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資料
しりょう

1-1 

議事
ぎ じ

（１）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

制定
せいてい

に係る
か か る

検討
けんとう

部会
ぶ か い

 

（第６回
だ い  か い

）における意見
い け ん

概要
がいよう

 （前回
ぜんかい

の議論
ぎ ろ ん

の振
ふ

り返
かえ

り） 

 

1. 部会
ぶ か い

概要
がいよう

 

(1) 日
にち

 時
じ

：平成
へいせい

29 年 9月
がつ

15日
にち

（金
きん

） 15時
じ

から 17時
じ

まで 

(2) 場
ば

 所
しょ

：新宿
しんじゅく

住友
すみとも

ビル４７階
かい

 スカイルーム Room
ル ー ム

１ 

(3) 議
ぎ

 事
じ

：（１）前回
ぜんかい

の議論
ぎ ろ ん

の振
ふ

り返
がえ

り 

（２）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 

（３）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 

（４）これまでの議論
ぎ ろ ん

の整理
せ い り

について（第
だい

１回
かい

） 

（５）その他 

2. 委員
い い ん

からの主
おも

な意見
い け ん

  

議事
ぎ じ

（１）「前回
ぜんかい

の議論
ぎ ろ ん

の振
ふ

り返
かえ

りについて」 

＜主
おも

な意見
い け ん

＞ 

 過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

に該当
がいとう

するか否
いな

かは、職員
しょくいん

の数
かず

のほか、客
きゃく

の有無
う む

や職員
しょくいん

の状 況
じょうきょう

（腰痛
ようつう

）等
とう

によっても変
か

わるものであり、現実
げんじつ

の判断
はんだん

は難
むずか

しい。また、身体
しんたい

障害
しょうがい

のケースだけでなく、精神
せいしん

や知的
ち て き

障害
しょうがい

のケースも例
れい

があるとよいのではないか。 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

にとっては、（義務
ぎ む

とするのではなく、）対話
た い わ

を通
つう

じて努力
どりょく

をするという

のが良
よ

いのではないかと考
かんが

えている。義務化
ぎ む か

すれば事
じ

業者
ぎょうしゃ

は委縮
いしゅく

し、前向
ま え む

きな

対応
たいおう

を阻害
そ が い

する懸念
け ね ん

もある。 

 （過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

との明確
めいかく

な違
ちが

いが）曖昧
あいまい

な「努力
どりょく

義務
ぎ む

」という言葉
こ と ば

を使
つか

う

必要
ひつよう

はないのではないか。 

 （障害者
しょうがいしゃ

と事
じ

業者
ぎょうしゃ

の関係
かんけい

では）あくまで対立
たいりつ

ではなく、建設的
けんせつてき

対話
た い わ

が重要
じゅうよう

。例
たと

えば、店内
てんない

に入
はい

れない場合
ば あ い

でも、店先
みせさき

に即席
そくせき

の席
せき

を設
もう

けるなど、お互
たが

い納
なっ

得
とく

でき

る点
てん

を探
さぐ

ることが重要
じゅうよう

。 

 障害者
しょうがいしゃ

からの社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の求
もと

めは、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人
ひと

にとっては難
むずか

し

い面
めん

がある。この辺
あた

りの考
かんが

え方
かた

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 
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議事
ぎ じ

（２）「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」 

＜主
おも

な意見
い け ん

＞ 

 『「望
のぞ

ましいレベルの」合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

や環境
かんきょう

の整備
せ い び

』という意味
い み

が分
わ

かり

づらい。「望
のぞ

ましい」という文言
もんごん

は不要
ふ よ う

ではないか。 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

支援
し え ん

においては、事例
じ れ い

を蓄積
ちくせき

し、ガイドブック等
とう

を活用
かつよう

して啓発
けいはつ

し

ていくのが良
よ

いのではないか。 

 

