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私たち
わたし   

のまち茨木市
いばらきし

は、恵まれた
めぐ      

自然
し ぜ ん

と豊か
ゆた  

な歴史
れ き し

を受け継ぎ
う  つ  

、発展
はってん

し続けて
 つ づ   

いる

まちであり、多く
お お  

の住居
じゅうきょ

、事業所
じぎょうしょ

、大学
だいがく

等
とう

が立地
り っ ち

し、様々
さまざま

な人々
ひとびと

が集い
つ ど  

、学び
ま な  

、働き
はたら 

、

暮らして
く    

いるが、障害
しょうがい

のある人
ひと

にとっては、周囲
しゅうい

の理解
り か い

不足
ぶ そ く

や偏
へん

見
けん

のほか障害
しょうがい

への



 

 

配慮
はいりょ

が十分
じゅうぶん

でない仕組み
し く  

や慣習
かんしゅう

といった社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により生きづらさ
い    

や差別
さ べ つ

を

感じる
かん    

状 況
じょうきょう

もある。 

誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮らし続けられる
く   つ づ      

まちづくりを進めて
すす    

いくには、私たち
わたし   

が一人
ひ と り

ひと

りの違い
ちが  

を認め合い
み と  あ   

、障害
しょうがい

の特性
とくせい

や社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除く
と  の ぞ  

必要性
ひつようせい

に対する
た い   

理解
り か い

を

深めながら
ふ か       

、市
し

、市内
し な い

で暮らす
く   

人
ひと

や活動
かつどう

する人々
ひとびと

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が互いに
たが    

協 力
きょうりょく

し、様々
さまざま

な

場
ば

において障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
お う   

適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

に努める
つと    

必要
ひつよう

がある。 

ここに、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくすとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も互い
たが  

の人権
じんけん

や尊厳
そんげん

を大切
たいせつ

にし、支え合う
さ さ  あ  

「共
とも

に生きる
い   

まち茨木
いばらき

」を実現
じつげん

するため、この

条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

第１章
だい しょう

 総則
そうそく

 

（目的
もくてき

） 

第１条
だい じょう

 この条例
じょうれい

は、誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮らし続けられる
く   つ づ     

まちづくりの推進
すいしん

について、

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定め
さだ  

、市
し

、市民
し み ん

及び
お よ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

並び
な ら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を明らか
あき    

にすると

ともに、施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定める
さだ    

ことにより、「共
とも

に生きる
い   

まち茨木
いばらき

」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。 

（定義
て い ぎ

） 

第２条
だい じょう

 この条例
じょうれい

において「障害
しょうがい

のある人
ひと

」とは、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

を含む
ふく  

。）、難病
なんびょう

（治療
ちりょう

方法
ほうほう

が確立
かくりつ

していない疾病
しっぺい

その他
  た

の特殊
とくしゅ

の疾病
しっぺい

をいう。）に起因
き い ん

する障害
しょうがい

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

」とい

う。）がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及び
およ  

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

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

を受ける
う   

状態
じょうたい

にあるものをいう。 

２ この条例
じょうれい

において「市民
し み ん

」とは、市内
し な い

に居住
きょじゅう

し、通勤
つうきん

し、又
また

は通学
つうがく

する者
もの

をい

う。 

３ この条例
じょうれい

において「市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

」とは、市内
し な い

において活動
かつどう

を行う
おこな 

団体
だんたい

をいう。 

４ この条例
じょうれい

において「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」とは、市内
し な い

において 商 業
しょうぎょう

その他
  た

の事業
じぎょう

を行う
おこな 

者
もの

（市
し

を除
のぞ

く。）をいう。 

５ この条例
じょうれい

において「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

」とは、障害
しょうがい

のある人
ひと

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

を営む
いとな 

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。 

６ この条例
じょうれい

において「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

」とは、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な

差別的
さべつてき

取扱い
とりあつかい

により障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

すること又
また

は合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の

提供
ていきょう

をしないことをいう。 

７ この条例
じょうれい

において「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか 

」とは、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なしに、障害
しょうがい

又
また

は障害
しょうがい

に関連
かんれん

する事由
じ ゆ う

を理由
り ゆ う

として、障害
しょうがい

のある人
ひと

を排除
はいじょ

し、そ

の権利
け ん り

の行使
こ う し

を制限
せいげん

し、その権利
け ん り

を行使
こ う し

する際
さい

に条件
じょうけん

を付ける
つ   

等
とう

の取扱
とりあつか

いをする



 

