ん

は、再任
さいにん

されることができる。 

６ 委員会
いいんかい

に委員長
いいんちょう

を置
お

き、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

によって定
さだ

める。 

７ 委員長
いいんちょう

は、委員会
いいんかい

を代表
だいひょう

し、会務
か い む

を総理
そ う り

する。 
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８ 委員長
いいんちょう

に事故
じ こ

があるときは、委員長
いいんちょう

があらかじめ指名
し め い

する委員
い い ん

が、その

職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

９ 市長
しちょう

は、特別
とくべつ

又
また

は専門
せんもん

の事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

するために必要
ひつよう

があると認
みと

めると

きは、委員会
いいんかい

に臨時
り ん じ

委員
い い ん

を置
お

くことができる。 

１０ 臨時
り ん じ

委員
い い ん

の任期
に ん き

は、当該
とうがい

特別
とくべつ

又
また

は専門
せんもん

の事項
じ こ う

の調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

が 終 了
しゅうりょう

したと

きまでとする。 

１１ 委員
い い ん

は、職務上
しょくむじょう

知
し

り得
え

た秘密
ひ み つ

を漏
も

らしてはならない。その 職
しょく

を 退
しりぞ

い

た後
あと

もまた同様
どうよう

とする。 

１２ 前各項
ぜんかくこう

に定
さだ

めるもののほか、委員会
いいんかい

の運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、町田市
ま ち だ し

規則
き そ く

で定
さだ

める。 

【趣旨
し ゅ し

】 

第
だい

１５条
じょう

では、委員会
いいんかい

の組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を規定
き て い

します。 

【解説
かいせつ

】 

第
だい

１項
こう

では、委員会
いいんかい

は、第
だい

１３ 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

１３

８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

として位置付
い ち づ

けます。 

第
だい

２項
こう

、第
だい

３項
こう

では、委員会
いいんかい

と委員
い い ん

について規定
き て い

します。 
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（委任
い に ん

） 

第
だい

１６条
じょう

 この条例
じょうれい

の施行
せ こ う

に関
かん

し必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。 

 

【趣旨
し ゅ し

】 

第
だい

１６条
じょう

では、条例
じょうれい

施行
せ こ う

に当
あ

たり、各条文
かくじょうぶん

に基
もと

づいた手続
て つ づ

きの様式
ようしき

（書
しょ

式
しき

）は施行
せ こ う

規則
き そ く

等
とう

を別途
べ っ と

定
さだ

めて運用
うんよう

することを規定
き て い

します。 

【解説
かいせつ

】 

様式
ようしき

（書式
しょしき

）については市
し

のホームページに掲載
けいさい

する予定
よ て い

です。 


