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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、支
ささ

え合
あ

いながら共
とも

に暮
く

らすことができる社会
しゃかい

を実現
じつげん

することは、私
わたし

たち山口
やまぐち

県民
けんみん

の願
ねが

いである。 

 平成
へいせい

二十六年
にじゅうろくねん

に我
わ

が国
くに

が批准
ひじゅん

した障害者
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

は、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

や

基本的
きほんてき

自由
じ ゆ う

の享有
きょうゆう

を確保
か く ほ

し、障害者
しょうがいしゃ

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

としてい

る。私
わたし

たちは、この条約
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

が受
う

ける差別
さ べ つ

や制限
せいげん

が、個人
こ じ ん

の

心身
しんしん

の機能
き の う

の障害
しょうがい

のみならず、社会
しゃかい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

によって作
つく

り出
だ

されるものであ

ることへの理解
り か い

を深
ふか

め、障害
しょうがい

のある人
ひと

が障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず分
わ

け隔
へだ

てなく受
う

け入
い

れ

られるインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

の考
かんが

え方
かた

に基
もと

づく取組
とりくみ

を推進
すいしん

していく必要
ひつよう

がある。 

しかしながら、今
いま

なお障害
しょうがい

のある人
ひと

は、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、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

けたり、社会
しゃかい

における障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くための必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

を

受
う

けることができず、暮
く

らしにくさを感
かん

じている状 況
じょうきょう

がある。 

 また、障害
しょうがい

のある人
ひと

の中
なか

には、外見
がいけん

からは分
わ

かりにくい障害
しょうがい

のために周囲
しゅうい

の人
ひと

の理解
り か い

が得
え

られず苦
くる

しんでいる人
ひと

や、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

等
とう

の交付
こ う ふ

には至
いた

らないものの、困難
こんなん

な暮
く

らしを

余儀
よ ぎ

なくされている人
ひと

も少
すく

なくない。 

 このため、本県
ほんけん

では、誰
だれ

もが多様
た よ う

な障害
しょうがい

の特性
とくせい

を理解
り か い

し、ちょっとした手助
て だ す

けや配慮
はいりょ

を

実践
じっせん

するあいサポート
さ ぽ ー と

運動
うんどう

を県民
けんみん

運動
うんどう

として積極的
せっきょくてき

に展開
てんかい

するなど、障害
しょうがい

のある人
ひと

が暮
く

らしやすい地域
ち い き

社会
しゃかい

をつくるための取組
とりくみ

を行
おこな

ってきた。 

こうした中
なか

、令和
れ い わ

三年
さんねん

に、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

について、

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

の提供
ていきょう

を義務
ぎ む

付
づ

けるなどの改正
かいせい

が行
おこな

われ、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

するための一層
いっそう

の取組
とりくみ

が求
もと

められることとなった。また、同年
どうねん

に東京
とうきょう

パラリンピック
ぱ ら り ん ぴ っ く

競技
きょうぎ

大会
たいかい

が開催
かいさい

されたところであり、この大会
たいかい

を契機
け い き

として生
う

まれた障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する関心
かんしん

、共生
きょうせい

の意識
い し き

の高
たか

まりを持続
じ ぞ く

させていく必要
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

たち一人一人
ひ と り ひ と り

が、障害
しょうがい

や障害
しょうがい

のある人
ひと

について理解
り か い

を

深
ふか

めることで誤解
ご か い

や偏見
へんけん

をなくし、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

に取
と

り組
く

み、障害
しょうがい

のあ



2 

 

る人
ひと

とない人
ひと

が支
ささ

え合
あ

いながら共
とも

に暮
く

らすことのできる県
けん

づくりをこれまで以上
いじょう

に推進
すいしん

し

ていかなければならない。 

ここに私
わたし

たちは、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

に向
む

けて、県
けん

、市町
しちょう

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び県民
けんみん

が一体
いったい

とな

って取
と

り組
く

むことを決意
け つ い

し、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

 

第一章
だいいっしょう

 総則
そうそく

 

