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障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

促進
そくしん

及び
お よ び

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

のための条例
じょうれい

検討
けんとう

部会
ぶ か い

 

「これまでの検討
けんとう

状況
じょうきょう

について」 

 

○部会
ぶ か い

の概要
がいよう

  

 

◆ 目的
もくてき

 

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

のための条例
じょうれい

検討
けんとう

にあたり、障害
しょうがい

のある方
かた

をはじ

め様々
さまざま

な立場
た ち ば

の方
かた

の意見
い け ん

を十分
じゅうぶん

に聴
き

き、専門的
せんもんてき

な知見
ち け ん

を得
え

るために設置
せ っ ち

。 

 

◆ 地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

との関係
かんけい

 

東京都
とうきょうと

障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

支援
しえん

地域協
ちいききょう

議会
ぎかい

設置
せっち

要綱
ようこう

第８
だい

に基
もと

づき、上記
じょうき

目的
もくてき

のため、東京都
とうきょうと

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

の部会
ぶ か い

として設置
せ っ ち

。 

 

◆ 委員
い い ん

構成
こうせい

 

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

、障害
しょうがい

のある人
ひと

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、教育
きょういく

、福祉
ふ く し

、区
く

市町村
しちょうそん

代表
だいひょう

からなる計 23名
け い   め い

に

より構成
こうせい

（※以下、分野
ぶ ん や

・所属
しょぞく

・氏名
し め い

ごとに五十
ごじゅう

音
おん

順
じゅん

、敬称
けいしょう

略
りゃく

）。 

＜学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

＞ 

弁護士
べ ん ご し

 いけはら よしかず（副会長
ふくかいちょう

） 

東洋
とうよう

大学
だいがく

ライフデザイン学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

 かわうち よしひこ（会
かい

長
ちょう

） 

弁護士
べ ん ご し

 せきや なおと 

慶應
けいおう

義塾
ぎじゅく

大学商
だいがくしょう

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

 なかじま たかのぶ 

＜障害
しょうがい

のある人
ひと

＞ 

自立
じ り つ

生活
せいかつ

センター日野
ひ の

事務
じ む

局 長
きょくちょう

（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

ＤＰＩ
ディーピーアイ

日本
に ほ ん

会議
か い ぎ

） 

あきやま ひろこ 

東京都
とうきょうと

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

民
みん

間
かん

団体
だんたい

協議会
きょうぎかい

運営
うんえい

委員長
いいんちょう

        いとう よしなお 

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

東京
とうきょう

難病
なんびょう

団体
だんたい

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

副理事長
ふくりじちょう

    たかみ かずゆき 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

東京
とうきょう

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援
し え ん

機構
き こ う

 

東京都
とうきょうと

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

連盟
れんめい

事務
じ む

局 長
きょくちょう

           おち だいすけ 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

東京都
とうきょうと

盲人
もうじん

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

副会長
ふくかいちょう

                    ささき むねまさ 

社
しゃ

会
かい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

東京都
とうきょうと

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

育成会
いくせいかい

本人
ほんにん

部会
ぶ か い

ゆうあい会
あ い か い

副会長
ふくかいちょう

 はしもと ゆたか 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

東京都
とうきょうと

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

顧問
こ も ん

               みやざわ いさむ 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

東京都
とうきょうと

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

育成会
いくせいかい

副理事長
ふくりじちょう

               もりやま みずえ 

資料
しりょう

５ 
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社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

めぐはうす地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターMOTA
モ タ

     やまなし たけお 

＜事
じ

業者
ぎょうしゃ

＞ 

東京
とうきょう

商工
しょうこう

会議所
かいぎしょ

 産業
さんぎょう

政策
せいさく

第二部
だ い に ぶ

副部長
ふくぶちょう

                  すぎさき とものり 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

東京
とうきょう

経営者
けいえいしゃ

協会
きょうかい

 人事
じ ん じ

労働
ろうどう

部長
ぶちょう

         やまはな けいこ 

＜教育
きょういく

＞ 

東京
とうきょう

都立
と り つ

葛飾
かつしか

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

校長
こうちょう

(東京
とうきょう

都立
と り つ

特別
とくべつ

支援
し え ん

学
がっ

校長会
こうちょうかい

）  こいけ みよ 

東京
とうきょう

都立
と り つ

六本木
ろっぽんぎ

高等学校
こうとうがっこう

統括
とうかつ

校長
こうちょう

（東京都公
とうきょうとこう

立
りつ

高等学校
こうとうがっこう

長会
ちょうかい

）ほんだ こういち 

＜福祉
ふ く し

＞ 

東京都
とうきょうと

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

福祉
ふ く し

サービス運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

事務
じ む

長
ちょう

 たかやま かずひさ 

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターWEL'S
ウ エ ル ズ

 TOKYO
と う き ょ う

センター長
ちょう

          ほりえ みさと 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

南風会
なんぷうかい

青梅
お う め

学園
がくえん

統括
とうかつ

施設
し せ つ

長
ちょう

                     やました のぞみ 

＜区
く

市町村
しちょうそん

＞ 

八王子市
は ち お う じ し

福祉部
ふ く し ぶ

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

課長
かちょう

                             こいけ やすひで 

奥多摩町
お く た ま ま ち

福祉
ふ く し

保健
ほ け ん

課長
かちょう

                                      しみず のぶゆき 

目黒区
め ぐ ろ く

健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

課長
かちょう

                               ほさか はるき 

 