 

ことをいう。 

８ この条例
じょうれい

において「合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

」とは、障害
しょうがい

のある人
ひと

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

（その者
もの

の家族
か ぞ く

、後見人
こうけんにん

又
また

は支援者
しえんしゃ

がその者
もの

を補佐
ほ さ

して行った
おこな   

ものを含
ふく

む。）があった場合
ば あ い

において、その実施
じ っ し

に伴う
ともな  

負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないときは、障害
しょうがい

のある人
ひと

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
しょうがい

のある人
ひと

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及び
およ  

障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応じて
おう    

、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

を提
てい

供
きょう

することをいう。 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第３条
だい じょう

 誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮らし続けられる
く   つ づ     

まちづくりの推進
すいしん

は、次
つぎ

に掲げる
かか    

事項
じ こ う

を基
き

本
ほん

として 行
おこな

われなければならない。 

(1) 障害
しょうがい

に対する
たい    

理解
り か い

を深め
ふか  

、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のための環境
かんきょう

整備
せ い び

が図られる
はか      

こ

と。 

(2) 障害
しょうがい

のある人
ひと

の言語
げ ん ご

その他
  た

の意思
い し

疎通
そ つ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

が

確保
か く ほ

されるとともに、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

又
また

は利用
り よ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

の

拡大
かくだい

が図
はか

られること。 

(3) 障害
しょうがい

のある人
ひと

が社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として、社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
  た

あらゆる

分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

を確保
か く ほ

されること。 

(4) 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

もつながり、支え合い
ささ   あ   

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

及び
およ  

社会
しゃかい



 

 

参加
さ ん か

が促進
そくしん

され、障害
しょうがい

のある人
ひと

の福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

に関する
かん    

施策
し さ く

の連携
れんけい

が図
はか

られるこ

と。 

(5) 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を身近
み ぢ か

な課題
か だ い

と捉え
とら  

、建設的
けんせつてき

な対話
た い わ

を通じて
つう    

互い
たが  

の立場
た ち ば

を理解
り か い

し、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

が図
はか

られること。 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第４条
だい４じょう

 市
し

は、前条
ぜんじょう

に定める
さだ    

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（次
じ

条
じょう

において「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」という。）にの

っとり、市民
し み ん

及び市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

並び
なら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

の障害
しょうがい

に対する
たい    

理解
り か い

を深める
ふか    

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

を解消
かいしょう

し、「共
とも

に生きる
い   

まち茨木
いばらき

」を実現
じつげん

するために

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じるものとする。 

（市民
し み ん

及び
およ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

並び
なら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

） 

第５条
だい じょう

 市民
し み ん

及び
およ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

並び
なら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障害
しょうがい

に

対する
たい    

理解
り か い

を深める
ふか    

とともに、「共
とも

に生きる
い   

まち茨木
いばらき

」の実現
じつげん

に取り組む
と  く  

よう努
つと

め

るものとする。 

（啓発
けいはつ

活動
かつどう

） 

第６条
だい じょう

 市
し

は、誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮らし続けられる
く   つ づ     

まちづくりを推進
すいしん

するため、市民
し み ん

及び
およ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

並び
なら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

に、障害
しょうがい

の特性
とくせい

及び
およ  

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の必要性
ひつようせい

に

対する
たい    

理解
り か い

を深める
ふか    

ための啓発
けいはつ

を行
おこな

うものとする。 

第２章
だい 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

 



 

 

