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1.北海道
ほっかいどう

 2.岩手県
い わて け ん

 3.宮城県
みやぎ けん

仙台市
せん だ いし

 

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

及
およ

び障
しょう

がい児
じ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

並
なら

びに障
しょう

がい者
しゃ

及び障
しょう

が

い児
じ

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

づくりの推進
すいしん

に関
かん

する条例
じょうれい

 

 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も共
と も

に学
まな

び共
と も

に生
い

きる岩手県
いわて けん

づくり条例
じょうれい

 仙台市
せん だ いし

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくし障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
と も

に暮
く

ら

しやすいまちをつくる条例
じょうれい

 

なし これまで本県
ほんけん

においては、障
しょう

がいのある人
ひと

の福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のための様々
さまざま

な

取組
と り くみ

が行
おこな

われ、障
しょう

がいについての県民
けんみん

の理解
り か い

は徐々
じ ょ じ ょ

に深
ふか

まりつつあ

る。 

 しかしながら、依然
い ぜ ん

として、障
しょう

がいのあることを理由
り ゆ う

に、障
しょう

がいのある

人
ひと

を区別
く べ つ

する意識
い し き

やこれに基
も と

づいた社会
しゃかい

における制度
せ い ど

が存
そん

在
ざい

し、障
しょう

が

いのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を妨
さまた

げる障壁
しょうへき

となっている。 

 私
わたし

たちは、このような状況
じょうきょう

を憂慮
ゆ う り ょ

し、これまで障
しょう

がいのある児童等
じ ど う な ど

と

障
しょう

がいのない児童
じ ど う

等
など

が分
わ

け隔
へだ

てなく教育
きょういく

を受
う

けられる機会
き か い

の拡充
かくじゅう

が

十分
じゅうぶん

に図
はか

られていなかったことや障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する誤解
ご か い

、偏見
へんけん

、

理解
り か い

の不足
ふ そ く

等
と う

を解消
かいしょう

するための取組
と り くみ

が十分
じゅうぶん

に行
おこな

われていなかったこ

と等
と う

が一因
いちいん

となって様々
さまざま

な障壁
しょうへき

を生
う

み、障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

社会
しゃかい

へ

の参加
さ ん か

を妨
さまた

げてきたということを改
あらた

めて認識
にんしき

しなければならない。 

 今
いま

、全国
ぜんこく

を上回
うわまわ

る速度
そ く ど

で少子
し ょ う し

高齢化
こ う れ い か

が進
すす

み、地域
ち い き

の担
にな

い手
て

が減少
げんしょう

し

ていく中
なか

にあって、今後
こ ん ご

、本県
ほんけん

が持続
じ ぞ く

可能
か の う

な社会
しゃかい

を構築
こ う ち く

していくために

は、障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

もそれぞれが地域
ち い き

における役割
やくわり

を担
にな

い、

共
と も

に生
い

きる地域
ち い き

づくりを早急
さっきゅう

に進
すす

めていく必要
ひつよう

がある。そのためには、

すべての県民
けんみん

が等
ひと

しく地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

としてあらゆる分野
ぶ ん や

に参加
さ ん か

する

ことができるよう、共
と も

に学
まな

び共
と も

に生
い

きる中
なか

で、将来
しょうらい

の地域
ち い き

づくりを担
にな

うか

けがえのない人材
じんざい

に対
たい

する正
ただ

しい知識
ち し き

の普及
ふきゅ う

と理解
り か い

の促進
そくしん

を図り
はかり

、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いを解消
かいしょう

することが必要
ひつよう

である。 

 ここに私
わたし

たちは、障
しょう

がいのある人
ひと

と障
しょう

がいのない人
ひと

とが互
たが

いに個人
こ じ ん

の

権利
け ん り

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら心
こころ

豊
ゆた

かに主体的
しゅたいてき

に生活
せいかつ

することができる地域
ち い き

づくりを目指
め ざ

すことを決意
け つ い

し、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

すべて人
ひと

は、かけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されるものであり、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが、多様
た よ う

な人格
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、支
さ さ

え合
あ

い、生
い

き

がいを持
も

って、安心
あんしん

した生活
せいかつ

を送
おく

ることができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

は、わたし

たちの共通
きょうつう

の願
ねが

いである。 

しかしながら、障害
しょうがい

のある人
ひと

は、心身
しんしん

の障害
しょうがい

による生活
せいかつ

のしづらさに

加え
く わ え

、周囲
しゅ うい

の理解
り か い

の不足
ふ そ く

や偏見
へんけん

、障害
しょうがい

への配慮
はいりょ

が十分
じゅうぶん

ではない仕組
し く

みや慣習
かんしゅう

等
など

のさまざまな社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

による困難
こんなん

を抱
かか

え、時
と き

には、

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

など人権
じんけん

を侵害
しんがい

される深刻
しんこく

な状況
じょうきょう

におかれることもある。ま

た、未曽
み ぞ

有
う

の被害
ひ が い

をもたらした東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

においては、災害
さいがい

対策
たいさく

や

地域
ち い き

生活
せいかつ

において障害
しょうがい

への配慮
はいりょ

が不十分
ふじゅうぶん

な現状
げんじょう

が明
あき

らかになった。 

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくすためには、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりがこの問題
もんだい

を

深
ふか

く受
う

け止
と

め、自分
じ ぶ ん

たちの暮
く

らしの中
なか

で向
む

き合
あ

い、差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に向
む

け

て共
と も

に取
と

り組
く

むことが必要
ひつよう

である。 

わたしたちのまち仙台
せんだい

には、「健康
けんこう

都市
と し

宣言
せんげん

」や日本
に ほ ん

で初
はじ

めての「しん

たい障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

モデル都市
と し

」指定
し て い

など、障害者
しょうがいしゃ

の生活圏
せいかつけん

拡張
かくちょう

運動
うん ど う

や

福祉
ふ く し

のまちづくりの発祥地
はっしょ うち

と言
い

われる、障害
しょうがい

のある人
ひと

自身
じ し ん

が発信
はっしん

し、

市民
し み ん

とともに福祉
ふ く し

のまちづくりに取
と

り組
く

んできた歴史
れ き し

がある。また、

「仙台
せんだい

市
し

ひとにやさしいまちづくり条例
じょうれい

」をいち早
はや

く制定
せいてい

し、さまざまな

施設
し せ つ

がすべての人
ひと

にとって利用
り よ う

しやすいものとなるように、その整備
せ い び

に

努
つと

めてきた。 

こうした福
ふく

祉
し

のまちづくりの歴史
れ き し

を継承
けいしょう

し、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

、行政
ぎょうせい

が共
と も

に

知恵
ち え

と力
ちから

を出
だ

し合
あ

い、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくすことを決意
け つ い

し、

一人
ひ と り

ひとりの多様
た よ う

な人格
じんかく

と個性
こ せ い

を認
みと

め合
あ

い、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も

自分
じ ぶ ん

らしく、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を実現
じつげん

できる共生
きょうせい

のまち・仙台
せんだい

を目指
め ざ

すた

め、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 
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4.山形県
やまがたけん