議事
ぎ じ

（３）「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」 

（１）目的
もくてき

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主
おも

な意見
い け ん

＞ 

 これまでの関係
かんけい

法令
ほうれい

の考
かんが

え方
かた

と同様
どうよう

「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

は取
と

り入
い

れ

るのは重要
じゅうよう

。しかし、（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

１条
じょう

は）「障害
しょうがい

」を医療
いりょう

モデルの意味
い み

で

使
つか

っているのではないか。特
とく

に発達
はったつ

や精神
せいしん

障害
しょうがい

の方
かた

に生
しょう

じる問題
もんだい

は、社会
しゃかい

の側
そば

に起因
き い ん

している面
めん

が大
おお

きいことも踏
ふ

まえ、社会
しゃかい

モデルの考
かんが

え方
かた

を反映
はんえい

し表現
ひょうげん

を

工工夫
く ふ う

すると良
よ

いのではないか。 

 「都民
と み ん

」には、都
と

を訪
おとず

れる外国人
がいこくじん

やビジネスマン等
とう

も広
ひろ

く含
ふく

む考
かんが

え方
かた

が重要
じゅうよう

で

はないか。 

 

 

都
と

条例
じょうれい

の「目的
もくてき

」において、以下
い か

について規定
き て い

すべきではないか。 

 共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

  （愛知県
あいちけん

条例
じょうれい

第
だい

１条
じょう

より抜粋
ばっすい

） 

全て
す べ て

の都民
と み ん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

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

に資
し

する。 

 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

  （岐阜県
ぎ ふ け ん

条例
じょうれい

第
だい

１条
じょう

より抜粋
ばっすい

） 

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

を推進
すいしん

する。 

「目的
もくてき

」の内容
ないよう

について（前回
ぜんかい

提示
て い じ

） 
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（２）基本
き ほ ん

理念
り ね ん

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主
おも

な意見
い け ん

＞ 

 女性
じょせい

の複合
ふくごう

差別
さ べ つ

は基本
き ほ ん

方針
ほうしん

にも記載
き さ い

されているが、女性
じょせい

の活躍
かつやく

やダイバーシティ

等
とう

が謳
うた

われている東京
とうきょう

においては、条 文 上
じょうぶんじょう

も明記
め い き

すべきではないか。 

 女性
じょせい

の複合
ふくごう

差別
さ べ つ

に加
くわ

えて、子
こ

どもであること等
とう

との複合
ふくごう

差別
さ べ つ

も明記
め い き

すべきではな

いか。 

 対話
た い わ

を通
つう

じた相互
そ う ご

理解
り か い

のもと共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するという視点
し て ん

を加
くわ

えるべき。 

 

 

 

 

都
と

条例
じょうれい

の「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」において、以下
い か

の事項
じ こ う

について規定
き て い

すべきではないか。 

 障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

  （障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

１条
じょう

より抜粋
ばっすい

） 

全
すべ

ての都民
と み ん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、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

として尊重
そんちょう

されるものであること。 

 社会
しゃかい

参加
さ ん か

の推進
すいしん

  （障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

３条
じょう

第１項
だい  こう

より抜粋
ばっすい

） 

全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

は、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

が確保
か く ほ

されること 

 情報
じょうほう

保障
ほしょう

の推進
すいしん

  （障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

３条
じょう

第
だい

３項
こう

より抜粋
ばっすい

） 

全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

は、可能
か の う

な限
かぎ

り、言語
げ ん ご

（手話
し ゅ わ

を含
ふく

む。）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。 

 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

  （栃木県
とちぎけん

条例
じょうれい

第
だい

３条
じょう

第
だい

２項
こう

より抜粋
ばっすい

） 

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

は、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する誤解
ご か い

、偏見
へんけん

その他
た

の理解
り か い

の不足
ふ そ く

の解消
かいしょう

が重要
じゅうよう

であることから、全
すべ

ての都民
と み ん

が、多様
た よ う

な人々
ひとびと

により

地域
ち い き

社会
しゃかい

が構成
こうせい

されているという基本
き ほ ん

認識
にんしき

の下
もと

に、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めることを基本
き ほ ん

として推進
すいしん

されなければならない。 

「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」の内容
ないよう

について（前回
ぜんかい

提示
て い じ

） 
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（３）定義
て い ぎ

について 

 