◆ 検討
けんとう

スケジュール 

平成
へいせい

29年
ねん

3月
がつ

から 7月
がつ

にかけて、第１回
だい  かい

から第４回
だい  かい

条例
じょうれい

検討
けんとう

部会
ぶ か い

を開催済
かいさいず

み。 

今後
こ ん ご

、個別
こ べ つ

テーマの検討
けんとう

を進
すす

めるとともに、年内
ねんない

にかけて条例
じょうれい

の骨子
こ っ し

案
あん

の検討
けんとう

、年度内
ねんどない

にかけて議論
ぎ ろ ん

のまとめを行
おこな

う予定
よ て い

。 

 

【各回
かくかい

の議事
ぎ じ

について（予定
よ て い

含
ふく

む）】 日程
にってい

、議題
ぎ だ い

等
とう

 

第 1回
だい  かい

（3月
がつ

7
なの

日
か

） 

①検討
けんとう

における主
おも

な論
ろん

点について ②検討
けんとう

の進
すす

め方
かた

について 

第 2回
だい  かい

（4月
がつ

21日
にち

） 

① 都民
と み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の理解
り か い

促進
そくしん

（普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

）について 

第
だい

3回
かい

（5月
がつ

26日
にち

） 

①団体
だんたい

ヒアリングの結果
け っ か

について ②情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

について（第
だい

1回
かい

） 

＜委員
い い ん

発表
はっぴょう

＞東京都
とうきょうと

盲人
もうじん

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 佐々木
さ さ き

委員
い い ん

、東京都
とうきょうと

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

連盟
れんめい

 越智
お ち

委員
い い ん

 

第
だい

4回
かい

（6月
がつ

30日
にち

） 

情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

について（第
だい

2回
かい

） ②相談
そうだん

、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みについて（第
だい

1回
かい

） 

＜ゲストスピーチ＞東京都中途失聴
とうきょうとちゅうとしっちょう

、難聴者
なんちょうしゃ

協会
きょうかい

 新谷
しんたに

氏
し

、 
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ＮＰＯ
エヌピーオー

法人
ほうじん

えじそんくらぶ     高山氏 

第
だい

5回
かい

（8月
がつ

21日
にち

） 

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

へのヒアリング結果
け っ か

について ②相談
そうだん

、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕
し

組みについて 

（第２回） 

第
だい

6回
かい

（9月
がつ

15日
にち

） 

①事
じ

業者
ぎょうしゃ

による取組
とりくみ

の推進
すいしん

について ②条例
じょうれい

の理念
り ね ん

等
とう

総則
そうそく

について  

③これまでの議論
ぎ ろ ん

の整理
せ い り

（第
だい

１回
かい

） 

第
だい

7回
かい

（10月
がつ

13日
にち

） 

①これまでの議論
ぎ ろ ん

の整理
せ い り

（第２回
だい  かい

） ②条例
じょうれい

の名称
めいしょう

について、その他
   た

 

第 8回
だ い  か い

（11月
がつ

30日
にち

） 

①条例
じょうれい

の骨子
こ っ し

について ②パブリックコメントの実施
じ っ し

について 

第 9回
だ い  か い

（3月
がつ

上 旬
じょうじゅん

） 

①パブリックコメントの結果
け っ か

について ②これまでの議論
ぎ ろ ん

のまとめ 

 

※各回
かくかい

の議題
ぎ だ い

に応
おう

じゲストスピーカーを適時招
てきじしょう

へいする。 

※上記
じょうき

のほか、各回
かくかい

において、前回
ぜんかい

の議論
ぎ ろ ん

の振
ふ

り返
がえ

りを実施
じ っ し

 

 

◆ その他
  た

 

条例
じょうれい

案
あん

作成
さくせい

にあたっては、条例
じょうれい

検討
けんとう

部会
ぶ か い

とも密
みつ

に情報
じょうほう

共有
きょうゆう

しつつ、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

のほ

か、事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

からも広
ひろ

く意見
い け ん

を聴
き

く機会
き か い

を設
もう

けながら検討
けんとう

を進
すす

めていく。 

①  当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

ヒアリングの実施
じ っ し

 （平
へい

成
せい

29年
ねん

4月
がつ

27、28日
にち

） 

広
ひろ

く当事者
とうじしゃ

からの意見
い け ん

を聴
き

くため、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

ヒアリングを実施
じ っ し

 

②  事
じ

業者
ぎょうしゃ

団体
だんたい

ヒアリングの実施
じ っ し

 （平成
へいせい

29年
ねん

7月
がつ

13、14日
にち

 別途
べ っ と

対応
たいおう

有
ゆう

） 

広
ひろ

く事
じ

業者
ぎょうしゃ

の意見
い け ん

を聴
き

くため、事
じ

業者
ぎょうしゃ

ヒアリングを実施
じ っ し

 

③  パブリックコメントの実施
じ っ し

 （平成
へいせい

30年
ねん

1月
がつ

頃
ごろ

を予定
よ て い

） 

広
ひろ

く都民
と み ん

等
など

の意見
い け ん

を聴
き

くため、条例
じょうれい

案
あん

についてのパブリックコメントを実施
じ っ し

 

 

○これまでの検討
けんとう

事項
じ こ う

 

1  進
すす

め方
かた

について 

(1) 部会
ぶ か い

における検討
けんとう

事項
じ こ う

 

他県
た け ん

条例
じょうれい

の構成
こうせい

等
とう

を踏
ふ

まえ、本部会
ほんぶかい

における主
おも

な検討事項
じ こ う

を以下
い か

５点
  てん

に整理
せ い り

。 
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①基本
き ほ ん

理念
り ね ん

等
とう

 ／ ②都民
と み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の理解
り か い

促進
そくしん

 ／ ③事
じ

業者
ぎょうしゃ

による取組
とりくみ

の推進
すいしん

 