（差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

） 

第７条
だい じょう

 市
し

及び
およ  

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

を行う
おこな 

に当たり
あ   

、次
つぎ

に掲
かか

げることをして

はならない。 

 (1) 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか 

により障害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

すること。 

 (2) 合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

をしないこと。 

（相談
そうだん

及び
およ  

対応
たいおう

） 

第８条
だい じょう

 市内
し な い

に居住
きょじゅう

し、通勤
つうきん

し、又
また

は通学
つうがく

する障害
しょうがい

のある人
ひと

、その家族
か ぞ く

、後見人
こうけんにん

及び
およ  

支援者
しえんしゃ

並び
なら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、市長
しちょう

に対し
たい  

、前条
ぜんじょう

各号
かくごう

に掲げる
かか    

ことに関する
かん    

相談
そうだん

を

行
おこな

うことができる。 

２ 市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

の相談
そうだん

を受けた
う   

場合
ば あ い

は、必要
ひつよう

に応じて
おう    

、次
つぎ

に掲げる
かか    

対応
たいおう

を 行
おこな

うも

のとする。 

(1) 助言
じょげん

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

その他
  た

の前項
ぜんこう

の相談
そうだん

に係る
かか  

事案
じ あ ん

を解決
かいけつ

するために必要
ひつよう

な支援
し え ん

 

(2) 前項
ぜんこう

の相談
そうだん

に係る
かか  

事案
じ あ ん

の当事者
とうじしゃ

及び
およ  

関係者
かんけいしゃ

に対する
たい    

事実
じ じ つ

の確認
かくにん

及び
およ  

調整
ちょうせい

 

(3) 関係
かんけい

機関
き か ん

への通知
つ う ち

 

（当事者
とうじしゃ

及び
およ  

関係者
かんけいしゃ

の協 力
きょうりょく

） 

第９条
だい じょう

 前条
ぜんじょう

第２項
だい  こう

第２号
だい  ごう

の当事者
とうじしゃ

及び
およ  

関係者
かんけいしゃ

は、市長
しちょう

の同項
どうこう

各号
かくごう

に掲げる
かか    

対応
たいおう

に

対し
たい  

、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除き
のぞ  

、必要
ひつよう

な 協 力
きょうりょく

をしなければならない。 

（あっせんの申立て
もうした  

） 



 

 

第10条
だい  じょう

 第８条
だい じょう

第１項
だい  こう

の相談
そうだん

を行った
おこな    

障害
しょうがい

のある人
ひと

並び
なら  

にその家族
か ぞ く

及び
およ  

後見人
こうけんにん

は、

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が第７条
だい じょう

の規定
き て い

に違反
い は ん

すると思料
しりょう

する場合
ば あ い

であって、第８条
だい じょう

第２項
だい  こう

の規定
き て い

に

より市長
しちょう

が対応
たいおう

してもなおその解決
かいけつ

が見込
み こ

めないときは、当該事
とうがいじ

業者
ぎょうしゃ

を相手方
あいてかた

とし

て、市長
しちょう

に対し
たい  

、当該
とうがい

事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

のためのあっせん（以下
い か

この条
じょう

及び
およ  

次
つぎ

条
じょう

において

「あっせん」という。）の申立て
もうした  

をすることができる。ただし、当該
とうがい

あっせんの

申立て
もうした  

をすることが当該
とうがい

障害
しょうがい

のある人
ひと

の意
い

に反する
はん    

ことが明らか
あき    

である場
ば

合
あい

は、こ

の限り
かぎ  

でない。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

にかかわらず、行
ぎょう

政庁
せいちょう

の処分
しょぶん

その他
  た

の公
こう

権力
けんりょく

の行使
こ う し

により解決
かいけつ

でき

るものであるときは、あっせんの申立
もうした

てをすることができない。 

（あっせん） 

第11条
だい じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

第１項
だい  こう

の規定
き て い

によるあっせんの申立て
もうした  

があったときは、当該
とうがい

あ

っせんの申立て
もうした  

に係る
かか  

事案
じ あ ん

について調査
ちょうさ

を行
おこな

うものとする。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

により調査
ちょうさ

を行う
おこな 

場合
ば あ い

において、当該
とうがい

事案
じ あ ん

の当事者
とうじしゃ

及び
およ  

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

を除き
のぞ  

、当該
とうがい

調査
ちょうさ

に協 力
きょうりょく

しなければならない。 

３ 市長
しちょう

は、第１項
だい  こう

の調査
ちょうさ

の結果
け っ か

により、あっせんを行う
おこな 

ことの適否
て き ひ

を決定
けってい

し、あっ

せんを行う
おこな 

ことが適当
てきとう

であると決定
けってい

したときは、茨木市
いばらきし

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

（以下
い か

この 条
じょう

、第13条
だい  じょう

第３項
だい  こう

及び
お よ び

第14条
だい  じょう

において「 協
きょう

議会
ぎ か い

」という。）に

あっせんを行う
おこな 

よう求
もと

めるものとする。 



 