 5.茨城県
いばらきけん

 6.埼玉県
さいたまけん

さいたま市
し

 

山形県障
やまがたけんしょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に歩
あゆ

み幸
しあわ

せに暮
く

らすための茨城県
いばらきけん

づ

くり条例
じょうれい

 

さいたま市
し

誰
だれ

もが共
とも

に暮
く

らすための障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の擁護
よ う ご

等
など

に関
かん

する条例
じょうれい

 

 全
すべ

ての人
ひと

は、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

その尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される

権利
け ん り

を有
ゆう

しており、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが互
たが

いにそ

の人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、支
ささ

え合
あ

いながら共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

こそ、私
わたし

たちが目指
め ざ

す社会
しゃかい

である。 

  しかしながら、今
いま

なお、障
しょう

がい及
およ

び障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する誤解
ご か い

や

偏見
へんけん

及
およ

びこれらに起因
き い ん

する障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いが、障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

や自立
じ り つ

を妨
さまた

げる様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

と

して存在
そんざい

している。 

  このような状 況
じょうきょう

において、県民
けんみん

一人一人
ひ と り ひ と り

が障
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

な問題
もんだい

として捉
とら

え、障
しょう

がいや障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する

理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、 障
しょう

がい者
しゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び 障
しょう

がいの

状態
じょうたい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

について学
まな

び、及
およ

び実践
じっせん

することは、障
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、ひいては私
わたし

たちが目指
め ざ

す社会
しゃかい

を実現
じつげん

するための重要
じゅうよう

な一歩
い っ ぽ

となる。 

  ここに、 障
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

し、全
すべ

ての

県民
けんみん

が一体
いったい

となって「共生
きょうせい

する山形
やまがた

」を目指
め ざ

すことを決意
け つ い

し、こ

の条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。  

 

私
わたし

たちが住
す

む茨城県
いばらきけん

は常陸
ひ た ち

国
のくに

風土記
ふ ど き

でも常世
と こ よ

の国
くに

とたたえられ

ているように豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

に恵
めぐ

まれており，そこに住
す

む人
ひと

の多
おお

くは

夢
ゆめ

や幸
しあわ

せを追
お

い求
もと

めてきた。 

しかし，障害
しょうがい

のある人
ひと

は，地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

を送
おく

るために誰
だれ

もが

必要
ひつよう

としている社会
しゃかい

資源
し げ ん

の利用
り よ う

について，多
おお

くの制約
せいやく

を受
う

けてい

る。障害
しょうがい

のない人
ひと

と対等
たいとう

な一人
ひ と り

の人間
にんげん

として十分
じゅうぶん

に尊
そん

重
ちょう

されず

に，夢
ゆめ

や幸
しあわ

せの追求
ついきゅう

を諦
あきら

めることもある。 

人類
じんるい

は，いまだ障害
しょうがい

に対
たい

する差別
さ べ つ

と偏見
へんけん

を根絶
こんぜつ

するには至
いた

ってい

ないが，これらを軽減
けいげん

し，解消
かいしょう

することは，一人一人
ひ と り ひ と り

の絶
た

え間
ま

な

い努力
どりょく

の積
つ

み重
かさ

ねによって可能
か の う

である。 

ここに，国際
こくさい

連合
れんごう

総会
そうかい

において採択
さいたく

された障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する

条約
じょうやく

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ，障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

が対等
たいとう

な

権利
け ん り

を有
ゆう

していることを再確認
さいかくにん

するとともに，障害
しょうがい

があることで

受
う

ける制約
せいやく

をなくすための合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を全
すべ

ての県民
けんみん

に

求
もと

めていくことを通
つう

じて，誰
だれ

もが安心
あんしん

して楽
たの

しく暮
く

らすことがで

き，共
とも

に夢
ゆめ

や幸
しあわ

せを追求
ついきゅう

できる真
しん

に平等
びょうどう

な社会
しゃかい

を実現
じつげん

すること

を決意
け つ い

し，この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

誰
だれ

もが皆
みな

、その人
ひと

らしく、人
ひと

として豊
ゆた

かに生活
せいかつ

をする権利
け ん り

を有
ゆう

し

ている。誰
だれ

もが、本来
ほんらい

、自
みずか

らの決定
けってい

及
およ

び選択
せんたく

に基
もと

づいて社会
しゃかい

のあ

らゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

し、及
およ

び参画
さんかく

する権利
け ん り

を有
ゆう

している。こ

れらの権利
け ん り

の主体
しゅたい

であることは、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらない。 

ある人
ひと

が、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、地域
ち い き

生活
せいかつ

において活動
かつどう

し、

社会
しゃかい

参加
さ ん か

をするに当
あ

たって、何
なん

らかの不当
ふ と う

な制約
せいやく

を受
う

けることが

あるとすれば、日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

で保障
ほしょう

されている基本的
きほんてき

人権
じんけん

の侵害
しんがい

と

なる。 

本市
ほ ん し

は、国際
こくさい

連合
れんごう

で採択
さいたく

された障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

の

理念
り ね ん

を踏
ふ

まえた障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とするいかなる種類
しゅるい

の差別
さ べ つ

もない

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

している。 

その目指
め ざ

す社会
しゃかい

は、人
ひと

として生
う

まれながらに持
も

つ権利
け ん り

と自由
じ ゆ う

を、

障害
しょうがい

のある人
ひと

にもない人
ひと

にも同
おな

じように認
みと

める社会
しゃかい

である。市民
し み ん

は、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もが、基本的
きほんてき

人権
じんけん

の主体
しゅたい

であっ

て、社会
しゃかい

の一員
いちいん

である。 

ここに、市民
し み ん

が、誰
だれ

も侵
おか

すことができない基本的
きほんてき

人権
じんけん

の主体
しゅたい

とし

て、尊厳
そんげん

をもって、未来
み ら い

にわたって、安心
あんしん

して地域
ち い き

で生活
せいかつ

できる

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.千葉県
ち ば け ん

 8.東京都
とうきょうと

八王子市
は ち お う じ し

 9.新潟県
にいがたけん

新潟市
にいがたし
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障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい千葉県
ち ば け ん

づくり条例
じょうれい

 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らせる八王子
はちおうじ

づくり

条例
じょうれい

 