④情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

（手話
し ゅ わ

等
とう

） ／ ⑤相談
だん

、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みの明確化
めいかくか

 

(2) 全体
ぜんたい

の開催
かいさい

予定
よ て い

 

様々
さまざま

な立場
た ち ば

の意見
い け ん

を聴
き

く場
ば

として、本検討
ほんけんとう

部会
ぶ か い

を全９回
ぜん  かい

開催
かいさい

する。 

(3) ゲストスピーカーの招
しょう

へい 

各回
かくかい

のテーマ（既述
きじゅつ

）に応
おう

じ、ゲストスピーカーを招
しょう

へいし、検討
けんとう

の参考
さんこう

とする。 

(4) ヒアリングの実施
じ っ し

 

本検討
もとけんとう

部会
ぶ か い

と連携
れんけい

しながら、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

や事業者
じぎょうしゃ

団体
だんたい

等
とう

から丁寧
ていねい

に意見
い け ん

を聴
き

くためのヒ

アリングを実施
じ っ し

する。 

 

2  各論
かくろん

について 

(1) 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

等
とう

 （第６回
だい  かい

検討
けんとう

部会
ぶ か い

において検討
けんとう

予定
よ て い

） 

＜これまでの主
おも

な意見
い け ん

＞ 

① 関
かか

わる人
ひと

たちが読
よ

み解
と

けるような（分
わ

かりやすい）理念
り ね ん

としたい。 

② 女性
じょせい

やこども、貧困
ひんこん

等
とう

との複合
ふくごう

差別
さ べ つ

について丁寧
ていねい

に検討
けんとう

していく必要
ひつよう

がある。 

③ 法
ほう

は義務者
ぎ む し ゃ

の視点
し て ん

だが、権利
け ん り

の主体
しゅたい

である障害者側
しょうがいしゃがわ

の視点
し て ん

から記述
きじゅつ

ができるとよい。 

④ 障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

を明確化
めいかくか

できると良
よ

い。 

(2) 都民
と み ん

及
およ

び事業者
ぎょうしゃ

の理解
り か い

促進
そくしん

 

◆ 論点
ろんてん

①「都民
と み ん

等
とう

の責務
せ き む

の内容
ないよう

」について 

＜概要
がいよう

＞ 

障害
しょうがい

及び
お よ び

障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深め
ふ か め

、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を図
はか

るという観点
かんてん

から、都民
と み ん

等
とう

の責務
せ き む

とし

て規定
き て い

すべき内容
ないよう

について、以下
い か

の論点
ろんてん

について検討
けんとう

を行
おこな

った。 

＜論点
ろんてん

＞ 

(ア) 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

をなくすためには、全
すべ

ての都民
と み ん

等
とう

が、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

め

るよう努
つと

めること及
およ

び、都
と

や区
く

市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

する障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

のための施策
し さ く

に

協 力
きょうりょく

することが必要
ひつよう

ではないか。 

その際
さい

、障害
しょうがい

のある人
ひと

への社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くのは社会
しゃかい

の責務
せ き む

であるという
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「障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル」を理解
り か い

することが重要
じゅうよう

ではないか。 

⇒ 都
と

の特性
とくせい

を踏
ふ

まえれば、「都民
と み ん

」の範囲
は ん い

は、居住者
きょじゅうしゃ

に限
かぎ

ることなく、仕事
し ご と

や観光
かんこう

で

流 入
りゅうにゅう

する人
ひと

も含
ふく

め広
ひろ

く対象
たいしょう

とすべき。 

⇒ 「障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル」を踏
ふ

まえれば、「障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

める」こと

よりは、社会
しゃかい

の不備
ふ び

によって引
ひ

き起
お

こされている問題
もんだい

を理解
り か い

することが重要
じゅうよう

であり、

障害
しょうがい

のある人
ひと

は権利
け ん り

の主体
しゅたい

であることを理解
り か い

すべきではないか。 

⇒ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

うための心理的
しんりてき

コストを下
さ

げるためには、都民
と み ん

の理解
り か い

が

必要
ひつよう

。 

(イ) その上
うえ

で、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

もしくは合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の主体
しゅたい

として、都民
と み ん

等
とう

を含
ふく

めることについて、どう考
かんが

えるか。 

⇒ 不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の対象
たいしょう

範囲
は ん い

との関係
かんけい

で対象
たいしょう

を「何人
なんぴと

も」とする

かどうかは、条例
じょうれい

の性格
せいかく

（紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の対象
たいしょう

範囲
は ん い

等
とう

の問題
もんだい

の中
なか

）で検討
けんとう

すべき。 

(ウ) 都民
と み ん

の理解
り か い

を促進
そくしん

するために、障害
しょうがい

のある人
ひと

自身
じ し ん

やその家族
か ぞ く

が、自
みずか

らの障害
しょうがい

や、

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くための方法
ほうほう

を伝
つた

え、理解
り か い

を得
え

るよう努
つと

めることについてどう

考
かんが

えるか。 

⇒ 理解
り か い

促進
そくしん

のための障害者
しょうがいしゃ

の責務
せ き む

規定
き て い

を設
もう

けることは、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

が

進
すす

まないことが障害者
しょうがいしゃ

への責任
せきにん

という要素
よ う そ

が出
で

てくるため反対
はんたい

。仮に
かり

設
もう

ける場合
ば あ い

で

も、表現
ひょうげん

を工夫
く ふ う

（障害者
しょうがいしゃ

が伝
つた

えてもらう方
ほう

がより理解
り か い

が進
すす

む、等
とう

）する必要
ひつよう

がある。 

⇒ 障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

といえども都民
と み ん

の一人
ひ と り

としての責務
せ き む

はあるのではないか。例
たと

えば、

障害者
しょうがいしゃ

同士
ど う し

でも理解
り か い

不足
ぶ そ く

等
とう

に起因
き い ん

する差別
さ べ つ

等
とう

の問題
もんだい

はある。その意味
い み

では、都民
と み ん

の

責務
せ き む

として、障害者
しょうがいしゃ

も含
ふく

むことは確認
かくにん

したい。 

 

