
　この条例は、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら共に
生きる社会（共生社会）の実現を目指して制定されました。
　障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすい社会を築いていきましょう。 
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１ 条例
じょうれい

の目的
もくてき

この条例
じょうれい

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、お互
たが

いにその人
ひと

らしさを認
みと

め

合
あ

いながら共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

（共生
きょうせい

社会
しゃかい

）の実現
じつげん

を目
め
指
ざ
しています。

２ 対象
たいしょう

となる「障害者
しょうがいしゃ

」とは？

この条例
じょうれい

に書
か

いてある「障害者
しょうがいしゃ

」とは、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を持
も

っている人
ひと

の
ことだけではありません。

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

、難病
なんびょう

などにより心身
しんしん
の

機能
きの う
の障害
しょうがい

がある人
ひと
で、障害

しょうがい
および社会

しゃかい
の中
なか
にあるバリア（社会的

しゃかいてき
障壁
しょうへき

）によって、継続的
けいぞくてき

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
や社会
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
けている人

ひと
すべてが対象

たいしょう
です。

この条例
じょうれい

における「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
てい ぎ
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
に

基
もと
づいています。

３「障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル」とは？

「障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル」とは、障害
しょうがい

のある人
ひと
が日常

にちじょう
生活
せいかつ
や社会

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
障害
しょうがい

のみによって生
しょう
じるものではなく、社会

しゃかい
の中
なか
にあるバリア（社会的

しゃかいてき
障壁
しょうへき

）に

よって 生
しょう
じるものであるという考

かんが
え方
かた
です。

例
たとえ

えば、「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

に立
た

つと、左
ひだり

の図
ず

のように、

車
くるま

いすを使用
し よ う

している人
ひと

が段差
だ ん さ

を上
あ

がれないのは、身体
しんたい

に障害
しょうがい

がある

からではなく、段差
だ ん さ

があるという建物
たてもの

の状 況
じょうきょう

（社会
しゃかい

の中
なか

にあるバリア）

に原因
げんいん

があると考
かんが

えます。

この場合
ば あ い

、スロープやエレベーターを設置
せ っ ち

することで段差
だ ん さ

を上
あ

がれな

いという「障害
しょうがい

」はなくなります。こうした社会
しゃかい

の中
なか

にあるバリアを社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で取
と

り除
のぞ

いていきましょう。
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４ 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