新潟市障
にいがたししょう

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

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、誰
だれ

もが、お互
たが

いの立場
た ち ば

を尊重
そんちょう

し合
あ

い、

支
ささ

え合
あ

いながら、安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる社会
しゃかい

こそ、私
わたし

たち

が目指
め ざ

すべき地域
ち い き

社会
しゃかい

である。 

このような地域
ち い き

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、今
いま

、私
わたし

たちに求
もと

められてい

るのは、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

とともに、

障害
しょうがい

のある人
ひと

への誤解
ご か い

や偏見
へんけん

をなくしていくための取組
とりくみ

である。 

この取組
とりくみ

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

を広
ひろ

げる県民
けんみん

運動
うんどう

の契機
け い き

となり、差別
さ べ つ

を身近
み ぢ か

な問題
もんだい

として考
かんが

える出発点
しゅっぱつてん

となるものであ

る。そして、障害
しょうがい

のあるなしにかかわらず、誰
だれ

もが幼
おさな

いころか

ら共
とも

に地域
ち い き

社会
しゃかい

で生
い

きるという意識
い し き

を育
はぐく

むのである。 

すべての県民
けんみん

のために、差別
さ べ つ

のない地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

と、一人
ひ と り

ひと

りの違
ちが

いを認
みと

め合
あ

い、かけがえのない人生
じんせい

を尊重
そんちょう

し合う千葉県
ち ば け ん

づ

くりを目指
め ざ

して、ここに障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやす

い千葉県
ち ば け ん

づくり条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

私
わたし

たちのまち八王子
はちおうじ

は、全
すべ

ての人
ひと

が基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

するという認識
にんしき

に立
た

ち、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわら

ず、誰
だれ

もが地域
ち い き

社会
しゃかい

で共
とも

に支
ささ

え合
あ

い、安心
あんしん

して暮
く

らせるまちを目指
め ざ

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する福祉
ふ く し

の向上
こうじょう

のため、様々
さまざま

な施策
し さ く

を推進
すいしん

してきた。 

  しかしながら、依然
い ぜ ん

として障害
しょうがい

のある人
ひと

は、障害
しょうがい

に対
たい

する

誤解
ご か い

や偏見
へんけん

により不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いを受
う

け、配慮
はいりょ

不足
ぶ そ く

により日常
にちじょう

生活
せいかつ

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

で不自由
ふ じ ゆ う

を感
かん

じている状 況
じょうきょう

にある。 

  このような中
なか

、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、共
とも

に支
ささ

え合
あ

い、安心
あんしん

して暮
く

らせるまちの実現
じつげん

のため、市
し

、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

など全
すべ

ての者
もの

が連携
れんけい

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

の生活
せいかつ

を困難
こんなん

にしてきた心
こころ

の壁
かべ

、社会
しゃかい

参加
さ ん か

を困難
こんなん

にする物理的
ぶつりてき

環境
かんきょう

、社会的
しゃかいてき

制度
せ い ど

、情報
じょうほう

の不足
ふ そ く

など、

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

き、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

するいかなる差別
さ べ つ

も

なくす取組
とりくみ

が私
わたし

たちに求
もと

められている。 

  このため、私
わたし

たちは、障害
しょうがい

のある人
ひと

が、障害
しょうがい

のない人
ひと

と等
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

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、

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
とも

に安心
あんしん

して暮
く

らせるま

ちの実現
じつげん

を目指
め ざ

し、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も，全
すべ

ての市民
し み ん

が，障
しょう

がいの有無
う む

にか

かわらず，生
い

き生
い

きと自分
じ ぶ ん

らしい生活
せいかつ

を営
いとな

み，安心
あんしん

して暮
く

らすこ

とのできる社会
しゃかい

こそが，私
わたし

たちが目指
め ざ

す共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

です。 

  このような社会
しゃかい

を実現
じつげん

するためには，障
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

や，可能
か の う

な限
かぎ

り，どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかにつ

いての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

されること，障
しょう

がいのある人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

が尊重
そんちょう

されることが必要
ひつよう

です。 

  しかしながら，障
しょう

がいのある人
ひと

は，周囲
しゅうい

の理解
り か い

不足
ぶ そ く

や誤解
ご か い

，

偏見
へんけん

により障
しょう

がいを理由
り ゆ う

に不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いを受
う

けたり，障
しょう

がい

に対
たい

する配慮
はいりょ

が十分
じゅうぶん

でないために日常
にちじょう

生活
せいかつ

の様々
さまざま

な場面
ば め ん

で生
い

き

づらさや差別感
さべつかん

を感
かん

じている状 況
じょうきょう

にあります。 

  また，障
しょう

がいのある人
ひと

は，障
しょう

がいに加
くわ

え，性別
せいべつ

や年齢
ねんれい

等
とう

によ

る複合的
ふくごうてき

な原因
げんいん

により特
とく

に困難
こんなん

となる状 況
じょうきょう

もあります。 

  このような理解
り か い

不足
ぶ そ く

や誤解
ご か い

，偏見
へんけん

をなくすため，全
すべ

ての市民
し み ん

が

障
しょう

がいの多様性
たようせい

を認識
にんしき

し， 障
しょう

がいや 障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い す る

理解
り か い

を深
ふか

めるとともに，話合
はなしあ

いにより相互
そ う ご

の立場
た ち ば

を理解
り か い

すること

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として，この条例
じょうれい

を制定
せいてい

します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.富山県
とやまけん

 11.岐阜県
ぎ ふ け ん

 12.愛知県
あいちけん
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障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し県民
けんみん

皆
みな

が共
とも

にいきいきと 輝
かがや

く

富山県
とやまけん

づくり条例
じょうれい

 

岐阜県
ぎ ふ け ん

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

きる清流
せいりゅう

の国
くに

づくり

条例
じょうれい

 

愛知県
あいちけん

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

推進
すいしん

条例
じょうれい

 

 

すべての県民
けんみん

は、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、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