（目的
もくてき

） 

第一条
だいいちじょう

 この条例
じょうれい

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

についての基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、

並
なら

びに県
けん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び県民
けんみん

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするとともに、県
けん

が実施
じ っ し

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

めることにより、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、県民
けんみん

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

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

とする。 

（定義
て い ぎ

） 

第二条
だいにじょう

 この条例
じょうれい

において、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は、当該
とうがい

各号
かくごう

に定
さだ

めるところ

による。 

一
いち

 障害者
しょうがいしゃ

 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
ふく

む。）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

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
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

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
う

ける状態
じょうたい

にあるものをいう。 

二
に

 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 障害
しょうがい

がある者
もの

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
いとな

む上
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。 

三
さん

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 県内
けんない

で商 業
しょうぎょう

その他
た

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

（国
くに

、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

（平成
へいせい

二十五年
にじゅうごねん

法律
ほうりつ

第六十五号
だいろくじゅうごごう

）第二条
だいにじょう

第五号
だいごごう

に規定
き て い

する独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

（地方
ち ほ う

公営
こうえい

企業法
きぎょうほう

（昭和
しょうわ

二十七年
にじゅうななねん

法律
ほうりつ

第二百九十二号
だいにひゃくきゅうじゅうにごう

）

第三章
だいさんしょう

の規定
き て い

の適用
てきよう

を受
う

ける地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の経営
けいえい

する企業
きぎょう

を除
のぞ

く。）及
およ

び地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人法
ほうじんほう

（平成
へいせい

十五年
じゅうごねん

法律
ほうりつ

第百十八号
だいひゃくじゅうはちごう

）第二条
だいにじょう

第一項
だいいちこう

に規定
き て い

する地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

（同法
どうほう

第二十一条
だいにじゅういちじょう

第三号
だいさんごう

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

を行
おこな

うものを除
のぞ

く。）を除
のぞ

く。）をいう。 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第三条
だいさんじょう

 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

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として、県
けん

、

市町
しちょう

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び県民
けんみん

が一体
いったい

となって行
おこな

われなければならない。 

一
いち

 全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

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、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

すること。 

 二
に

 何人
なんぴと

も、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

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

をしてはならないこと。 

 三
さん

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の多
おお

くが障害者
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

か

ら生
しょう

じていることを踏
ふ

まえ、全
すべ

ての県民
けんみん

が、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

について理解
り か い

を深
ふか

める

必要
ひつよう

があること。 
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（県
けん

の責務
せ き む

） 

第四条
だいよんじょう

 県
けん

は、前条
ぜんじょう

に規定
き て い

する障害
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

についての基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（以下
い か

「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」という。）にのっとり、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

する施策
し さ く

その他
た

の共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に策定
さくてい

し、及
およ

び実施
じ っ し

する責務
せ き む

を有
ゆう

する。 

（市町
しちょう

等
とう

との連携
れんけい

） 

第五条
だいごじょう

 県
けん

は、前条
ぜんじょう

の施策
し さ く

を策定
さくてい

し、及
およ

び実施
じ っ し

するに当
あ

たっては、国
くに

、市町
しちょう

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び

県民
けんみん

との連携
れんけい

に努
つと

めるものとする。 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び県民
けんみん

の責務
せ き む

） 

第六条
だいろくじょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

び県民
けんみん

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

について理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、県
けん

が実施
じ っ し

する障害
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

する施策
し さ く

その他
た

の共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた施策
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。 

 

第二章
だいにしょう

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

 

（不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

） 

第七条
だいななじょう

 県
けん

及
およ

び事
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
おこな

うに当
あ

たり、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として

障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いをすることにより、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

し

てはならない。 

２ 県
けん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と異
こと

なる

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いをすることにつき不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いに該当
がいとう

しない正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある

ときは、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、その理由
り ゆ う

を説明
せつめい

し、理解
り か い

を得
え

るよう努
つと

めなければならない。 

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

） 

第八条
だいはちじょう

 県
けん

及
およ

び事
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
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
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

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
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

障害者
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
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

（以下
い か

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」という。）をしなければならない。 

２ 県
けん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、前項
ぜんこう

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、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 伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

であるため合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をすることができないときは、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、その理由
り ゆ う