がある人
ひと
にとって、日常

にちじょう
生活
せいかつ
や社会

しゃかい
生活
せいかつ

を送
おく
るうえでバリア

（社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

）となるようなものをいい、例
たと
えば次

つぎ
のようなものが

あります。

５ 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

条例
じょうれい

では、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、すべての県民
けんみん

、

事業者
じぎょうしゃ

に、障害
しょうがい

のある人
ひと
に対
たい
する差別

さ べ つ
を禁止

き ん し
するとともに、合理的

ごうりてき
配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を求
もと
めています。

障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さべつ

の禁止
きんし

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

してはいけません

（法律
ほうりつ

上
じょう

の義務
ぎ む

）

しなければいけません

（法律
ほうりつ

上
じょう

の義務
ぎ む

）

事業者
じぎょうしゃ

してはいけません

（法律
ほうりつ

上
じょう

の義務
ぎ む

）

しなければいけません

（条例
じょうれい

上
じょう

の義務
ぎ む

）

個人
こ じ ん

してはいけません

（条例
じょうれい

上
じょう

の義務
ぎ む

）

しなければいけません

（条例
じょうれい

上
じょう

の義務
ぎ む

）

物理的
ぶ つ り て き

なバリア

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
きか ん
、道路

どうろ
、建物

たてもの
などにおいて、

利用者
りようしゃ

に移動
いどう
面
めん
で困難

こんなん
をもたらす物理的

ぶつりてき
なバリ

アのことを言
い
います。

制度的
せ い ど て き

なバリア

社会
しゃかい

のルール、制度
せいど
によって、障害

しょうがい
のある人

ひと
が

能力
のうりょく

以前
いぜ ん
の段階
だんかい

で機会
きかい
の均等
きんとう

を奪
うば
われているバリ

アのことを言
い
います。

文化
ぶ ん か

・情報面
じょうほうめん

でのバリア

情報
じょうほう

の伝
つた
え方

かた
が不十分
ふじゅうぶん

であるために必要
ひつよう

な
情報
じょうほう

が平等
びょうどう

に得
え
られないバリアのことを言

い
い

ます。

意識
い しき

上
じょう

のバリア

周囲
しゅうい

から心無
こころな

い言葉
ことば
、差別
さべつ
、無関心
むかんしん

など、障害
しょうがい

の
ある人

ひと
を受

う
け入

い
れられないバリアのことを言

い
いま

す。障害
しょうがい

に対
たい
する誤

あやま
った認識

にんしき
から生

う
まれます。
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正当
せいとう

な理由
りゆ う
なく、障害

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
したり、

制限
せいげん

したり、条件
じょうけん

を付
つ
けたりすることです。

条例
じょうれい

では、障害
しょうがい

のある人
ひと
の生活
せいかつ
に関
かか
わる11の分野

ぶん や
について具体的

ぐたいてき
に

差別
さべ つ
の内容
ないよう
を示
しめ
すとともに、11の分野

ぶん や
以外
いが い
の行為

こう い
についても「その他

た
」として包括的

ほうかつてき
に禁止

きん し
し

ています。

具
ぐ

体
たい

例
れい

①教育
きょういく

分野
ぶ ん や

②労働
ろうどう

・雇用
こ よ う

分野
ぶ ん や

③商品
しょうひん

の販売
はんばい

またはサービスの提供
ていきょう

分野
ぶ ん や

④福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

⑤障害
しょうがい

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

⑥医療
いりょう

分野
ぶ ん や

⑦建物
たてもの

・公共
こうきょう

交通
こうつう

分野
ぶ ん や

⑧不動産
ふ ど う さ ん

取引
とりひき

分野
ぶ ん や

⑨地域
ち い き

活動
かつどう

分野
ぶ ん や

⑩情報
じょうほう

の提供
ていきょう

分野
ぶ ん や

⑪意思
い し

表示
ひょうじ

の受領
じゅりょう

分野
ぶ ん や

アパートを借
か
りるときに障害

しょうがい
があること

を伝
つた
えると、それを理由

り ゆ う
に貸

か
してくれなか

った。

盲導犬
もうどうけん

と一緒
いっしょ
に飲食店

いんしょくてん
に入ろうとしたら

入店
にゅうてん

を断
ことわ
られた。

障害
しょうがい

のある人
ひと
は保護者

ほ ご し ゃ
や介助者

かいじょしゃ
が一緒

いっしょ

でないと窓口
まどぐち
対応
たいおう
しないと言

い
われた。

本人
ほんにん
を無視

む し
して保護者

ほ ご し ゃ
や介助者

かいじょしゃ

はな

だけに話しかけた。

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

とは？
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具
ぐ

体
たい

例
れい

障害
しょうがい

のある人
ひと
から何

なん
らかの配慮

はいりょ
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
において、負担

ふ た ん
が重
おも
くない

範囲
は ん い
で配慮
はいりょ
を行
おこな
うことです。重

おも
い負担