 

４ 市長
しちょう

は、前項
ぜんこう

の規定
き て い

によりあっせんを行う
おこな 

ことの適否
て き ひ

を決定
けってい

する際
さい

に、 協
きょう

議会
ぎ か い

に助言
じょげん

を求
もと

めることができる。 

５ 協
きょう

議会
ぎ か い

は、第３項
だい  こう

の規定
き て い

によるあっせんの求め
もと  

があったときは、あっせんを 行
おこな

うものとする。 

６ 協
きょう

議会
ぎ か い

は、あっせんを行う
おこな 

ために必要
ひつよう

があると認める
みと    

ときは、当該
とうがい

事案
じ あ ん

の

当事者
とうじしゃ

及び
およ  

関係者
かんけいしゃ

に対し
たい  

、あっせんを行う
おこな 

ために必要
ひつよう

な限度
げ ん ど

において、資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

及び
およ  

説明
せつめい

を求める
もと    

ことその他
  た

の必要
ひつよう

な調査
ちょうさ

を行
おこな

うことができる。 

７ 協
きょう

議会
ぎ か い

は、当該
とうがい

事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

のため必要
ひつよう

なあっせん案
あん

（次
つぎ

条
じょう

第１項
だい  こう

において「あ

っせん案
あん

」という。）を作成
さくせい

し、これを当該
とうがい

事案
じ あ ん

の当事者
とうじしゃ

に提示
て い じ

することができる。 

８ 協
きょう

議会
ぎ か い

は、あっせんを 終 了
しゅうりょう

したときは、その旨
むね

を市長
しちょう

に報告
ほうこく

するものとする。 

 （勧告
かんこく

） 

第12条
だい じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

第８項
だい  こう

の規定
き て い

による報告
ほうこく

を受けた
う   

もののうち、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、

あっせん案
あん

を受諾
じゅだく

せず、又
また

は受諾
じゅだく

したあっせん案
あん

に従わない
したが     

場合
ば あ い

であって、必要
ひつよう

が

あると認める
みと    

ときは、当該
とうがい

差別
さ べ つ

を行った
おこな   

とされる事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対し
たい  

、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

するために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講じる
こう    

べきことを勧告
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

をしようとするときは、当該
とうがい

勧告
かんこく

に係る
かか  

者
もの

に、あ

らかじめその旨
むね

を通知
つ う ち

し、意見
い け ん

を述べる
の   

機会
き か い

を与
あた

えなければならない。 

（公表
こうひょう

） 



 

 

第13条
だい じょう

 市長
しちょう

は、前条
ぜんじょう

第１項
だい  こう

の規定
き て い

による勧告
かんこく

を受けた
う   

者
もの

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

に従わず
したが   

、かつ、当該
とうがい

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に故意
こ い

又
また

は重大
じゅうだい

な過失
か し つ

があると

認める
みと    

ときは、その旨
むね

を公表
こうひょう

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

による公表
こうひょう

をしようとするときは、当該
とうがい

公表
こうひょう

に係る
かか  

者
もの

に、

あらかじめその旨
むね

を通知
つ う ち

し、その者
もの

又
また

はその代理人
だいりにん

の出席
しゅっせき

を求め
も と め

、釈明
しゃくめい

及び
およ  

資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

の機会
き か い

を与える
あた    

ため、意見
い け ん

の聴取
ちょうしゅ

を 行
おこな

わなければならない。 

３ 市長
しちょう

は、第１項
だい  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 協
きょう

議会
ぎ か い

の

意見
い け ん

を聴かなければ
き      

ならない。 

（茨木市
いばらきし

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

） 

第14条
だい  じょう

 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

に関する
かん    

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

25
  

年
ねん

法律
ほうりつ

第65号
だい  ごう

。

次項
じ こ う

第１号
だい  ごう

において「法
ほう

」という。）第17条
だい  じょう

第１項
だい  こう

の規定
き て い

に基づき
もと    

、協
きょう

議会
ぎ か い

を

設置
せ っ ち

する。 

２ 協
きょう

議会
ぎ か い

は、次
つぎ

に掲げる
かか    

事務
じ む

を行う
おこな 

。 

(1) 法
ほう

第18条
だい じょう

第１項
だい  こう

に規定
き て い

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

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

の事務
じ む

 