を説明
せつめい

し、理解
り か い

を得
え

るよう努
つと

めなければならない。 

 

第三章
だいさんしょう

 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

するための体制
たいせい

 

（相談
そうだん

に関
かん

する業務
ぎょうむ

） 

第 九 条
だいきゅうじょう

 県
けん

は、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

（以下
い か

「相談
そうだん

」という。）に的確
てきかく

に

応じ
お う じ

、相談
そうだん

に係
かか

る事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

を図
はか

ることができるよう、次
つぎ

に掲
かか

げる業務
ぎょうむ

を行
おこな

う。 

 一
いち

 市町
しちょう

が応
おう

ずる相談
そうだん

に係
かか

る事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

を支援
し え ん

するため、市町
しちょう

に対
たい

し、必要
ひつよう

な助言
じょげん

及
およ

び

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

うこと。 
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 二
に

 市町
しちょう

が解決
かいけつ

することが困難
こんなん

な事案
じ あ ん

に係
かか

る相談
そうだん

に応
おう

じ、市町
しちょう

と連携
れんけい

して、関係者
かんけいしゃ

に対
たい

する必要
ひつよう

な助言
じょげん

及
およ

び情報
じょうほう

の提供
ていきょう

並
なら

びに関係者間
かんけいしゃかん

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

うこと。 

 三
さん

 関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

への通知
つ う ち

その他
た

相談
そうだん

の処理
し ょ り

のために必要
ひつよう

な事務
じ む

を行
おこな

うこと。  

（あっせんの求
もと

め） 

第 十 条
だいじゅうじょう

 障害者
しょうがいしゃ

又
また

はその保護者
ほ ご し ゃ

（配偶者
はいぐうしゃ

、親権
しんけん

を行
おこな

う者
もの

、後見人
こうけんにん

その他
た

の者
もの

で、障害者
しょうがいしゃ

を現
げん

に保護
ほ ご

するものをいう。以下
い か

同
おな

じ。）は、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して第七条
だいななじょう

第一項
だいいちこう

の規定
き て い

に違反
い は ん

して不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いをし、又
また

は第八条
だいはちじょう

第一項
だいいちこう

の規定
き て い

に違反
い は ん

し

て合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をしなかったと認
みと

める場合
ば あ い

は、当該
とうがい

事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

を図
はか

るため、知事
ち じ

に対
たい

し、

山口県
やまぐちけん

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

（以下
い か

「委員会
いいんかい

」という。）によるあっせんを求
もと

める

ことができる。ただし、障害者
しょうがいしゃ

の保護者
ほ ご し ゃ

は、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の意
い

に反
はん

して当該
とうがい

あっせんを

求
もと

めることができない。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

によるあっせんの求
もと

め（以下
い か

「あっせんの求
もと

め」という。）は、前条
ぜんじょう

第二号
だいにごう

の規定
き て い

による県
けん

への相談
そうだん

を経
へ

た後
あと

でなければ、することができない。 

３ 第一項
だいいちこう

の規定
き て い

にかかわらず、次
つぎ

の各号
かくごう

のいずれかに該当
がいとう

するときは、あっせんの求
もと

め

をすることができない。 

 一
いち

 当該
とうがい

事案
じ あ ん

が障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（昭和
しょうわ

三十五年
さんじゅうごねん

法律
ほうりつ

第百二十三号
だいひゃくにじゅうさんごう

）

の規定
き て い

に基
もと

づき解決
かいけつ

を図
はか

ることができるものであるとき。 

 二
に

 過去
か こ

に当該
とうがい

事案
じ あ ん

につきあっせんの求
もと

めがなされたことがあるとき。 

（事案
じ あ ん

の調査