ふ た ん
がないのに「合理的

ごうりてき
配慮
はいりょ
をしないこと」は差別

さ べ つ
に当

あた
たり

ます。「お互
たが
いの事情

じじょう
」を分

わ
かり合

あ
い、共

とも
に「何

なに
ができるか」アイデアを出

だ
し、建設的

けんせつてき
な対話

たい わ
に

よって、その時々
ときどき
にできる配慮

はいりょ
を導
みちび
き出

だ
すのが合理的

ごうりてき
配慮
はいりょ
です。できないと判断

はんだん
する前

まえ
に、ど

うすれば対応
たいおう
できるのかを考

かんが
えることが重要

じゅうよう
です。

６ 障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

および社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向
む

けた取組
とりくみ

に関
かん

する施策
し さ く

条例
じょうれい

では、障害
しょうがい

のある人
ひと
の自立

じり つ
および社会

しゃかい
参加
さん か
に向

む
けた取組

とりくみ
に関
かん
する施策

しさ く
の基本

きほ ん
となる事項

じこ う

を定
さだ
めています。

合理的配慮の提供とは？
ごう り てきはいりょ ていきょう

まどぐち ちょうかくしょうがい

ひと もうしで おう

し ゅ わ ひつだん たいおう

駅で視覚障害のある人
からの申出に応じて、
券売機の操作を手伝っ
た。

「人の多い待合室は周囲が気に
なって落ち着かず、順番を待
つのが難しい」との申出に応じ
て、別のスペースを確保した。

・普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

等
とう

・・・障害
しょうがい

や障害
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

促進
そくしん

・学校
がっこう

教育
きょういく

における理解
り か い

の促進
そくしん

等
とう

・就業
しゅうぎょう

の機会
き か い

の確保
か く ほ

等
とう

・住環境
じゅうかんきょう

の整備
せ い び

・文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

等
とう

の推進
すいしん

・災害
さいがい

時
じ

における支援
し え ん

・選挙
せんきょ

等
とう

における配慮
はいりょ

・意思
い し

疎通
そ つ う

等
とう

の手段
しゅだん

の利用
り よ う

促進
そくしん

等
とう

・・・障害
しょうがい

のある人
ひと

の意思
い し

疎通
そ つ う

および情報
じょうほう

の取得
しゅとく き かい かく ほ

などの機会の確保

窓口で聴覚障害のある
人からの申出に応じて、
手話や筆談で対応した。

申出に応じて、資料に
フリガナをつけたり、
わかりやすい表現で説明
した。

もうしで おう しりょう

ひょうげん せつめい

えき し か くしょうがい ひと

けんばいき そ う さ て つだ

もうしで おう

ひと おお まちあいしつ しゅうい き

お つ じゅんばん ま

むずか もうしで おう

べつ か く ほ

きっぷうりば
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７ 障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

相談員
そうだんいん

の設置
せ っ ち

条例
じょうれい

では、差別
さべ つ
を受

う
けたり、合理的

ごうりてき
な配慮
はいりょ
がされなかったなどの

相談
そうだん
に応
おう
じ、必要

ひつよう
な助言
じょげん
や調査
ちょうさ
、調整
ちょうせい

などを行
おこな
うため、差別

さべ つ
解消
かいしょう

に

関
かん
する専門性

せんもんせい
を持

も
って中立

ちゅうりつ
の立場

たち ば
で相談
そうだん

に応
おう
じる「障

しょう
害
がい
者
しゃ
差別
さべ つ

解消
かいしょう

相談員
そうだんいん

」を設置
せっ ち
してい

ます。

８ 地域
ち い き

アドボケーターの設置
せ っ ち

自身
じし ん
で相談
そうだん
することが難

むずか
しい障害者

しょうがいしゃ
に寄

よ
り添

そ
い、相談

そうだん
内容
ないよう
を代弁
だいべん

することなどにより、障害者
しょうがいしゃ

の権利
けん り
を擁護

よう ご
し、障害者

しょうがいしゃ
差別
さべ つ

解消
かいしょう

相談
そうだん

員
いん
につなぐ役割

やくわり
を担
にな
う「地域

ちい き
アドボケーター」を設置

せっ ち
しています。

９ 相談
そうだん

と解決
かいけつ

の流
なが

れ

解
かい

決
けつ

②

助言
じょげん

・調整
ちょうせい

④

あっせん

知事
ち じ

による

⑤

従
したが

あっせんに

わない場合
ば あ い

⑥勧告
かんこく

⑦公表
こうひょう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さべ つ

解消
かいしょう

相談員
そうだんいん

） 滋賀県
し が け ん

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ
のない共生

きょうせい
社会
しゃかい
づくり委員会

いいんかい

①

相談
そうだん

③
あっせんの

申立
もうした

て

※障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ
解消
かいしょう

相談員
そうだんいん

に相談
そうだん

しても解決
かいけつ
が難

むずか
しい場合

ば あ い

相談者
そうだ ん し ゃ

【障害者
しょうがいしゃ

（←地域
ちいき

アドボケーターが支援
しえん

）・家族
か ぞ く

・支援者
し え ん し ゃ

・事業者
じぎょうしゃ

】
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１０ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