(2
 

) 第11条
だい  じょう

第４項
だい  こう

から第８項
だい  こう

まで及び
お よ び

第13条
だい  じょう

第３項
だい  こう

の規定
き て い

によりその権限
けんげん

に

属する
ぞく    

こととされた事項
じ こ う

 

３ 前
ぜん

２項
  こう

に定める
さだ    

もののほか、 協
きょう

議会
ぎ か い

の組織
そ し き

及び
およ  

運営
うんえい

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、



 

 

規則
き そ く

で定める
さだ    

。 

第３章
だい しょう

 情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及び
お よ  

意思
い し

疎通
そ つ う

 

第１節
だい  せつ

 言語
げ ん ご

としての手話
し ゅ わ

に対する
たい    

理解
り か い

 

（手話
し ゅ わ

に対する
たい    

理解
り か い

の促進
そくしん

等
とう

） 

第15条
だい じょう

 市
し

は、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であるとの認識
にんしき

に 基づき
も と   

、手話
し ゅ わ

に対する
たい    

理解
り か い

の促進
そくしん

及び
およ  

普及
ふきゅう

を図
はか

るものとする。 

２ 市民
し み ん

及び
およ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

並び
なら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、前項
ぜんこう

の認識
にんしき

に基づき
もと    

、手話
し ゅ わ

に対する
たい    

理解
り か い

を深める
ふか    

ものとする。 

（学校
がっこう

における手話
し ゅ わ

に対する
たい    

理解
り か い

の促進
そくしん

等
とう

） 

第16条
だい じょう

 市
し

は、茨木市
いばらきし

立
りつ

小学校
しょうがっこう

及び
およ  

中
ちゅう

学校
がっこう

において、前条
ぜんじょう

第１項
だい  こう

の認識
にんしき

に基づき
もと    

、

手話
し ゅ わ

に対する
た い   

理解
り か い

の促進
そくしん

及び
およ  

普及
ふきゅう

を図る
はか  

ため、次
つぎ

に掲げる
かか    

取組
とりくみ

を行う
おこな  

よう努
つと

めるも

のとする。 

(1) 手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

及び
およ  

生徒
せ い と

が授業
じゅぎょう

内容
ないよう

を理解
り か い

するための手話
し ゅ わ

を使った
つか    

授業
じゅぎょう

の実施
じ っ し

 

(2
２

) 児童
じ ど う

及び
お よ び

生徒
せ い と

が手話
し ゅ わ

に接し
せ っ し

、親
した

しむ機会
き か い

の提供
ていきょう

 

２ 市
し

は、前項
ぜんこう

各号
かくごう

に掲げる
か か げ る

取組
とりくみ

を行おう
おこな   

とするときは、必要
ひつよう

に応じて
おう    

、関係
かんけい

機関
き か ん

と

連携
れんけい

を図
はか

るものとする。 

第２節
だい  せつ

 多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

 



 

 

