
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

の一部
い ち ぶ

改正
か い せ い

・第三
だ い さ ん

条
じょう

２　国
く に

及
お よ

び地方
ち ほ う

公共団体
こうき ょう 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

の推進
す い し ん

に関
か ん

して必要
ひ つ よ う

な施策
し さ く

の

　　効率的
こ う り つ て き

かつ効果的
こ う か て き

な実施
じ っ し

が促進
そ く し ん

されるよう、適切
て き せ つ

な役割分担
や く わ り ぶ ん た ん

を行
おこな

うとともに、相互
そ う ご

　　に連携
れ ん け い

を図
は か

りながら協力
きょうりょく

しなければならない。（新設
し ん せ つ

）

・第六条
だいろくじょう

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。

四
よ ん

　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

による障害
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

するための支援措置
し え ん そ ち

の実施
じ っ し

　　に関
か ん

する基本的
き ほ ん て き

な事項
じ こ う

（新設
し ん せ つ

）

・第
だ い

八
は ち

条
じょう

２　事業者
じ 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

に社会的障壁
し ゃ か い て き 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

の権利利益
け ん り り え き

を侵害
し ん が い

することとならないよう、当該障害者
と う が い 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。（変更
へ ん こ う

）

・第
だ い

十四
じゅうよん

条
じょう

　　国
く に

及
お よ

び地方公共
ち ほ う こ う き ょ う

団体
だ ん 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
ほ か

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

する紛争
ふ ん そ う

　　の防止又
ぼ う し ま た

は解決
か い け つ

を図
は か

ることができるよう人材
じ ん ざ い

の育成
い く せ い

及
お よ

び確保
か く ほ

のための措置
そ ち

その他
ほ か

の

　　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。（追加
つ い か

）

・第十六条
だいじゅうろくじょう

２　地方公共団体
ち ほ う こ う き ょ う 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

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、地域
ち い き

　　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
せ い

　　理及
り お よ

び提供
ていきょう

を行
おこな

うよう努
つ と

めるものとする。（新設
し ん せ つ

）

・合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

の提供
て い き ょ う

の義務化
ぎ む か

令和
れ い わ

３年
ね ん

６月
が つ

に障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の一部
い ち ぶ

が改
か い

正
せ い

され、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
た い

しても合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

が法
ほ う

的
て き

に義務付
ぎ む づ

けられました。

平成
へいせい

28年
ねん

平成
へいせい

30年
ねん

令和
れ い わ

３年
ねん

国
くに

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

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

改正
かいせい

茨木市
い ば ら き し

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も

共
とも

に生
い

きるまちづくり条例
じょうれい

市
し

大阪府障害
おおさかふしょうがい

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

する条例
じょうれい

大阪府障害
おおさかふしょうがい

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

する条例
じょうれい

改正
かいせい

府
ふ

第八条
だいはちじょう

において 

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

が

努力
どりょく

義務
ぎ む

から義務化
ぎ む か

 

 

第
だい

七
なな

条
じょう

において 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

による必
ひつ

要
よう

かつ合
ごう

理
り

的
てき

な

配
はい

慮
りょ

の義
ぎ

務
む

化
か

 

第
だい

七
なな

条
じょう

において 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

による必
ひつ

要
よう

かつ合
ごう

理
り

的
てき

な

配
はい

慮
りょ

の義
ぎ

務
む

化
か

 