◆ 論点
ろんてん

②「事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

の内容
ないよう

」について 

＜概要
がいよう

＞ 

障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

め、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を図
はか

るという観点
かんてん

から、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

と

して規定
き て い

すべき内容
ないよう

について、以下
い か

の論点
ろんてん

について検討
けんとう

を行
おこな

った。 

＜論点
ろんてん

＞ 

(ア) 都民
と み ん

等
とう

の責務
せ き む

の考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえれば、事
じ

業者
ぎょうしゃ

についても「障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル」を踏
ふ

まえて、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

めるよう努
つと

めること及
およ

び、都
みやこ

や区
く

市町村
しちょうそん

が

実施
じ っ し

する障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

のための施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

することが必要
ひつよう

ではないか。 

(イ) その上
うえ

で、事
じ

業者
ぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に関
かん

して、特
とく

に中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

等
とう

の過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

に配慮
はいりょ

しつつ、どのように位置
い ち

づけるか。 
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⇒ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

においては、交通
こうつう

や不動産
ふどうさん

などの公共性
こうきょうせい

の高
たか

い事
じ

業者
ぎょうしゃ

が求
もと

められる

配慮
はいりょ

のレベルは他
た

の業種
ぎょうしゅ

の企業
きぎょう

よりも高
たか

いのではないか。 

 

◆ 論点
ろんてん

③「理解
り か い

促進
そくしん

に向
む

けた都
と

の基本的
きほんてき

役割
やくわり

」について 

＜概要
がいよう

＞ 

都民
と み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を踏
ふ

まえつつ、都民
と み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

の理解
り か い

促進
そくしん

に向
む

けた都
と

の基本的
きほんてき

役割
やくわり

と

して規定
き て い

すべき内容
ないよう

について、以下
い か

の論点
ろんてん

について検討
けんとう

を行
おこな

った。 

＜論点
ろんてん

＞ 

(ア) 都
と

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を無
な

くすため、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

促進
そくしん

に向
む

け

た啓発
けいはつ

や、障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

との交流
こうりゅう

機会
き か い

の提供
ていきょう

に努
つと

めるべきではないか。 

⇒ 「障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル」を踏
ふ

まえれば、「障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

めること」

よりは、社会
しゃかい

の不備
ふ び

によって引
ひ

き起
お

こされている問題
もんだい

の理解
り か い

や「障害者
しょうがいしゃ

は社会
しゃかい

参加
さ ん か

の

主体
しゅたい

である」ことを啓発
けいはつ

していくべきではないか。 

(イ) 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

には教育
きょういく

における取組
とりくみ

が重要
じゅうよう

であり、都
と

は、学校
がっこう

において、児童
じ ど う

や生徒
せ い と

に対
たい

する障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

のある人
ひと

への理解
り か い

を深
ふか

める教育
きょういく

を充実
じゅうじつ

すべきではな

いか。 

⇒ 偏見
へんけん

や誤解
ご か い

の解消
かいしょう

には、教師
きょうし

や教育
きょういく

委員会
いいんかい

等
とう

への障害
しょうがい

および障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する

理解
り か い

促進
そくしん

が重要
じゅうよう

になる。 

⇒ 学校
がっこう

教育
きょういく

の現場
げ ん ば

では、人的
じんてき

、資金的
しきんてき

課題
か だ い

がある。また、学校
がっこう

教育
きょういく

という枠
わく

だけで

はなく、ボランティアやインターンなど様々
さまざま

な機会
き か い

を通
つう

じた理解
り か い

促進
そくしん

が重要
じゅうよう

ではな

いか。 

(ウ) 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が適切
てきせつ

に提供
ていきょう

されるよう、都
と

は、関係
かんけい

機関
き か ん

や区
く

市町村
しちょうそん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

団体
だんたい

等
とう

と

連携
れんけい

し、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

や環境
かんきょう

の整備
せ い び

の好事例
こうじれい

等
とう

の収 集
しゅうしゅう

及
およ

び周知
しゅうち

を積極的
せっきょくてき

に行
おこな

うべき

ではないか。 

⇒ 都民
と み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

は勿論
もちろん

、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の理解
り か い

促進
そくしん

においても事例
じ れ い

共有
きょうゆう

は重要
じゅうよう

。 

 

(3) 事
じ

業者
ぎょうしゃ

による取組
とりくみ

の推進
すいしん

について（第６回
だい  かい

検討
けんとう

部会
ぶ か い

において検討
けんとう

予定
よ て い

） 

＜これまでの主
しゅ

な意見
い け ん

＞ 

・ 中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

が主体的
しゅたいてき

に取
と

り組
く

めるよう、実態
じったい

を明
あき

らかにした上
うえ

で行政
ぎょうせい

が支援
し え ん

するこ

とも必
ひつ

要
よう

。 

・ 施策
し さ く

として、都民
と み ん

や民間事
みんかんじ

業者
ぎょうしゃ

の力
ちから

（寄付
き ふ

などを含
ふく

む）をいかに活用
かつよう

していくか、

ということも検討
けんとう

できると良
よ

い。 
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(4) 情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