であり、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

が望
のぞ

まれる。 

  これまで本県
ほんけん

においては、誰
だれ

もが幸
しあわ

せを感
かん

じる富山型
とやまかた

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の創造
そうぞう

を目指
め ざ

して、障害
しょうがい

のある人
ひと

の福祉
ふ く し

向上
こうじょう

のため様々
さまざま

な

取組
とりくみ

が 行
おこな

われ、障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する県民
けんみん

の理解
り か い

は

徐々
じょじょ

に深
ふか

まってきている。 

  しかしながら、障害
しょうがい

のある人
ひと

の地域
ち い き

移行
い こ う

や社会
しゃかい

進出
しんしゅつ

が進
すす

む

中
なか

、今
いま

なお障害
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

の様々
さまざま

な場
ば

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

や様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

によって、

暮
く

らしにくさを感
かん

じている実態
じったい

があり、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、互
たが

いに納
なっ

得
とく

のできる社会的
しゃかいてき

な配慮
はいりょ

が一層
いっそう

求
もと

められている。 

  また、本県
ほんけん

においては、障害
しょうがい

のある人
ひと

は増加
ぞ う か

傾向
けいこう

にあり、

高齢化
こうれいか

や障害
しょうがい

の重度化
じゅうどか

、多様化
た よ う か

が進
すす

んでいる。少子
しょうし

高齢化
こうれいか

が進
すす

み、

地域
ち い き

の担
にな

い手
て

が減少
げんしょう

していく中
なか

にあって、今後
こ ん ご

、本県
ほんけん

が持続
じ ぞ く

可能
か の う

な社会
しゃかい

を構築
こうちく

していくためには、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

もそれぞ

れが地域
ち い き

における役割
やくわり

を担
にな

い、共生
きょうせい

する地域
ち い き

づくりを早急
さっきゅう

に進
すす

めていく必要
ひつよう

がある。 

  このような状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、私
わたし

たちは、障害
しょうがい

のある人
ひと

が必要
ひつよう

とする福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、雇用
こ よ う

、教育
きょういく

等
とう

を充実
じゅうじつ

させるとともに、障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

のある人
ひと

の現状
げんじょう

と課題
か だ い

について理解
り か い

を深
ふか

め、障害
しょうがい

の

有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることのない社会
しゃかい

づくりに、県民
けんみん

を挙
あ

げて取
と

り組
く

まなければならない。 

  ここに、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とするいかなる差別
さ べ つ

もなくし、すべての

障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、県民
けんみん

皆
みな

が共
とも

にいきいきと輝
かがや

く

富山県
とやまけん

づくりを目指
め ざ

して、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

豊
ゆた

かな森
もり

を 源
みなもと

として県内
けんない

をあまねく流
なが

れる「清流
せいりゅう

」は、美
うつく

し

い自然
し ぜ ん

や伝統的
でんとうてき

な文化
ぶ ん か

を育
はぐ

くんできただけでなく、里
さと

や街
まち

、人
ひと

と人
ひと

とをつなぎ、地域
ち い き

の絆
きずな

（きずな）を深
ふか

め、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

きる社会
しゃかい

を徐々
じょじょ

に育
はぐく

んできた。 

  さらに、ぎふ清流
せいりゅう

大会
たいかい

においては、障害
しょうがい

のある人
ひと

が積
つ

み重
かさ

ね

た努力
どりょく

の成果
せ い か

を発揮
は っ き

する 姿
すがた

や障害
しょうがい

を乗
の

り越
こ

えて懸命
けんめい

に頑張
が ん ば

る

姿
すがた

が、県民
けんみん

に感動
かんどう

を与
あた

えるとともに、県民
けんみん

総参加
そうさんか

による地域
ち い き

の絆
きずな

づくりの取組
とりくみ

が、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

きる社会
しゃかい

づくり

をさらに推
お

し進
すす

める契機
け い き

となった。 

  しかしながら、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

が進
すす

む中
なか

、今
いま

なお

障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

や社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

が存在
そんざい

することも事実
じ じ つ

であ

る。 

  こうした状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、

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

することはもちろん、さら

に一歩
い っ ぽ

進
すす

んで、障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

とが積極的
せっきょくてき

に交流
こうりゅう

する

機会
き か い

を幼児期
よ う じ き

から増
ふ

やし、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

社会
しゃかい

づくりを進
すす

めていかなければならない。 

  このため、障害
しょうがい

のある人
ひと

への誤解
ご か い

や偏見
へんけん

を無
な

くしていくよう、

教育
きょういく

や普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

、交流
こうりゅう

の機会
き か い

の創出
そうしゅつ

等
とう

に、県
けん

、障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

、

市町村
しちょうそん

、県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

が、それぞれの役割
やくわり

を果
は

たすとともに、

互
たが

いに連携
れんけい

して、又
また

は一体
いったい

となって取
と

り組
く

む必要
ひつよう

がある。 

  ここに、全
すべ

ての県民
けんみん

のために、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

するとともに、一人
ひ と り

ひとりの違
ちが

いを認
みと

め合
あ

い、かけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

し合
あ

い、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

きる清流
せいりゅう

の

国
くに

づくりを目指
め ざ

して、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。  

 

全
すべ

ての県民
けんみん

が、障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、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、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

する地域
ちいき

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することは 私
わたし

たちの願
ねが

いである。 

しかしながら、今
いま

なお障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、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
とりあつか

いを受
う

けている。また、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の日 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

おける活動
かつどう

を制限
せいげん

し、社会
しゃかい

への参加
さんか

を制約
せいやく

している社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

も存在
そんざい

する。 

このような 状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、障 害
しょうがい

のない人
ひと

と平 等
びょうどう

の

選択
せんたく

の機会
きかい

をもって地域
ちいき

社会
しゃかい

で自立
じりつ

した生活
せいかつ

を 営
いとな

み、等
ひと

しく社会
しゃかい

参加
さんか

や

自己
じ こ

実現
じつげん

を図
はか

ることができる 環 境
かんきょう

づくりを更に
さらに

進
すす

めていくことが必要
ひつよう

である。 

そのためには、私
わたし

たち一人一人
ひとりひとり

が障 害
しょうがい

についての知識
ちしき

及
およ

び理解
りかい

を深
ふか

める

とともに、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
とりあつか

いをなくし、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

を営む
いとなむ

上
うえ

で 妨
さまた

げとなる様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くよう、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で取
と

り組
く

まなければならない。 

私
わたし

たちは、このような認識
にんしき

を共 有
きょうゆう

し、一体
いったい

となって、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

するため、ここにこの条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

全
すべ

ての県民
けんみん

が、障 害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、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、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

する地域
ちいき

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することは 私
わたし

たちの願
ねが

いである。 

しかしながら、今
いま

なお障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、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
とりあつか

いを受
う

けている。また、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の日 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

おける活動
かつどう

を制限
せいげん

し、社会
しゃかい

への参加
さんか

を制約
せいやく

している社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

も存在
そんざい

する。 

このような 状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、障 害
しょうがい

のない人
ひと

と平 等
びょうどう

の

選択
せんたく

の機会
きかい

をもって地域
ちいき

社会
しゃかい

で自立
じりつ

した生活
せいかつ

を 営
いとな

み、等
ひと

しく社会
しゃかい

参加
さんか

や

自己
じ こ

実現
じつげん

を図
はか

ることができる環境
かんきょう

づくりを更
さら

に進
すす

めていくことが必要
ひつよう

で

ある。 

そのためには、私
わたし

たち一人一人
ひとりひとり

が障 害
しょうがい

についての知識
ちしき

及
およ

び理解
りかい

を深
ふか

める

とともに、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
とりあつか

いをなくし、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

を 営
いとな

む 上
じょう

で 妨
さまた

げとなる様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くよう、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で取
と