ちょうさ

） 

第十一条
だいじゅういちじょう

 知事
ち じ

は、あっせんの求
もと

めがあったときは、当該
とうがい

あっせんの求
もと

めに係
かか

る事案
じ あ ん

（以下
い か

「事案
じ あ ん

」という。）について事実
じ じ つ

の調査
ちょうさ

を行
おこな

うものとする。 

２ 当事者
とうじしゃ

（あっせんの求
もと

めをした者
もの

及
およ

びその相手方
あいてかた

である事
じ

業者
ぎょうしゃ

をいう。以下
い か

同
おな

じ。）

は、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、前項
ぜんこう

の調査
ちょうさ

に協 力
きょうりょく

しなければならない。 

（あっせんへの付託
ふ た く

） 

第十二条
だいじゅうにじょう

 知事
ち じ

は、前条
ぜんじょう

第一項
だいいちこう

の調査
ちょうさ

を行
おこな

ったときは、次
じ

条
じょう

第一項
だいいちこう

各号
かくごう

のいずれかに

該当
がいとう

することが明
あき

らかな場合
ば あ い

を除
のぞ

き、当該
とうがい

事案
じ あ ん

を委員会
いいんかい

によるあっせんに付
ふ

するものと

する。 

（あっせん） 

第十三条
だいじゅうさんじょう

 委員会
いいんかい

は、前条
ぜんじょう

の規定
き て い

により事案
じ あ ん

があっせんに付
ふ

されたときは、次
つぎ

の各号
かくごう

の

いずれかに該当
がいとう

する場合
ば あ い

を除き
の ぞ き

、あっせんを行
おこな

うものとする。 

一
いち

 事案
じ あ ん

が解決
かいけつ

したときその他
た

あっせんの必要
ひつよう

がないとき。 

二
に

 事案
じ あ ん

について国
くに

又
また

は他
た

の地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が現
げん

に解決
かいけつ

を図
はか

っているときその他
た

あっせ

んを行
おこな

うことが適当
てきとう

でないとき。 

２ 委員会
いいんかい

は、あっせんのため必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、当事者
とうじしゃ

その他
た

関係者
かんけいしゃ

に対
たい

して

説明
せつめい

又
また

は資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

を求
もと

めることができる。 

３ 委員会
いいんかい

は、当事者
とうじしゃ

から意見
い け ん

を聴取
ちょうしゅ

し、事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

に必要
ひつよう

なあっせん案
あん

を作成
さくせい

し、これ

を当事者
とうじしゃ

に提示
て い じ

するものとする。ただし、事
じ

業者
ぎょうしゃ

が第七条
だいななじょう

第一項
だいいちこう

又
また

は第八条
だいはちじょう

第一項
だいいちこう

の
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規定
き て い

に違反
い は ん

したと認
みと

められない場合
ば あ い

には、当事者
とうじしゃ

に対
たい

し、その旨
むね

を通知
つ う ち

するものとする。 

４ あっせんは、次
つぎ

の各号
かくごう

のいずれかに該当
がいとう

する場合
ば あ い

は、終 了
しゅうりょう

する。 

一
いち

 あっせんにより事案
じ あ ん

が解決
かいけつ

したとき。 

二
に

 あっせんによる事案
じ あ ん

の解決
かいけつ

の見込
み こ

みがなくなったとき。 

三
さん

 委員会
いいんかい

が前項
ぜんこう

ただし書
がき

の規定
き て い

による通知
つ う ち

をしたとき。 

四
よん

 前
ぜん

三号
さんごう

に掲
かか

げるもののほか、あっせんを行
おこな

うことが適当
てきとう

でなくなったとき。 

５ 委員会
いいんかい

は、第一項
だいいちこう

各号
かくごう

に掲
かか

げる場合
ば あ い

に該当
がいとう

してあっせんを 行
おこな

わないとき又
また

は前項
ぜんこう

の

規定
き て い

によりあっせんが終 了
しゅうりょう

したときは、その旨
むね

を知事
ち じ

に報告
ほうこく

するものとする。 

（勧告
かんこく

） 

第十四条
だいじゅうよんじょう

 委員会
いいんかい

は、あっせん案
あん

を提示
て い じ

した場合
ば あ い

において、第七条
だいななじょう

第一項
だいいちこう

又
また

は第八条
だいはちじょう

第一項
だいいちこう

の規定
き て い

に違反
い は ん

したと認
みと

められる事
じ

業者
ぎょうしゃ

が、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
したが

わないときは、知事
ち じ

に対
たい

し、当該事
とうがいじ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して障害
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