について 

◆ 論点
ろんてん

①「情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

」について 

＜概要
がいよう

＞ 

障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

め、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を進
すす

める上
うえ

で、障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を取
しゅ

得
とく

することは非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

となる。本条例
ほんじょうれい

において、情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

について設
もう

けること

及
およ

びその内容
ないよう

について、以下
い か

の論点
ろんてん

について検討
けんとう

を行
おこな

った。 

＜論点
ろんてん

＞ 

(ア) 障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

め、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を進
すす

める上
うえ

で、障害者
しょうがいしゃ

が必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を取得
しゅとく

することは不可欠
ふ か け つ

であるとの観点
かんてん

から、情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する規定
き て い

を設
もう

ける

ことが必要
ひつよう

ではないか。 

⇒ 「情報
じょうほう

保障
ほしょう

としての手話
し ゅ わ

」（聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

による情報
じょうほう

コミュニケーション法
ほう

制定
せいてい

に向
む

けた取組
とりくみ

）については、この条例
じょうれい

の情報
じょうほう

保障
ほしょう

に馴染
な じ

みやすく、盛
も

り込
こ

むこ

とができると考
かんが

えている。 

(イ）情報
じょうほう

保障
ほしょう

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

のためだけでなく、障害
しょうがい

のある人
ひと

とコミュニケーショ

ンを図
はか

る都民
と み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

にとっても必要
ひつよう

であることを規定
き て い

すべきか。 

(ウ) 都
と

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

が円滑
えんかつ

に情報
じょうほう

を取得
しゅとく

、利用
り よ う

し、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることができるよ

う、可能
か の う

な限
かぎ

り障害
しょうがい

のある人
ひと

に配慮
はいりょ

した多様
た よ う

な手段
しゅだん

によって情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うとと

もに、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し、意思
い し

疎通
そ つ う

を仲介
ちゅうかい

する者
もの

の養成
ようせい

等
とう

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

ずるよう努
つと

めることが必要
ひつよう

ではないか。 

⇒ 情報
じょうほう

バリアの解消
かいしょう

は、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

にとって知
し

る権利
け ん り

の基本
き ほ ん

であり、障害
しょうがい

に応
おう

じ

て点字化
て ん じ か

や音声化
おんせいか

（DAISY
デ イ ジ ー

やメール等
とう

）、拡大
かくだい

文字
も じ

、会議
か い ぎ

資料
しりょう

の事前
じ ぜ ん

配布
は い ふ

などが重要
じゅうよう

。 

(エ) 情報
じょうほう

保障
ほしょう

のための多様
た よ う

な方法
ほうほう

はあくまで例示
れ い じ

にとどめ、「障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じて、障害
しょうがい

のある人
ひと

がわかるように説明
せつめい

することが重要
じゅうよう

であること」を、規定すべきではないか。 

⇒ 条 例 上
じょうれいじょう

細
こまや

かな規定
き て い

をすると情報
じょうほう

が多
おお

く混
こん

乱して
らん

しまうが、あいまいだと対応
たいおう

す

る側
がわ

が分
わ

からないという問題
もんだい

がある。大
おお

きな方針
ほうしん

を示
しめ

し、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

ごとに具体例
ぐたいれい

を示
しめ

す等
とう

がよいのではないか。 

(オ）情報
じょうほう

保障
ほしょう

について、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に期待
き た い

される役割
やくわり

、責務
せ き む

を規定
き て い

すべきか。 

⇒ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえ、規模
き ぼ

や業態
ぎょうたい

等
とう

といった実情
じつじょう

、特
とく

に小規模事
し ょ う き ぼ じ

業者
ぎょうしゃ

の実情
じつじょう

、

実態
じったい

を考慮
こうりょ

する必要
ひつよう

があるのではないか。 

⇒ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

と言
い

っても、どのようなサービスを提供
ていきょう

しているかと言
い

う点
てん

でも、情報
じょうほう

保障
ほしょう

への対応
たいおう

は異
こと

なってくるのではないか。手話
し ゅ わ

、筆談
ひつだん

、触覚
しょっかく

等
とう

による意思
い し

疎通
そ つ う

と
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あるが、情報
じょうほう

保障
ほしょう

に関
かん

するリテラシーそのものが未
いま

だ十分
じゅうぶん

ではない状 況
じょうきょう

にある。

事
じ

業者
ぎょうしゃ

として差別
さ べ つ

禁止
き ん し

は当然
とうぜん

であり、情報
じょうほう

保障
ほしょう

も努
ど

力しているが、業態
ぎょうたい

、規模
き ぼ

、

財力
ざいりょく

等
とう

によっても提供
ていきょう

できるものは異
こと

なってくる。事
じ

業者
ぎょうしゃ

は求
もと

められれば答
こた

えよ

うとする姿勢
し せ い

はある。しかし、一概
いちがい

に責務
せ き む

として規定
き て い

するとなった場合
ば あ い

、良
よ

かれと思
おも

ってやったことが本人
ほんにん

の求め
も と め

と異
こと

なるケースもあるなど、難
むずか

しい面
めん

がある。 

 