【資料
しりょう

２】 

  12



平成
へ い せ い

30年
ね ん

に茨木市
い ば ら き し

障害
しょうがい

のある人
ひ と

もない人
ひ と

も共
と も

に生
い

きるまちづくり条例
じょうれい

を制定
せ い て い

。

第
だ い

７条
じょう

において、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

による必要
ひ つ よ う

かつ合理的
ご う り て き

な配慮
は い り ょ

が義務
ぎ む

づけられている。

国
く に

、府
ふ

ともに平成
へ い せ い

28年
ね ん

制定
せ い て い

の障害者
しょうがいしゃ

差別解消法
さ べ つ か い し ょ う ほ う

を令和
れ い わ

３年
ね ん

に一部
い ち ぶ

改正
か い せ い

を行
おこな

い、事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

による合理的配慮
ご う り て き は い り ょ

が努力
ど り ょ く

義務
ぎ む

から義務化
ぎ む か

された。

本市
ほ ん し

は国
く に

、府
ふ

に先駆
さ き が

けて先進的
せ ん し ん て き

な条例
じょうれい

を制定
せ い て い

している。

・合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

とは？

障害
しょうがい

のある人
ひ と

がご本人
ほ ん に ん

の心身
し ん し ん

の特徴
とくちょう

、目的
も く て き

や場面
ば め ん

、置
お

かれている環境
かんきょう

によって生
しょう

じる障
しょう

害
が い

・困難
こ ん な ん

さに左右
さ ゆ う

されることなく、生活
せ い か つ

できるように行
おこな

う調整
ちょうせい

や変更
へ ん こ う

のこと。

社会
し ゃ か い

の中
な か

で生
う

まれた機会
き か い

の不平等
ふ び ょ う ど う

を取
と

り除
の ぞ

くもの。

配慮
は い り ょ

を行
おこな

う側
が わ

にも人的
じ ん て き

・技術的
ぎ じ ゅ つ て き

・金銭的
き ん せ ん て き

に限界
げ ん か い

があるので過度
か ど

な負担
ふ た ん

にならない実現
じ つ げ ん

可
か

能
の う

な範囲内
は ん い な い

での配慮
は い り ょ

。

例
れ い

．

高
た か

いところにある商品
しょうひん

を取
と

って手渡
て わ た

す。

段差
だ ん さ

がある場合
ば あ い

に補助
ほ じ ょ

を行
おこな

う。

視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人
ひ と

に介添
か い ぞ

えを行
おこな

う。

食
た

べやすい食器
し ょ っ き

への変更
へ ん こ う

に対応
た い お う

する。

飲食店
いんしょくてん

で簡単
か ん た ん

な手話
し ゅ わ

やメニューボード、実物
じ つ ぶ つ

を示
し め

すなど目
め

で分
わ

かるように伝
つ た

えてくれる。

乗車時
じ ょ う し ゃ じ

に優先的
ゆ う せ ん て き

に車
くるま

いすに乗
の

っている人
ひ と

を先
さ き

に乗
の

せる。

・努力
ど り ょ く

義務
ぎ む

と法的
ほ う て き

義務
ぎ む

の違
ち が

いは？

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

を行
おこな

わない≠違法
い ほ う

人々
ひ と び と

の意識
い し き

の変革
へ ん か く

を図
は か

りながら実現
じ つ げ ん

を支援
し え ん

する。

世間
せ け ん

の意識
い し き

の高
た か

まり、必要性
ひ つ よ う せ い

の増大
ぞ う だ い

合理的
ご う り て き

配慮
は い り ょ

を提供
ていきょう

しなければならない。

対話
た い わ

を通
つ う

じた個別
こ べ つ

の調整
ち ょ う せ い

当事者
と う じ し ゃ

側
が わ

からはどのような配慮
は い り ょ

が必要
ひ つ よ う

なのか、事業主
じ ぎ ょ う ぬ し

側
が わ

からはどのような

配慮
は い り ょ

なら提供
ていきょう

できるのか話
は な

し合
あ

って決
き

めることが重要
じゅうよう

。

自発的
じ は つ て き

に合理的配慮
ご う り て き は い り ょ

を行
おこな

うよう努
つ と

めることを事業者
じ ぎ ょ う し ゃ

に促
うなが

す。

第八条
だいはちじょう

において 

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

が

努力
どりょく

義務
ぎ む

から義務化
ぎ む か

 

 

第
だい

七
なな

条
じょう

において 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

による必
ひつ

要
よう

かつ合
ごう

理
り

的
てき

な

配
はい

慮
りょ

の義
ぎ

務
む

化
か

 

第
だい

七
なな

条
じょう

において 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

による必
ひつ

要
よう

かつ合
ごう

理
り

的
てき

な

配
はい

慮
りょ

の義
ぎ

務
む

化
か

 

法的
ほうてき

義務
ぎ む

 

努力
どりょく

義務
ぎ む
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