（多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

の普及
ふきゅう

等
とう

） 

第17条
だい じょう

 市
し

は、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点字
て ん じ

、音訳
おんやく

、字幕
じ ま く

、文字
も じ

表示
ひょうじ

、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

その他
  た

の

障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じた
おう    

多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

のための手段
しゅだん

（以下
い か

「多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

」と

いう。）の普及
ふきゅう

を図
はか

るとともに、その利用
り よ う

が促進
そくしん

されるよう環境
かんきょう

整備
せ い び

に努
つと

めるもの

とする。 

（手話
し ゅ わ

等
とう

を学ぶ
まな  

機会
き か い

の提供
ていきょう

） 

第18条
だい１８じょう

 市
し

は、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点字
て ん じ

又
また

は音訳
おんやく

（以下
い か

この 条
じょう

において「手話
し ゅ わ

等
とう

」と

いう。）を必要
ひつよう

とする障害
しょうがい

のある人
ひと

、その者
もの

の意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

する者
もの

及び
およ  

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

して、市民
し み ん

に手話
し ゅ わ

等
とう

を学ぶ
まな  

機会
き か い

を提供
ていきょう

するものとする。 

（意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

する者
もの

の養成
ようせい

） 

第19条
だい じょう

 市
し

は、多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

により障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

疎通
そ つ う

を支援
し え ん

する者
もの

を

養成
ようせい

するために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行
おこな

うものとする。 

（障害
しょうがい

の特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

の発信
はっしん

等
など

） 

第20条
だい じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

が情報
じょうほう

を円滑
えんかつ

に取得
しゅとく

することができるようにするため、

多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

による情報
じょうほう

の発信
はっしん

及び
およ  

提供
ていきょう

を行う
おこなう

ものとする。 

（市民
し み ん

及び
およ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

の理解
り か い

等
とう

） 

第21条
だい じょう

 市民
し み ん

及び
およ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

は、多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

に対する
たい    

理解
り か い

を深める
ふか    

ととも

に、多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

に関する
かん    

市
し

の施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 



 

 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の理解
り か い

等
など

） 

第22条
だい じょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

に対する
たい    

理解
り か い

を深める
ふか    

とともに、多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

を必要
ひつよう

とする者
もの

が利用
り よ う

しやすいサービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

し、及び
およ  

多様
た よ う

な意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

に関する
かん    

市
し

の施策
し さ く

に 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

第４章
だい しょう

 誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮らし続けられる
く   つ づ     

まちづくり 

（交流
こうりゅう

の機会
き か い

の充実
じゅうじつ

） 

第23条
だい じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

がコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

をとることにより互い
たが  

の

理解
り か い

を深める
ふか    

ため、交流
こうりゅう

の機会
き か い

を充実
じゅうじつ

させるものとする。 

２ 市民
し み ん

及び
およ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

並び
なら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

が

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

をとることにより互い
たが  

の理解
り か い

を深める
ふか    

ため、交流
こうりゅう

の機会
き か い

を

充実
じゅうじつ

させるよう努
つと

めるものとする。 

（市民
し み ん

等
とう

が活動
かつどう

を行う
おこな 

ための情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

） 

第24条
だい じょう

 市
し

は、市民
し み ん

及び
およ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

並び
なら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

が自主的
じしゅてき

に障害
しょうがい

に対する理解
り か い

を

深める
ふか    

活動
かつどう

を行う
おこな 

ために必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

を行
おこな

うものとする。 

（医療
いりょう

機関
き か ん

の合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に対する
たい    

理解
り か い

の促進
そくしん

） 

第25条
だい じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

が必要
ひつよう

な医療
いりょう

を受ける
う   

ことができるようにするため、

医療
いりょう

機関
き か ん

の合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

に対する
たい    

理解
り か い

を促進
そくしん

するための啓発
けいはつ

に努める
つと    

ものと

する。 



 

 