◆ 論点
ろんてん

②「言語
げ ん ご

としての手話
し ゅ わ

」について 

＜概要
がいよう

＞ 

手話
し ゅ わ

は、情報
じょうほう

保障
ほしょう

として重要
じゅうよう

であるだけでなく、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が自
みずか

ら生活
せいかつ

を営
いとな

むため

に使用
し よ う

している独自
ど く じ

の体系
たいけい

を持
も

つ言語
げ ん ご

であって、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

も手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

に含
ふく

まれるこ

とを明記
め い き

している。このことを踏
ふ

まえ、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることを本条例
ほんじょうれい

で改
あら

めて定
さだ

めるこ

と及
およ

びその内容
ないよう

について、以下
い か

の論点
ろんてん

について検討
けんとう

を行
おこな

った。 

＜論点
ろんてん

＞ 

(ア) 都
と

は、言語
げ ん ご

である手話
し ゅ わ

の認識
にんしき

を広
ひろ

めるための啓発
けいはつ

に努
つと

めるとともに、都民
と み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

において手話
し ゅ わ

の利用
り よ う

が進
すす

むよう、必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

ずるよう努
つと

める必要
ひつよう

がある。 

⇒ 「言語
げ ん ご

としての手話
し ゅ わ

」（聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

による手話
し ゅ わ

言
げん

語法
ご ほ う

制定
せいてい

に向
む

けた取組
とりくみ

）の部分
ぶ ぶ ん

は、都
と

として独立
どくりつ

した条例
じょうれい

を規定
き て い

してほしいと考
かんが

えているが、本条例
ほんじょうれい

にまず趣旨
し ゅ し

を

規定
き て い

し、将来的
しょうらいてき

には独立
どくりつ

させていくことも視野
し や

に入
い

れていくなど様々
さまざま

な考
かんが

え方
かた

がある。 

⇒ 啓発
けいはつ

に「努
つと

める」という表現
ひょうげん

では少
すこ

し弱
よわ

い面
めん

があるのではないか。 

⇒ 教育
きょういく

において手話
し ゅ わ

を学
まな

ぶ機会
き か い

が重要
じゅうよう

ではないか。 

(イ) 手話
し ゅ わ

は独自
ど く じ

の文法
ぶんぽう

を持
も

ち、ろう者
しゃ

の文化
ぶ ん か

、言語
げ ん ご

であることを踏
ふ

まえ、手話
し ゅ わ

の認識
にんしき

を広
ひろ

め、都民
と み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

において手話
し ゅ わ

の利用
り よ う

が進
すす

むよう、取組
とりくみ

を進
すす

めるべきことを都
と

の

役割
やくわり

とすべきか（※（ア）への意見
い け ん

を踏
ふ

まえて提示
て い じ

）。 

 

(5) 相談
そうだん

、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みについて 

◆ 論点
ろんてん

①「相談
そうだん

体制
たいせい

」について 

＜概要
がいよう

＞ 

法
ほう

は、行政
ぎょうせい

肥大化
ひ だ い か

防止
ぼ う し

の観点
かんてん

から、新
あら

たな機関
き か ん

は設置
せ っ ち

せず、既存
き そ ん

の相談
そうだん

機関
き か ん

の活用
かつよう

、充実
じゅうじつ

を図
はか

ることとしている。一方
いっぽう

、これまでの本部会
ほんぶかい

や当事者
とうじしゃ

ヒアリングでは、既存
き そ ん

の体制
たいせい

と

連携
れんけい

しつつも、窓口
まどぐち

の明確化
めいかくか

や迅速
じんそく

な対応
たいおう

、相談員
そうだんいん

の専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

等
とう

に関
かん

して問題
もんだい

提起
て い き

が
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あった。このような状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえつつ、都
と

における相談
そうだん

機関
き か ん

のあり方
   かた

について、以下
い か

の

論点
ろんてん

について検討
けんとう

を行
おこな

った。 

＜論点
ろんてん

＞ 

(ア) 専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

の必要性
ひつようせい

について 

相談先
そうだんさき

に迷
まよ

った場合
ば あ い

や困難
こんなん

事案
じ あ ん

等
とう

に対応
たいおう

するために、都
と

は専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

を設
もう

けるべき

か。 

⇒ 区
く

市町村
しちょうそん

だけでなく、都
と

にも相談
そうだん

窓口
まどぐち

が必要
ひつよう

である。 

(イ) 既存
き そ ん

の相談
そうだん

機関
き か ん

や区
く

市町村
しちょうそん

との役割
やくわり

分担
ぶんたん

について 

専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

を設
もう

ける場合
ば あ い

、各分野
かくぶんや

の既存
き そ ん

の相談
そうだん

機関
き か ん

の役割
やくわり

についてどう考
かんが

えるか。

都
と

として専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

を設
もう

けた場合
ば あ い

、各分野
かくぶんや

の既存
き そ ん

の相談
そうだん

機関
き か ん

や区
く

市町村
しちょうそん

の相談
そうだん

機関
き か ん

との役割
やくわり

分担
ぶんたん

についてどう考
かんが

えるか。 

特
とく

に、身近
み ぢ か

な区
く

市町村
しちょうそん

と、広域
こういき

自治体
じ ち た い

である都
みやこ

の専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

との役割
やくわり

分担
ぶんたん

をどう考
かんが

えるか。 

⇒ 都
みやこ

と区
く

市町村
しちょうそん

は適時
て き じ

連携
れんけい

し、事案
じ あ ん

の引継ぎ
ひ き つ ぎ

等
とう

を行
おこな

う必要
ひつよう

がある。 

⇒ 本人
ほんにん

が望
のぞ

む場合
ば あ い

は都
と

へも直接
ちょくせつ

相談
そうだん

できることが必要
ひつよう

である。 

⇒ 区
く

市町村
しちょうそん

との連携
れんけい

においては、区
く

市町村
しちょうそん

の規模
き ぼ

等
とう

も勘案
かんあん

する必要
ひつよう

があるのではない

か。 

(ウ) 専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

の機能
き の う

について 

専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

の役割
やくわり

、受
う

け付
つ

ける相談
そうだん

内容
ないよう

及
およ

び相談者
そうだんしゃ

の範囲
は ん い

についてどう考
かんが

えるか。 

⇒ 受
う

け付
つ

ける相談
そうだん

内容
ないよう

は限定
げんてい

すべきではなく、相談員
そうだんいん

は専任
せんにん

とし、福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

に対
たい

す

る熱意
ね つ い

や専門性
せんもんせい

等
とう

を持
も

っている必要
ひつよう

がある。 

⇒ 支援
し え ん

内容
ないよう

を積
つ

み重
かさ

ね、その内容
ないよう

を公開
こうかい

していくことが重要
じゅうよう

ではないか。 

 