のために必要
ひつよう

な措置
そ ち

をとることを勧告
かんこく

するよう求
もと

めることが

できる。 

２ 知事
ち じ

は、前項
ぜんこう

の規定
き て い

による勧告
かんこく

の求
もと

めがあった場合
ば あ い

において、必要
ひつよう

があると認
みと

めると

きは、当該事
とうがいじ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、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

のために必要
ひつよう

な措置
そ ち

をとるこ

とを勧告
かんこく

するものとする。 

（公表
こうひょう

） 

第十五条
だいじゅうごじょう

 知事
ち じ

は、前条
ぜんじょう

第二項
だいにこう

の規定
き て い

による勧告
かんこく

を受
う

けた事
じ

業者
ぎょうしゃ

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
したが

わないときは、その旨
むね

を公表
こうひょう

することができる。 

２ 知事
ち じ

は、前項
ぜんこう

の規定
き て い

による公表
こうひょう

をしようとする場合
ば あ い

には、当該事
とうがいじ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、弁明
べんめい

の機会
き か い

を与
あた

えなければならない。 

３ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

による弁明
べんめい

の機会
き か い

の付与
ふ よ

については、山口県
やまぐちけん

行政
ぎょうせい

手続
てつづき

条例
じょうれい

（平成
へいせい

七年
しちねん

山口県
やまぐちけん

条例
じょうれい

第一号
だいいちごう

）第三章
だいさんしょう

第三節
だいさんせつ

の規定
き て い

の例
れい

による。 

（山口県
やまぐちけん

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

） 

第十六条
だいじゅうろくじょう

 事案
じ あ ん

についてあっせんを行
おこな

わせるため、委員会
いいんかい

を置
お

く。 

２ 委員会
いいんかい

は、委員
い い ん

十人
じゅうにん

以内
い な い

で組織
そ し き

する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 

一
いっ

 学識
がくしき

経験
けいけん

のある者
もの

 

二
に

 障害者
しょうがいしゃ

 

三
さん

 障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

 

四
よん

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 

五
ご

 関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職員
しょくいん

 

４ 委員
い い ん

は、職務上
しょくむじょう

知
し

ることができた秘密
ひ み つ

を漏
も

らしてはならない。その職
しょく

を退
しりぞ

いた後
あと

も

同様
どうよう

とする。 

５ 前各項
ぜんかくこう

に定
さだ

めるもののほか、委員会
いいんかい

の組織
そ し き

及
およ

び運営
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
さだ

める。 
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第四章
だいよんしょう

 共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた施策
し さ く

の推進
すいしん

等
とう

 

（普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

） 

第十七条
だいじゅうななじょう

 県
けん

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

する県民
けんみん

の関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるため、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