り組
く

まなければならない。 

私
わたし

たちは、このような認識
にんしき

を共 有
きょうゆう

し、一体
いったい

となって、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

するため、ここにこの条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

13.京都府
きょうとふ

 14.大阪府
おおさかふ

 15.奈良県
な ら け ん
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京都府
きょうとふ

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

していきいきと暮
く

らし

やすい社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

 

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

の推進
すいしん

に関
かん

する条例
じょうれい

 

 

奈良県
な ら け ん

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

もともに暮
く

らしやすい社会
しゃかい

づくり

条例
じょうれい

 

全
すべ

ての者
もの

が、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、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

される社会
しゃかい

が実現
じつげん

されるこ

とは、我
わ

が国
くに

だけでなく、全
すべ

ての人類
じんるい

の共通
きょうつう

の思
おも

いである。 

  私
わたし

たちの住
す

む京都
きょうと

においても、府民
ふ み ん

一人
ひ と り

ひとりが、このよう

な思
おも

いを持
も

って、その尊厳
そんげん

が重
おも

んじられるとともに、その基本的
きほんてき

人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、相互
そ う ご

に思
おも

いやりの心
こころ

でつながり、支
ささ

え合
あ

う地域
ち い き

社会
しゃかい

を築
きず

くために、先人
せんじん

たちによりたゆまぬ努力
どりょく

が重
かさ

ねられてき

た。 

  しかしながら、障害者
しょうがいしゃ

が、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いを受
う

けたり、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

や障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に

応
おう

じた配慮
はいりょ

が十分
じゅうぶん

でないことなどにより、地域
ち い き

における安心
あんしん

した

生活
せいかつ

を妨
さまた

げられたりしている状 況
じょうきょう

が、私
わたし

たちの社会
しゃかい

には今
いま

な

お存在
そんざい

する。 

  そして、こうした状 況
じょうきょう

の背景
はいけい

には、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を制約
せいやく

する物理的
ぶつりてき

な障壁
しょうへき

や障害
しょうがい

に関
かん

する理解
り か い

の不足
ふ そ く

から生
しょう

じる誤解
ご か い

、

偏見
へんけん

等
など

の意識上
いしきじょう

の障壁
しょうへき

など、様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

がある。 

  こうした状 況
じょうきょう

において、全
すべ

ての府民
ふ 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
とも

に安心
あんしん

していきいきと暮
く

らしやすい共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するた

めには、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

に取
と

り組
く

むそれぞれの主体
しゅたい

が連携
れんけい

及
およ

び

協働
きょうどう

をして、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として差別
さ べ つ

することその他
た

の障害者
しょうがいしゃ

の

権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

する行為
こ う い

をなくすとともに、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

き、全
すべ

ての府民
ふ み ん

の障害
しょうがい

への理解
り か い

を十分
じゅうぶん

に深
ふか

めて、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を支援
し え ん

する取組
とりくみ

を推進
すいしん

することが必要
ひつよう

である。 

  このような認識
にんしき

の下
もと

に、私
わたし

たちは、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を強
つよ

く念
ねん

願
がん

し、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

、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
かん

する法律
ほうりつ

等
とう

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の推進
すいしん

に関
かん

し基本
き ほ ん

理念
り ね ん

等
とう

を定
さだ

め、その取組
とりくみ

を府
ふ

、府民
ふ み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び市町村
しちょうそん

、国
くに

その他
た

の関係
かんけい

機関
き か ん

が一体
いったい

となって総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

するため、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。  

 

なし 基本的
きほんてき

人権
じんけん

が尊重
そんちょう

される差別
さ べ つ

のない自由
じ ゆ う

で平等
びょうどう

な社会
しゃかい

の実現
じつげん

は、人類
じんるい

全
すべ

ての悲願
ひ が ん

であり、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、全
すべ

ての人間
にんげん

は、生
う

まれながらにして自由
じ ゆ う

であり、かつ、尊厳
そんげん

と権利
け ん り

とについ

て平等
びょうどう

である。また、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、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

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられる社会
しゃかい

の実現
じつげん

は、全
すべ

ての人間
にんげん

の共通
きょうつう

の願
ねが

いである。 

  しかしながら、今
いま

なお、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

と

する不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いが存在
そんざい

している。また、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

や自立
じ り つ

を制限
せいげん

する物理的
ぶつりてき

な障壁
しょうへき

、誤解
ご か い

や偏見
へんけん

といった意識上
いしきじょう

の障壁
しょうへき

等
など

様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

も存在
そんざい

している。 

  このような状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、我々
われわれ

は、障
しょう

害
がい

及
およ

び障害
しょうがい

のある人
ひと

に関
かん

することを身近
み ぢ か

な課題
か だ い

と捉
とら

え、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、誰
だれ

もがともに学
まな

び生
い

きるという意識
い し き

を 育
はぐく

み、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする

差別的
さべつてき

言動
げんどう

その他
た

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

する行為
こ う い

をなくすとともに、

全
すべ

ての県民
けんみん

の障害
しょうがい

への理解
り か い

を深
ふか

めるための取組
とりくみ

が必要
ひつよう

である。 

  ここに、我々
われわれ

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、ともに安心
あんしん

して幸
しあわ

せに暮
く

らすことができる奈良県
な ら け ん

づくりを目指
め ざ

して、この条例
じょうれい

を

制定
せいてい

する。 
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16.和歌山県和歌山市 17.島根県
しまねけん

松江市
ま つ え し

 18.徳島県
とくしまけん

 

和歌山市
わ か や ま し

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

推進
すいしん

条例
じょうれい

 松江市障
まつえししょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に住
す

みよいまちづくり条例
じょうれい

 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も暮
く

らしやすい徳島
とくしま

づくり条例 

なし 全
すべ

ての市民
し み ん

は、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、等
ひと

しく基本的
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。 

  市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが、このような思
おも

いをもって、その尊厳
そんげん

が重
おも

ん

じられるとともに、誰
だれ

もが住
す

み慣
な

れた地域
ち い き

社会
しゃかい

でお互
たが

いを尊重
そんちょう

し

ながら安心
あんしん

して暮
く

らせる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

をめざす必要
ひつよう

がある。 

  しかしながら、障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を制約
せいやく

する物理的
ぶつりてき

、

制度的
せいどてき

な障壁
しょうへき

や 障
しょう

がいに関
かん

する理解
り か い

不足
ぶ そ く

から 生
しょう

じる誤解
ご か い

や

偏見
へんけん

、慣習
かんしゅう

等
など

の 意識上
いしきじょう

の障壁
しょうへき

など様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

がある。 

  その結果
け っ か

、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

として不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いを受
う

けた

り 、障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた配慮
はいりょ

が十分
じゅうぶん

されていないこと等
とう

によ

り、日常
にちじょう

生活
せいかつ

のあらゆる場面
ば め ん

において安心
あんしん

して暮
く

らすことが困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

が、今
いま

なお存在
そんざい

している。 

  また、障
しょう

がいに加
くわ

え、性別
せいべつ

や年齢
ねんれい

等
とう

による複合的
ふくごうてき

な原因
げんいん

によ

り特
とく

に生
い

きづらさや差別感
さべつかん

を感
かん

じている状 況
じょうきょう

もある。 

  このような状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

をなくすことが、本市
ほ ん し

のめざす「住
す

みやすさ日本一
にほんいち

の実現
じつげん

」につながるものと考える。 

  ここに、障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、住
す

む人
ひと

も訪
おとず

れる人
ひと

も、

安心
あんしん

に暮
く

らせる「住
す

みよい共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」を目指
め ざ

し、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。  

 