 

 

 

 

＜主
おも

な意見
い け ん

＞ 

 法
ほう

は「差別
さ べ つ

」について明確
めいかく

に定義
て い ぎ

していない。条 例 上
じょうれいじょう

明確化
めいかくか

できると良
よ

いので

はないか。例
たと

えば、直接
ちょくせつ

差別
さ べ つ

、関連
かんれん

差別
さ べ つ

、間接
かんせつ

差別
さ べ つ

の扱
あつか

い等
とう

について明確化
めいかくか

で

きると、理解
り か い

が広
ひろ

がるのではないか。 

 「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」や「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

」、「障害者
しょうがいしゃ

」、「障害
しょうがい

」について、規定
き て い

すべきで

はないか。 

 定義
て い ぎ

等
とう

総則
そうそく

規定
き て い

については、法令
ほうれい

との関係
かんけい

や条文
じょうぶん

としての技術的
ぎじゅつてき

制約
せいやく

等
とう

がある

中
なか

で全
すべ

て反映
はんえい

するのは難
むずか

しいと思
おも

うが、可能
か の う

な限
かぎ

り定義
て い ぎ

規定
き て い

等
とう

の中
なか

で検討
けんとう

する

べき。 

 合理的
ごうりてき

配慮の提供
ていきょう

の場面
ば め ん

として、災害
さいがい

時
じ

も含
ふく

むとすべきではないか。 

 （災害
さいがい

時
じ

も含
ふく

むとすべきという意見
い け ん

は、）意識的
いしきてき

に書
か

くと良
よ

いのではないかとい

う意見
い け ん

だと思
おも

うが。特段
とくだん

災害
さいがい

時
じ

と通常
つうじょう

時
とき

の区別
く べ つ

はない中
なか

で、災害
さいがい

時
じ

は含
ふく

まない

とは解
かい

されないのではないか。 

議事
ぎ じ

（４）「これまでの議論
ぎ ろ ん

の整理
せ い り

について（第
だい

１回
かい

）」 

 ＜主
おも

な意見
い け ん

＞ 

 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

けることについては改
あらた

めて反対
はんたい

である。都民
と み ん

の責務
せ き む

と分
わ

けて規定
き て い

するのではなく、都民
と み ん

に入
はい

るものとして考
かんが

えるべき。 

 情報
じょうほう

保障
ほしょう

に関
かん

する規定
き て い

において、点字
て ん じ

、音声
おんせい

、拡
かく

大文字
だ い も じ

等
など

の手段
しゅだん

は規定
き て い

される

のか。 

 色々
いろいろ

な手段
しゅだん

をやるべきということでは威圧的
いあつてき

な条例
じょうれい

になる懸念
け ね ん

もある。 

 障害
しょうがい

の「害
がい

」の字
じ

については、ひらがなにするべきではないか。 

 この議論
ぎ ろ ん

は様々
さまざま

な立場
た ち ば

の人
ひと

がおり、国
くに

でも様々
さまざま

な議論
ぎ ろ ん

があったうえで今
いま

の形
かたち

となっている。個人的
こじんてき

な考
かんが

えだけですぐに受
う

け入
い

れることは難
むずか

し

い面
めん

がある。 

 

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

が規定
き て い

する、「障害
しょうがい

」、「障害者
しょうがいしゃ

」、「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

」について、

本条例
ほんじょうれい

において改
あらた

めて定義
て い ぎ

規定
き て い

の中
なか

で記述
きじゅつ

すべきか 

「定義
て い ぎ

」規定
き て い

の内容
ないよう

について（前回
ぜんかい

提示
て い じ

） 
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 コミュニケーションという言葉
こ と ば

は、情報
じょうほう

の受信
じゅしん

、判断
はんだん

、送信
そうしん

に分
わ

けると分
わ

かり

やすいと思
おも

う。 

 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

の不提供
ふていきょう

については、権限
けんげん

行使
こ う し

の対象
たいしょう

とすべき。 