◆ 論点
ろんてん

②「紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

み」について 

＜概要
がいよう

＞ 

専門
せんもん

相談
そうだん

機関
き か ん

における対応
たいおう

を経
へ

てもなお、事
じ

業者
ぎょうしゃ

による自主的
じしゅてき

な改善
かいぜん

を期待
き た い

することが

困難
こんなん

な案件
あんけん

等
とう

については、あっせん、勧告
かんこく

等
とう

による実効性
じっこうせい

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

となる場合
ば あ い

がある。

そのため、本条例
ほんじょうれい

において、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組み
し く み

を設
もう

けること及
およ

びその内容
ないよう

について、以下
い か

の論点
ろんてん

案
あん

を参考
さんこう

に検討
けんとう

を行
おこな

った。 
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＜論点
ろんてん

＞ 

(ア) 第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

の設置
せ っ ち

について 

あっせん等
など

の権限
けんげん

行使
こ う し

にあたっては、都
と

は、公平性
こうへいせい

や中立性
ちゅうりつせい

、専門性
せんもんせい

の確保
か く ほ

のため、

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

や法律
ほうりつ

の専門家
せんもんか

、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の代表
だいひょう

からなる第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

を設
もう

ける必要
ひつよう

があるか。 

(イ) 第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

の機能
き の う

について 

第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

を設
もう

ける場合
ば あ い

、当該
とうがい

機関
き か ん

が対象
たいしょう

とする事案
じ あ ん

の範囲
は ん い

をどう考
かんが

えるか。また、

紛争
ふんそう

解決
かいけつ

を図
はか

るため、都
と

及
およ

び第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

はどのような機能
き の う

（権限
けんげん

）を行使
こ う し

することが

できるようにすべきか。 

⇒ この条 例 上
じょうれいじょう

、対話
た い わ

は非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

であり、仮に
か り に

紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みの手続
て つ づ

きに入
はい

って

も、相談員
そうだんいん

による調整
ちょうせい

活動
かつどう

も継続
けいぞく

していく必要
ひつよう

があるのではないか。例
たと

えば、調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

）が少人数
しょうにんずう

でアウトリーチし（外部
が い ぶ

に出
で

ていき）、並行
へいこう

して調整
ちょうせい

活動
かつどう

や助言
じょげん

ができるとすることも検討
けんとう

してよいのではないか。 

⇒ まず行
ぎょう

政庁
せいちょう

があっせん等
とう

の判断
はんだん

をした後
あと

、その判断
はんだん

に不服
ふ ふ く

があれば第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

に

申
もう

し立
た

てるというような、行政
ぎょうせい

不服
ふ ふ く

審査
し ん さ

法的
ほうてき

な枠組
わ く ぐ

みという考
かんが

え方
かた

もある。一方
いっぽう

、

相談
そうだん

機関
き か ん

の対応
たいおう

を経
へ

ても解決
かいけつ

できない事案
じ あ ん

に対
たい

して第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

があっせん等
とう

を行
おこな

う

という考
かんが

え方
かた

もあり、どちらが良
よ

いかは分
わ

からないが、検討
けんとう

しても良
よ

いのではない

かと思
おも

う。 

⇒ 「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」と「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」の取扱
とりあつか

いは分
わ

けるべきではない

か。「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」については、助言
じょげん

、調整
ちょうせい

をしてもなお改善
かいぜん

しない場
ば

合
あい

、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

（あっせん、勧告
かんこく

等）の対象
たいしょう

として良
よ

いが、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」は相談
そうだん

機関
き か ん

に

よる助言
じょげん

や調整
ちょうせい

の中
なか

で対応
たいおう

すべき問題
もんだい

ではないか。 

(ウ) 区
く

市町村
しちょうそん

との役割
やくわり

分担
ぶんたん

 

条例
じょうれい

等
とう

により紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みが明確化
めいかくか

されている区
く

市町村
しちょうそん

（今後
こ ん ご

新
あら

たに設
もう

ける場合
ば あ い

も含
ふく

む）との役割
やくわり

分担
ぶんたん

をどうすべきか。 

⇒ 区
く

市町村
しちょうそん

条例
じょうれい

との役割
やくわり

分担
ぶんたん

では、現状
げんじょう

要件
ようけん

や手続
て つ づ

き、効果
こ う か

が各条例
かくじょうれい

毎
ごと

に異
こと

なるた

め、それぞれ規定
き て い

せざるを得
え

ないのではないかと考
かんが

えている。 
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＜説明
せつめい

＞ 

「相談
そうだん

、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

のイメージ
い め ー じ

」（流
なが

れ図
ず

）：東京都
とうきょうと

と区
く

市町村
しちょうそん

における相談
そうだん

機関
き か ん

による解決
かいけつ

及
およ

び

紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みによる解決
かいけつ

を図
ず

で示
しめ

したもの 

 

＜相談
そうだん

機関
き か ん

による解決
かいけつ

＞ 

相談者
そうだんしゃ

は、区
く

市町村
しちょうそん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

（その他
た

の既存
き そ ん

窓口
まどぐち

含
ふく

む）に相談
そうだん

 