本県
ほんけん

においては、障
しょう

がいのある人
ひと

が、いきいきと安心
あんしん

して生活
せいかつ

で

きるよう、障
しょう

がい福祉
ふ く し

サービス等
とう

を充実
じゅうじつ

させるとともに、意欲
い よ く

を

持
も

って働
はたら

く機会
き か い

の創出
そうしゅつ

など、様々
さまざま

な取組
とりくみ

を積
つ

み重
かさ

ねてきた。 

  また、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

成立
せいりつ

、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

など、障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

を擁護
よ う ご

する意識
い し き

が高
たか

まる中
なか

、これまでの取組
とりくみ

を更
さら

に発展
はってん

さ

せるとともに、障
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

、障
しょう

がいのある

人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を制限
せいげん

している社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

、さ

らには、障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

び利用
り よ う

、意思
い し

疎通
そ つ う

並
なら

びに移動
い ど う

のための手段
しゅだん

の確保
か く ほ

などを通
つう

じ、障
しょう

がいのある人
ひと

が自立
じ り つ

して社会
しゃかい

参加
さ ん か

し、及
およ

び自己
じ こ

の個性
こ せ い

や能力
のうりょく

を発揮
は っ き

することが

できるような共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

が求
もと

められている。 

  特
とく

に、障
しょう

がいのある人
ひと

が、その多様
た よ う

な障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じ、

自
みずか

らの可能性
かのうせい

を最大限
さいだいげん

に発揮
は っ き

し、地域
ち い き

における社会
しゃかい

貢献
こうけん

活動
かつどう

をは

じめとした活躍
かつやく

の場
ば

を広
ひろ

げていくことが共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

のため

に必要
ひつよう

である。 

  そして、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず全
すべ

ての人が、自
みずか

らの地域
ち い き

に住
す

み、働
はたら

き、学
まな

び、自立
じ り つ

し、互
たが

いの立場
た ち ば

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら支
ささ

え合
あ

うことができる社会
しゃかい

の実現
じつげん

は、地域
ち い き

社会
しゃかい

の活力
かつりょく

を取
と

り戻
もど

すこ

とにつながるものである。 

  ここに、私
わたし

たちは、障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

を擁護
よ う ご

するための

取組
とりくみ

を推進
すいしん

するとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、支
ささ

え合
あ

い

ながら、いきいきと暮
く

らせる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。  
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19.長崎県
ながさきけん

 20.熊本県
くまもとけん

 21.大分県
おおいたけん

 

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

きる平和
へ い わ

な長崎県
ながさきけん

づくり条例
じょうれい

 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

きる熊本
くまもと

づくり条例
じょうれい

 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も 心
こころ

豊
ゆた

かに暮
く

らせる大分県
おおいたけん

づくり

条例
じょうれい

 