などについての相談
そうだん

窓口
まどぐち

障 害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に差別
さ べ つ

を受
う

けたり、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

がされなかったときは、こちらの窓口
まどぐち

に相談
そうだん

し

てください。また、会社
かいしゃ

やお店
みせ

など事
じ

業 者
ぎょうしゃ

や県民
けんみん

の方
かた

から、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

に関
かん

する相談
そうだん

なども受
う

け付
つ

けています。

【その他
た

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

】

お住
す

まいの市町
し ま ち

の障害
しょうが

福祉
ふ く し

担当
たんとう

部署
ぶ し ょ

などにも相談
そうだん

窓口
まどぐち

が設置
せ っ ち

されています。

【障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

相談員
そうだんいん

】

滋賀県
し が け ん

健康
けんこう

医療
いりょう

福祉部
ふ く し ぶ

障 害
しょうがい

福祉課内
ふくしかない

滋賀県
し が け ん

障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

擁護
ようご

センター

電
でん

時　間／月〜金曜日（土・日・祝日・年末年始除く）９時〜１７時
じ かん げつ きんよう び じ じど にち しゅくじつ ねんまつねんし のぞ

話
わ

０７７−５２１−１１７５ FAX ０７７−５２８−４８５３

メール ec0006@pref.shiga.lg.jp

【地域
ち い き

アドボケーター】

滋賀県
し が け ん

ホームページをご覧
らん

ください。

http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/303112.html

滋賀県　アドボケーター　一覧
し が けん いち らん けん さく

検 索

【条例についてのお問い合わせ】
じょうれい と あ

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課

〒520-8577　大津市京町四丁目１−１

し が け ん けんこう しょうがいいりょう ふくし

おおつ よんちょうめきょうまちし

かふくしぶ

電
でん

話
わ

０７７−５２８−３５４１ FAX ０７７−５２８−４８５３

メール ec0006@pref.shiga.lg.jp
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平成30年度 障害者週間のポスター
しょうがいしゃしゅうかん

最優秀賞
さいゆうしゅうしょう

（内閣総理大臣賞）
ないかくそうりだいじんしょう

条例に関するＱ＆Ａじょうれい かん

しょうがい

さべつ

ばっそく ばっきん

う

しょうがいしゃ そうだん

ひと かんけい

Ｑ1：障害のない人にも関係がありますか？

Ｑ2： 差別を受けたとされる
 障害者しか相談できな
 いのですか？

A1：

A2：

A3：

Ｑ3： 罰則や罰金はあるので
 すか？

パンフレットの「音声版
おんせいばん

」、「点字版
てんじばん

」も作成
さくせい

しています。ご希望
きぼう
の方

かた
は、相談

そうだん
窓口
まどぐち

までご連絡
れんらく

ください。

障害に対する理解不足などから、障害のある人に対して無意識のうちに差別的な対応をし
てしまうケースは少なくありません。障害のある人にとって何がバリア（社会的障壁）に
なっているのかを周囲の人が理解し、配慮することで「障害」はなくすことができます。
県民の皆さん一人ひとりがこの「障害の社会モデル」の考え方を理解し、「社会」のあり
方を変えようと努力し続けること、そして、障害について、すべての人が自らのこと、社
会のこととしてとらえることが重要だと考えます。

ありません。県では、お互
いの建設的な話し合いを通
じて、円満に解決を図って
もらえるよう相談によるサ
ポートを行います。

障害者差別に関してあらゆ
る相談に応じることとして
います。例えば「合理的配
慮を求められたがどう対応
したらよいかわからない…」
など、事業者がお悩みの場
合にも相談に応じます。

わたし

滋賀県立草津養護学校中学部３年
しがけんりつくさつようごがっこう ちゅがくぶ ねん

ふ とう さ き さくひん

布藤咲喜さんの作品

「私のきもち」

しょうがい たい ひとしょうがい たい む い しき さべつてき たいおうり かい ぶ そく

すく しょうがい ひと なに しゃ かい てきしょうへき

しゅうい ひと り かい はい りょ しょうがい

けん みん みな ひとり しょうがい しゃかい かんが かた り かい しゃかい

かた か ど りょく しょうがいつづ ひと みずか しゃ

かい じゅうよう かんが

しょうがい しゃ さ べつ かん

そう だん おう

たと ごう り てき はい

りょ もと たいおう

じ ぎょう なや ば

あい そう だん

しゃ

おう

けん たが

けん でつ てき はな あい つう

えん まん かい けつ はか

そう だん

おこな