する正
ただ

しい知識
ち し き

の普及
ふきゅう

及
およ

び啓発
けいはつ

その他
た

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

ずるものとする。 

（幼児期
よ う じ き

からの理解
り か い

の促進
そくしん

） 

第十八条
だいじゅうはちじょう

 県
けん

は、子
こ

どもが、社会性
しゃかいせい

を身
み

に付
つ

けながら成長
せいちょう

する過程
か て い

において、偏見
へんけん

を持
も

つことなく障害者
しょうがいしゃ

に接
せっ

する 心
こころ

を育
はぐく

むことができるよう、障害者
しょうがいしゃ

と交流
こうりゅう

する機会
き か い

の

充実
じゅうじつ

その他
た

子
こ

どもが幼児期
よ う じ き

から障害
しょうがい

についての理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めるための施策
し さ く

を講
こう

ず

るものとする。 

２ 県
けん

は、学校
がっこう

教育
きょういく

において、障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

と障害
しょうがい

のない幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

及
およ

び共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を進
すす

めることによって、その相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そくしん

するもの

とする。 

（文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

等
とう

への参加
さ ん か

の機会
き か い

の充実
じゅうじつ

等
とう

） 

第 十 九 条
だいじゅうきゅうじょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

が、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

その他
た

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

することに

より、生活
せいかつ

を豊
ゆた

かにし、自己
じ こ

実現
じつげん

を図
はか

ることができるよう、これらの活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

の充実
じゅうじつ

その他
た

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

ずるものとする。 

２ 県
けん

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

その他
た

の活動
かつどう

を通
つう

じた障害者
しょうがいしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との

交流
こうりゅう

を進
すす

めることによって、その相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そくしん

するものとする。 

（情報
じょうほう

の取得
しゅとく

等
とう

に関
かん

する施策
し さ く

の推進
すいしん

） 

第二十条
だいにじゅうじょう

 県
けん

は、障害者
しょうがいしゃ

が、その必要
ひつよう

とする情報
じょうほう

を十分
じゅうぶん

に取得
しゅとく

し及
およ

び利用
り よ う

し並
なら

びに円滑
えんかつ

に意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ることができるよう、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点字
て ん じ

、拡大
かくだい

文字
も じ

、読
よ

み上
あ

げ、触手話
しょくしゅわ

、

分
わ

かりやすい表現
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
おう

じた意思
い し

疎通
そ つ う

の方法
ほうほう

の普及
ふきゅう

その他
た

必要
ひつよう

な

施策
し さ く

を講
こう

ずるものとする。 

（県民
けんみん

全体
ぜんたい

での取組
とりくみ

の推進
すいしん

） 

第二十一条
だいにじゅういちじょう

 県
けん

は、県民
けんみん

が多様
た よ う

な障害
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

の特性
とくせい

に応
おう

じた必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

を実践
じっせん

する運動
うんどう

を県民
けんみん

全体
ぜんたい

で取
と

り組
く

む運動
うんどう

として推進
すいしん

するものとする。 

（県民
けんみん

等
とう

の活動
かつどう

の促進
そくしん

） 

第二十二条
だいにじゅうにじょう

 県
けん

は、県民
けんみん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

又
また

はこれらの者
もの

の組織
そ し き

する団体
だんたい

が自発的
じはつてき

に行
おこな

う障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

についての理解
り か い

を深
ふか

めるための活動
かつどう

を促進
そくしん

するため、情報
じょうほう

の提供
ていきょう

その他
た

の

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うものとする。 

（人材
じんざい

の育成
いくせい

及び
お よ び

確保
か く ほ

） 

第二十三条
だいにじゅうさんじょう

 県
けん

は、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
ぼ う し

又
また

は解決
かいけつ

を図
はか

るため、

専門的
せんもんてき

な知識
ち し き

及
およ

び技能
ぎ の う

を有
ゆう

する人材
じんざい

の育成
いくせい

及
およ

び確保
か く ほ

に努
つと

めるものとする。 

 

第五章
だいごしょう

 雑則
ざっそく

 

（財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第二十四条
だいにじゅうよんじょう

 県
けん

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

する施策
し さ く

その他
た

の共生
きょうせい
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社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた施策
し さ く

を推進
すいしん

するため、必要
ひつよう

な財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるもの

とする。 

（規則
き そ く

への委任
い に ん

） 

第二十五条
だいにじゅうごじょう

 この条例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、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
さだ

める。 

 

第六章
だいろくしょう

 罰則
ばっそく

 

第二十六条
だいにじゅうろくじょう

 第十六条
だいじゅうろくじょう

第四項
だいよんこう

の規定
き て い

に違反
い は ん

して秘密
ひ み つ

を漏
も

らした者
もの

は、一年
いちねん

以下
い か

の懲役
ちょうえき

又
また

は五十万円
ごじゅうまんえん

以下
い か

の罰金
ばっきん

に処
しょ

する。 

 

附則
ふ そ く

 

  この条例
じょうれい

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。ただし、第八条
だいはちじょう

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

に係
かか

る部分
ぶ ぶ ん

に限
かぎ

る。）、

第 十 条
だいじゅうじょう

から第十六条
だいじゅうろくじょう

まで及
およ

び第二十六条
だいにじゅうろくじょう

の規定
き て い

は、令和
れ い わ

五年
ご ね ん

四月
し が つ

一日
ついたち

から施行
せ こ う

する。

  