私
わたし

たちが住
す

む長崎県
ながさきけん

は、美
うつく

しい自然
し ぜ ん

に恵
めぐ

まれ、歴史
れ き し

と文化
ぶ ん か

に育
はぐく

まれた県
けん

として、また、被爆地
ひ ば く ち

を有
ゆう

する県
けん

として、平和
へ い わ

の大切
たいせつ

さ

を何
なに

よりも重
おも

く受
う

け止
と

め、その実現
じつげん

に寄与
き よ

する役割
やくわり

を担
にな

っている。 

  平和
へ い わ

の実現
じつげん

のためには、単
たん

に争
あらそ

いをなくすというばかりでな

く、誰
だれ

もが基本的
きほんてき

人権
じんけん

を有
ゆう

する個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

され、共
とも

に生
い

きて

いくことのできる社会
しゃかい

を作
つく

り上
あ

げていく必要
ひつよう

がある。しかしなが

ら、現状
げんじょう

は、社会的
しゃかいてき

に弱
よわ

い立場
た ち ば

にある障害
しょうがい

のある人
ひと

が、依然
い ぜ ん

と

して、物理的
ぶつりてき

な障壁
しょうへき

、偏見
へんけん

や誤解
ご か い

といった意識上
いしきじょう

の障壁
しょうへき

など、

様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

による制約
せいやく

を受
う

け、その自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を

十分
じゅうぶん

に果
は

たせていない。 

  私
わたし

たちは、障害
しょうがい

のある人
ひと

が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

により自
みずか

らの 力
ちから

を

十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

することができ、障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

とが

互
たが

いに優
やさ

しく接
せっ

し合
あ

うことができる社会
しゃかい

環境
かんきょう

を整
ととの

えることによ

って、障害
しょうがい

のある人
ひと

と障害
しょうがい

のない人
ひと

とが対等
たいとう

な関係
かんけい

となり、誰
だれ

も

が排除
はいじょ

されることなく安心
あんしん

して共
とも

に生
い

きていくことのできる平和
へ い わ

な社会
しゃかい

を作
つく

り上
あ

げていくことができる。 

  ここに、私
わたし

たちは、障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する差別
さ べ つ

をなくすことを通
つう

じて、共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することにより、もって平和
へ い わ

を目指
め ざ

すことを決意
け つ い

し、この

条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

私
わたし

たちが住
す

む熊本県
くまもとけん

では、先人
せんじん

のたゆまぬ努力
どりょく

により、共
とも

に支
ささ

え

合
あ

い、助
たす

け合
あ

う地域
ち い き

社会
しゃかい

が築
きず

かれてきた。しかしながら、その地域
ち い き

社会
しゃかい

には、障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として差別
さ べ つ

を受
う

けたり、障害
しょうがい

へ

の配慮
はいりょ

がないため暮
く

らしにくさを感
かん

じたりするなど、依然
い ぜ ん

として、

障害者
しょうがいしゃ

にとって地域
ち い き

での安心
あんしん

した生活
せいかつ

が妨
さまた

げられている状 況
じょうきょう

がある。 

  これまで、障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

める様々
さまざま

な取組
とりくみ

が行
おこな

われてき

たにもかかわらず、このような状 況
じょうきょう

が続
つづ

く背景
はいけい

には、障害者
しょうがいしゃ

の

社会
しゃかい

参加
さ ん か

を制約
せいやく

している物理的
ぶつりてき

な障壁
しょうへき

あるいは障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する

偏見
へんけん

や誤解
ご か い

といった意識上
いしきじょう

の障壁
しょうへき

など、様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

があ

る。今
いま

、私
わたし

たちには、障害者
しょうがいしゃ

を取
と

り巻
ま

くこれらの障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

く取組
とりくみ

が求
もと

められている。 

  国内外
こくないがい

において、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

を擁護
よ う ご

する意識
い し き

が高
たか

まりつつ

ある中
なか

で、熊本県
くまもとけん

においても、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

をなくし、

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

く取組
とりくみ

を促進
そくしん

し、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、

一人一人
ひ と り ひ と り

の人格
じんかく

と個性
こ せ い

が尊重
そんちょう

され、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する対等
たいとう

な一員
いちいん

と

して、安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

しなければな

らない。 

  ここに、この使命
し め い

を強く
つ よ く

自覚
じ か く

し、県民
けんみん

一人一人
ひ と り ひ と り

が力
ちから

を合
あ

わせ

て、こうした社会
しゃかい

を着実
ちゃくじつ

に築
きず

き、次
つぎ

の世代
せ だ い

に引
ひ

き継
つ

いでいくこと

を目指
め ざ

して、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

私
わたし

たち大分
おおいた

県民
けんみん

は、全
すべ

ての県民
けんみん

が、 障
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、教
きょう

育
いく

や就 労
しゅうろう

をはじめ、恋愛
れんあい

、結婚
けっこん

、妊娠
にんしん

や子
こ

育
そだ

て等
など

人生
じんせい

のあらゆる場面
ばめん

において、それぞれの選択
せんたく

を尊 重
そんちょう

するとともに、相
そう

互
ご

に助
たす

け合
あ

い、支
ささ

え合
あ

う社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを願
ねが

う。 

  本県
ほんけん

では、これまで、障
しょう

がいのある人
ひと

のスポーツの振興
しんこう

や就 労
しゅうろう

促進
そくしん

等
とう

を通
つう

じて、 障
しょう

がいのある人
ひと

とない人
ひと

の相互
そうご

理解
りかい

の促進
そくしん

や 障
しょう

がいのあ

る人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さんか

の推進
すいしん

に積 極 的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

んできたところである。しかし

ながら、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する 障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

及
およ

び偏
へん

見
けん

並
なら

び

に 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する支援
しえん

及
およ

び理解
りかい

の不足
ふそく

により、障
しょう

がいのある人
ひと

が 自
みずか

らの意思
い し

により選択
せんたく

することを 妨
さまた

げられ、将 来
しょうらい

の夢
ゆめ

や希望
きぼう

を 諦
あきら

めざるを得
え

なかったり、その家族
かぞく

、特
とく

に 障
しょう

がいのある子
こ

の親
おや

が子
こ

を残
のこ

し

て先
さき

に死
し

ぬことはできないと切実
せつじつ

に思
おも

い悩
なや

む等 障
などしょう

がいのある人
ひと

やその

家族
かぞく

が社会
しゃかい

の中
なか

で暮
く

らすことに困難
こんなん

を感
かん

じ苦
くる

しんでいる 状 況
じょうきょう

が存在
そんざい

する。 

  我
わ

が国
くに

が障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

をはじめとする国
こく

内法
ないほう

を整備
せいび

し障 害 者
しょうがいしゃ

の

権利
けんり

に関
かん

する条 約
じょうやく

を批准
ひじゅん

する等 障
などしょう

がいのある人
ひと

の権利
けんり

の実現
じつげん

に向
む

けた

取組
とりくみ

が進
すす

められる中
なか

、 私
わたし

たち大分
おおいた

県民
けんみん

は、 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する

理解
りかい

を深
ふか

め、及
およ

び 障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

を解
かい

消
しょう

するための取組
とりくみ

を一層
いっそう

推進
すいしん

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

が選択
せんたく

の機会
きかい

を確保
かくほ

されつつ必要
ひつよう

な支援
しえん

を受
う

け

て地域
ちいき

社会
しゃかい

の中
なか

で安心
あんしん

して 心
こころ

豊
ゆた

かに暮
く

らせる日
ひ

を一日
いちにち

も早
はや

く実現
じつげん

しな

ければならない。 

  ここに、全
すべ

ての 障
しょう

がいのある人
ひと

によるあらゆる人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほんてき

自由
じゆう

の

完全
かんぜん

かつ平 等
びょうどう

な享 有
きょうゆう

を促進
そくしん

し、保護
ほ ご

し、及
およ

び確保
かくほ

すること並
なら

びに 障
しょう

が

いのある人
ひと

の固有
こゆう

の尊厳
そんげん

の尊 重
そんちょう

を促進
そくしん

することを目的
もくてき

とする障 害 者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関
かん

する条 約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえつつ、障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の基本的
きほんてき

な理念
りねん

にのっとり、全
すべ

ての県民
けんみん

が 障
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

を実現
じつげん

し、も

って、誰
だれ

もが安心
あんしん

して 心
こころ

豊か
ゆたか

に暮
く

らせる大分県
おおいたけん

づくりに資
し

するため、こ

の条 例
じょうれい

を制定
せいてい

する。  
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22.大分県
おおいたけん

別府市
べ っ ぷ し

 23.鹿児島県
か ご し ま け ん

 24.沖縄県
おきなわけん

 

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も 心
こころ

豊か
ゆ た か

に暮
く

らせる大分県
おおいたけん

づくり

条例
じょうれい

 

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

きる鹿児島
か ご し ま

づくり条例
じょうれい

 障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に暮
く

らしやすい社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

 