（保育
ほ い く

等
とう

の実施
じ っ し

） 

第26条
だい じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

が必要
ひつよう

な就学前
しゅうがくまえ

の教育
きょういく

、保育
ほ い く

又
また

は療育
りょういく

を受ける
う   

こと

ができるようにするため、関係
かんけい

機関
き か ん

及び事
じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

して必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行
おこな

うもの

とする。 

（包括的
ほうかつてき

な教育
きょういく

の実施
じ っ し

） 

第27条
だい じょう

 市
し

は、茨木市
いばらきし

立
りつ

小学校
しょうがっこう

及び
およ  

中
ちゅう

学校
がっこう

において、障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

が共
とも

に

学ぶ
まな  

ことができる包括的
ほうかつてき

な教育
きょういく

を実施
じ っ し

するため、障害
しょうがい

のある人
ひと

が障害
しょうがい

の特性
とくせい

に

応じた
おう    

教育
きょういく

を受ける
う   

ことができるよう努
つと

めるものとする。 

（学校
がっこう

における障害
しょうがい

に対する
たい    

理解
り か い

の促進
そくしん

） 

第28条
だい じょう

 市
し

は、茨木市
いばらきし

立
りつ

小学校
しょうがっこう

及び
お よ び

中
ちゅう

学校
がっこう

において、障害
しょうがい

に対する
たい    

理解
り か い

を促進
そくしん

する

ために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな 

ものとする。 

（生涯
しょうがい

を通した
とお    

支援
し え ん

） 

第29条
だい じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

が生涯
しょうがい

を通して
とお    

その心身
しんしん

の発達
はったつ

のための支援
し え ん

を受ける
う   

ことができるようにするために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな 

ものとする。 

（雇用
こ よ う

の促進
そくしん

及び
およ  

就労
しゅうろう

の支援
し え ん

等
とう

） 

第30条
だい  じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

並び
なら  

に就労
しゅうろう

の支援
し え ん

及び
およ  

定着
ていちゃく

を図る
はか  

ため

に必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を 行
おこな

うものとする。 

２ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、障害
しょうがい

の特性
とくせい

を理解
り か い

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい    

雇用
こ よ う

の機会
き か い

の拡大
かくだい

及び
およ  



 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

が働き
はたら 

続け
つづ  

られる職場
しょくば

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を行
おこな

うものとする。 

（障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

） 

第31条
だい  じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

の充実
じゅうじつ

を図る
はか  

ために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行
おこな

うものとす

る。 

（バリアフリー化
か

等
とう

の促進
そくしん

） 

第32条
だい じょう

 市
し

及び
およ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

（障害
しょうがい

のある人
ひと

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるよう

に施設
し せ つ

及び
およ  

設備
せ つ び

を整備
せ い び

することをいう。）及び
およ  

障害
しょうがい

のある人
ひと

も利用
り よ う

しやすい

デザイン
で ざ い ん

の導入
どうにゅう

を促進
そくしん

するために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行
おこな

うものとする。 

（移動
い ど う

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

） 

第33条
だい じょう

 市
し

及び
およ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

の移動
い ど う

手段
しゅだん

を確保
か く ほ

するために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を

行
おこな

うものとする。 

（交通
こうつう

安全
あんぜん

の確保
か く ほ

） 

第34条
だい じょう

 市民
し み ん

及び
お よ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、車椅子
くるまいす

を使用
し よ う

する者
もの

その他
  た

の交通
こうつう

の安全
あんぜん

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

と

認められる
み と       

障害
しょうがい

のある人
ひと

が通行
つうこう

し、又
また

は歩行
ほ こ う

しているときは、その通行
つうこう

等
とう

を

妨げない
さまた     

ようにするとともに、その安全
あんぜん

を確保
か く ほ

するために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行う
おこな 

ものと

する。 

（災害
さいがい

時
じ

等
とう

の支援
し え ん

） 

第35条
だい じょう

 市
し

は、関係
かんけい

機関
き か ん

及び
およ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

して障害
しょうがい

のある人
ひと

に対する
たい    

災害
さいがい

時
じ

又
また

は



 

 

緊急
きんきゅう

時
じ

の支援
し え ん

に努める
つと    

ものとする。 

（地域
ち い き

におけるつながり等
とう

） 

第36条
だい じょう

 市民
し み ん

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

もつながり、支え
ささ  

合う
あ  

地域
ち い き

づくりに努
つと

めるも

のとする。 

（社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

） 

第37条
だい じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するために必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を行
おこな

うものと

する。 

２ 市民
し み ん

及び
およ  

市民
し み ん

活動
かつどう

団体
だんたい

並び
なら  

に事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

、スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

その他
  た

の

活動
かつどう

を通じ
つ う  

、障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

が促進
そくしん

されるよう努
つと

めるものとする。 

   第５章
だい しょう

 雑則
ざっそく

 

（委任
い に ん

） 

第38条
だい  じょう

 この条例
じょうれい

の施行
し こ う

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、規則
き そ く

で定める
さだ    

。 

 

 

附
ふ

 則
そく

 

この条例
じょうれい

は、平成
へいせい

30
  

年
ねん

４月
  がつ

１日
  にち

から施行
し こ う

する。ただし、第14条
だい  じょう

の規定
き て い

は平成
へいせい

30
  

年
ねん

８月
  がつ

１日
  にち

から、第10条
だい  じょう

から第13条
だい  じょう

までの規定
き て い

は平成
へいせい

31
 

年
ねん

８月
  がつ

１日
  にち

から施行
し こ う

する。 