相談者
そうだんしゃ

は、都
と

の相談
そうだん

機関
き か ん

に直接
ちょくせつ

相談
そうだん

することも可能
か の う

 

 

都
と

の相談
そうだん

機関
き か ん

と区
く

市町村
しちょうそん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

は、相互
そ う ご

に連携
れんけい

、引継
ひ き つ

ぎを行
おこな

う 

都
と

の相談
そうだん

機関
き か ん

は、区
く

市町村
しちょうそん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

に助言
じょげん

等
など

支援
し え ん

を行
おこな

う 

区
く

市町村
しちょうそん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

は、都
と

の相談
そうだん

機関
き か ん

に対
たい

し、困難
こんなん

案件
あんけん

等
とう

の支援
し え ん

要請
ようせい

を行
おこな

う 

 

相談
そうだん

を受
う

けた都
と

の相談
そうだん

機関
き か ん

は、助言
じょげん

、調査
ちょうさ

、調整
ちょうせい

を行
おこな

い、解決
かいけつ

を図
はか

る 

相談
そうだん

を受
う

けた区
く

市町村
しちょうそん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

は、各機関
かくきかん

による調査
ちょうさ

、助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

い、解決
かいけつ

を図
はか

る 

 

相談
そうだん

機関
き か ん

による調整
ちょうせい

を経
へ

てもなお解決
かいけつ

が図
はか

られない場合
ば あ い

 

 

＜紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みによる解決
かいけつ

＞ 

① 都
と

の第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

によるあっせん 

相談者
そうだんしゃ

等
とう

は、「都
と

の第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

」に「あっせん」を求
もと

める 

都
と

の第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

の「あっせん」によっても解決
かいけつ

しない場合
ば あ い

、「勧告
かんこく

」が行
おこな

われ、「勧告
かんこく

」に

よっても解決
かいけつ

しない場合
ば あ い

、「公表
こうひょう

」が行われる
お こ な わ れ る

 

② 区
く

市町村
しちょうそん

の紛争
ふんそう

解決
かいけつ

機関
き か ん

によるあっせん等
とう

 

相談者
そうだんしゃ

等
とう

は、区
く

市町村
しちょうそん

の紛争
ふんそう

解決
かいけつ

機関
き か ん

（その他
た

の紛争
ふんそう

解決
かいけつ

機関
き か ん

も含
ふく

む）にあっせん等
とう

を求
もと

め、

各機関
かくきかん

によるあっせん、勧告
かんこく

等
とう

が行
おこな

われる 

  



 

13 

 

◆ 論点
ろんてん

③「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

」及
およ

び「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」の適用
てきよう

について 

＜概要
がいよう

＞ 

相談
そうだん

、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みを検討
けんとう

するにあたり、本条例
ほんじょうれい

における「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

」及
およ

び「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」の適用
てきよう

について明確化
めいかくか

する必要
ひつよう

があるため、その内容
ないよう

に

ついて、以下
い か

の論点
ろんてん

案
あん

を参考
さんこう

に検討
けんとう

を行
おこな

った。 

 

「事
じ

業者
ぎょうしゃ

、個人
こ じ ん

における障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の仕組み
し く み

と対象
たいしょう

範囲
は ん い

について」 

（下線
か せ ん

部
ぶ

分
ぶん

※が条 例 上
じょうれいじょう

の要検討
ようけんとう

部分
ぶ ぶ ん

） 

 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

 

合理的
ごうりてき

配慮の提供
ていきょう

 環境
かんきょう

整備
せ い び

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

 義務
ぎ む

 努力
どりょく

義務
ぎ む

※ 努力
どりょく

義務
ぎ む

 

一般
いっぱん

私人
し じ ん

 義務
ぎ む

規定
き て い

なし※ 義務
ぎ む

規定
き て い

なし※ ― 

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

 義務
ぎ む

 義務
ぎ む

 努力
どりょく

義務
ぎ む

 

※要検討
ようけんとう

部分
ぶ ぶ ん

の確認
かくにん

 

(1)事
じ

業者
ぎょうしゃ

について、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」が、（義務ではなく）努力
どりょく

義務
ぎ む

であること、 

(2)一般
いっぱん

私人
し じ ん

については、「不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い」についても「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」につい

ても義務
ぎ む

規定
き て い

が無
な

いこと 

＜論点
ろんてん

＞ 

(ア) 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を義務
ぎ む

にするか。 

(イ) 一般
いっぱん

私人
し じ ん

に関
かん

する規定
き て い

について 

一般
いっぱん

私人
し じ ん

の行為
こ う い

についてはどのように規定
き て い

すべきか。 

⇒ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を義務
ぎ む

とすれば、（相談
そうだん

・紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

み上
じょう

で、）厳格
げんかく

に対応
たいおう

していく必要
ひつよう

がでてくるが、努力
どりょく

義務
ぎ む

とすればお互
お た が

いの相互
そ う ご

理解
り か い

の中
なか

で解決
かいけつ

し

ていくことになるように思
おも

われるため、紛争
ふんそう

解決
かいけつ

の仕組
し く

みと合
あ

わせて検討
けんとう

すべき。 

⇒ 法
ほう

は上乗
う わ の

せ、横出し
よ こ だ し

規定
き て い

の制定
せいてい

を妨
さまた

げないとしており、多
おお

くの自治体
じ ち た い

が上乗
う わ の

せ規定
き て い

を設
もう

けている中
なか

、結果
け っ か

として不都合
ふ つ ご う

が生
しょう

じたという話
はなし

は聞
き

いていない。啓発
けいはつ

を進
すす

め

る上
うえ

でも、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

については義務
ぎ む

とすべきではないか。 