私
わたし

たちのまち別府市
べ っ ぷ し

では、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

モデル都市
と し

や住
す

みよ

い福祉
ふ く し

のまちづくりの指定
し て い

を受
う

け、障害
しょうがい

のある人
ひと

にとって住
す

みや

すいまちづくりが行
おこな

われてきた。 

  しかしながら、障害
しょうがい

のある人
ひと

は、保育
ほ い く

、教育
きょういく

、就労
しゅうろう

、医療
いりょう

、

移動
い ど う

、生活
せいかつ

環境
かんきょう

、情報
じょうほう

、防災
ぼうさい

、親
おや

亡
な

き後
あと

等
とう

の問題
もんだい

など社会
しゃかい

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

において、障害
しょうがい

への理解
り か い

の不足
ふ そ く

や社会
しゃかい

にある様々
さまざま

な障壁
しょうへき

により、

依然
い ぜ ん

として障害
しょうがい

があるために 諦
あきら

めなければならない現実
げんじつ

や

障害
しょうがい

への無理解
む り か い

による差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

がなくならない状 況
じょうきょう

があり、

あらゆる場面
ば め ん

で、生活
せいかつ

のしづらさと不安
ふ あ ん

を感じている。 

  また、平成
へいせい

２３年
ねん

３月
がつ

１１日
にち

に発生
はっせい

した東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

では、多
おお

くの 尊
とおと

い 命
いのち

と貴重
きちょう

な財産
ざいさん

が 失
うしな

われ、障害
しょうがい

のある人
ひと

も多大
た だ い

な

被害
ひ が い

を受
う

けた。このことに関
かん

する課題
か だ い

を明
あき

らかにし、考
かんが

えられる

あらゆる災害
さいがい

を想定
そうてい

した対応
たいおう

や対策
たいさく

を、市
し

、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

がお

互
たが

いに連携
れんけい

・協働
きょうどう

して講
こう

ずることにより、被害
ひ が い

は最小限
さいしょうげん

にとど

めることができるものと考
かんが

える。 

  このような中
なか

で私
わたし

たちは、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も同
おな

じ地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として、全
すべ

てに隔
へだ

たりがなく平等
びょうどう

な機会
き か い

が与
あた

えられ、

誰
だれ

もがありのままの存在
そんざい

を認
みと

め合
あ

い、一人
ひ と り

ひとりの個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

や

人格
じんかく

や思
おも

いが大切
たいせつ

にされ、互
たが

いに支
ささ

え合
あ

う心
こころ

や共
とも

に思
おも

いやる心
こころ

を 育
はぐく

み、自己
じ こ

選択
せんたく

や自己
じ こ

決定
けってい

を尊重
そんちょう

する真
しん

の意味
い み

での自立
じ り つ

と

社会
しゃかい

参加
さ ん か

の実現
じつげん

を確立
かくりつ

し、住
す

む人
ひと

も訪
おとず

れる人
ひと

も、障害
しょうがい

のある人
ひと

も

ない人
ひと

も、全
すべ

ての人
ひと

が社会
しゃかい

の一員
いちいん

として共生
きょうせい

社会
しゃかい

を築
きず

きあげる

役割
やくわり

を担
にな

い、幸
しあわ

せや喜
よろこ

びを享受
きょうじゅ

できる安心
あんしん

して安全
あんぜん

に暮
く

らせる

別府市
べ っ ぷ し

を実現
じつげん

することを目指
め ざ

して、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。  

 

全
すべ

ての県民
けんみん

は，障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず，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

であり，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

が望
のぞ

まれる。 

しかしながら，今
いま

なお障害
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

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

の

様々
さまざま

な場
ば

において，障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いや，様々
さまざま

な

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

による制約
せいやく

に直面
ちょくめん

している。 

本県
ほんけん

においては，高齢化
こうれいか

の進行
しんこう

等
とう

とともに，年々
ねんねん

障害
しょうがい

のある人
ひと

の

数
かず

が増加
ぞ う か

する傾向
けいこう

にあり，また，離島
り と う

においては，福祉
ふ く し

サービス

の利用
り よ う

が島内
とうない

に限定
げんてい

されるなど地理的
ち り て き

条件
じょうけん

による制約
せいやく

がある。 

このような状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ，私
わたし

たちは，障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する

福祉
ふ く し

サービスを充実
じゅうじつ

するとともに，幼児期
よ う じ き

から障害
しょうがい

のある人
ひと

と

ない人
ひと

とが交流
こうりゅう

する機会
き か い

を設
もう

けるなどして，障害
しょうがい

のある人
ひと

もな

い人
ひと

も共
とも

に地域
ち い き

社会
しゃかい

で生
い

きるという意識
い し き

を育
はぐく

むことにより，県民
けんみん

の障害
しょうがい

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め，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

しなければならない。 

ここに，障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

をなくし，障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も，一人一人
ひ と り ひ と り

の人格
じんかく

と個性
こ せ い

が尊重
そんちょう

され，社会
しゃかい

を構成
こうせい

する対等
たいとう

な

一員
いちいん

として，安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる鹿児島
か ご し ま

づくりを進
すす

める

ため，この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

沖縄県
おきなわけん

では、県民
けんみん

の心
こころ

に根
ね

ざした人
ひと

と人
ひと

とのつながりを大切
たいせつ

にす

る相互
そ う ご

扶助
ふ じ ょ

の精神
せいしん

に基
もと

づき、共
とも

に助
たす

け合
あ

う地域
ち い き

社会
しゃかい

が築
きず

かれてき

た。 

  しかしながら、障害
しょうがい

のある人
ひと

については、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする

差別
さ べ つ

を受
う

けたり、良好
りょうこう

な居住
きょじゅう

環境
かんきょう

、自由
じ ゆ う

な移動
い ど う

、情報
じょうほう

の利用
り よ う

等
とう

が十分
じゅうぶん

に確保
か く ほ

又
また

は配慮
はいりょ

されていないこと等
など

の様々
さまざま

な要因
よういん

により、

自己
じ こ

の望
のぞ

む生活
せいかつ

を十分
じゅうぶん

に実現
じつげん

できているとは言
い

えない。 

  また、障害
しょうがい

のない人
ひと

にとって問題
もんだい

にならないことが障害
しょうがい

があ

ることにより社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

となったり、 障
しょう

害
がい

のある人
ひと

に対
たい

する

理解
り か い

の不足
ふ そ く

、誤解
ご か い

、偏見
へんけん

等
とう

により、今
いま

なお日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

の中
なか

で、困難
こんなん

を余儀
よ ぎ

なくされている人
ひと

も少
すく

なくない実態
じったい

がある。 

  さらに、本県
ほんけん

においては、離島
り と う

及
およ

びへき地
ち

における厳
きび

しい生活
せいかつ

条件
じょうけん

が、障害
しょうがい

のある人
ひと

にとって不利
ふ り

なものになっている。 

  このような状 況
じょうきょう

において、私
わたし

たちに今
いま

こそ求
もと

められている

のは、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、雇用
こ よ う

、教育
きょういく

等
とう

の充実
じゅうじつ

とともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

等
など

をな

くしていく取組
とりくみ

である。 

  ここに私
わたし

たちは、国際
こくさい

社会
しゃかい

や国内
こくない

の動向
どうこう

を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

もない人
ひと

も全
すべ

ての県民
けんみん

が等
ひと

しく地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

としてあらゆ

る分野
ぶ ん や

に参加
さ ん か

できる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、この条例
じょうれい

を

制定
せいてい

する。  

 

 


