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ふ そ く

全ての県民が、障害の有無にかかわらず、互いの人権や尊厳を尊重し合い、
すべ けんみん しょうがい う む たが じんけん そんげん そんちょう あ



地域で支え合いながら生き生きとした人生を送ることができる社会を実現すること
ち い き ささ あ い い じんせい お く しゃかい じつげん

は、私たちの願いである。
わたし ね が

こうした社会の実現を目指し、障害福祉サービスの充実や障害者の社会参加の
しゃかい じつげん め ざ しょうがいふ く し じゅうじつ しょうがいしゃ しゃかいさ ん か

促進が図られているが、それでも、今なお障害者が、日常生活や社会生活の様々
そくしん は か いま しょうがいしゃ にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ さまざま

な場面において障害を理由とする不当な差別的取扱いを受け、また、日常生活や
ば め ん しょうがい り ゆ う ふ と う さべつてきとりあつか う にちじょうせいかつ

社会生活を営む上で妨げとなる事物、制度、慣行、観念などの社会的障壁がある
しゃかいせいかつ いとな うえ さまた じ ぶ つ せ い ど かんこう かんねん しゃかいてきしょうへき

ことにより暮らしにくさを感じている実態がある。
く かん じったい

このような状 況を踏まえ、女性であること、児童であることなど、性別、年齢
じょうきょう ふ じょせい じ ど う せいべつ ねんれい

に応じた配慮をしながら、障害者が地域社会を構成する一員として社会、経済、
おう はいりょ しょうがいしゃ ち い きしゃかい こうせい いちいん しゃかい けいざい

文化その他あらゆる分野の活動に参加することができ、地域社会で自立した生活を
ぶ ん か た ぶ ん や かつどう さ ん か ち い きしゃかい じ り つ せいかつ

営むことができる環境づくりを更に進めていく必要がある。
いとな かんきょう さら すす ひつよう

そのためには、私たち一人ひとりが障害及び障害者についての理解を深めると
わたし ひ と り しょうがいおよ しょうがいしゃ り か い ふか

ともに、障害を理由とする不当な差別的取扱いを解消し、また、障害者が日常
しょうがい り ゆ う ふ と う さべつてきとりあつか かいしょう しょうがいしゃ にちじょう

生活や社会生活を営む上で制限となる様々な社会的障壁を取り除くよう、社会
せいかつ しゃかいせいかつ いとな うえ せいげん さまざま しゃかいてきしょうへき と のぞ しゃかい

全体で取り組まなければならない。
ぜんたい と く

ここに、私たちは、障害を理由とする差別を解消し、全ての県民が、障害の
わたし しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すべ けんみん しょうがい

有無にかかわらず、相互に人格と個性が尊重される共生社会を実現することを
う む そ う ご じんかく こ せ い そんちょう きょうせいしゃかい じつげん



決意し、この条例を制定する。
け つ い じょうれい せいてい

第一章 総則
だいいっしょう そうそく

（目的）
もくてき

第一条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進について、基本理念
だいいちじょう じょうれい しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん き ほ ん り ね ん

を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、障害を理由とする差別に関す
さだ およ けん せ き むとう あき しょうがい り ゆ う さ べ つ かん

る相談及び紛争の解決のための体制を整備し、並びに障害を理由とする差別の
そうだんおよ ふんそう かいけつ たいせい せ い び なら しょうがい り ゆ う さ べ つ

解消に関する施策の基本的な事項を定めることにより、障害を理由とする差別
かいしょう かん し さ く きほんてき じ こ う さだ しょうがい り ゆ う さ べ つ

の解消を推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられるこ
かいしょう すいしん すべ けんみん しょうがい う む わ へだ

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与する
そ う ご じんかく こ せ い そんちょう あ きょうせい しゃかい じつげん き よ

ことを目的とする。
もくてき

（定義）
て い ぎ

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
だい に じょう じょうれい つぎ かくごう かか よ う ご い ぎ とうがいかくごう さだ

ところによる。

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の
いち しょうがいしゃ しんたいしょうがい ち て きしょうがい せいしんしょうがい はったつしょうがい ふく た

心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害
しんしん き の う しょうがい い か しょうがい そうしょう もの しょうがい

及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける
お よ しゃかいてきしょうへき けいぞくてき にちじょうせいかつまた しゃかいせいかつ そうとう せいげん う

状態にあるものをいう。
じょうたい

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で
に しゃかいてきしょうへき しょうがい もの にちじょうせいかつま た しゃかいせいかつ いとな うえ



障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをい
しょうへき しゃかい じ ぶ つ せ い ど かんこう かんねん た いっさい

う。

（基本理念）
き ほ ん り ね ん

第三条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念とし
だいさんじょう しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん つぎ かか じ こ う き ほ ん り ね ん

て行われなければならない。
おこな

一 全ての県民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する
いち すべ けんみん しょうがい う む ひと きほんてきじんけん きょうゆう

個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利
こ じ ん そんげん おも そんげん せいかつ ほしょう け ん り

を有すること。
ゆう

二 全ての障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆ
に すべ しょうがいしゃ しゃかい こうせい いちいん しゃかい けいざい ぶ ん か た

る分野の活動に参加する機会が確保されること。
ぶ ん や かつどう さ ん か き か い か く ほ

三 全ての障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会
さん すべ しょうがいしゃ か の う かぎ だれ せいかつ せんたく き か い

が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこ
か く ほ ち い きしゃかい た ひとびと きょうせい さまた

と。

四 障害を理由とする差別に関する問題は、障害の有無にかかわらず、全ての
よん しょうがい り ゆ う さ べ つ かん もんだい しょうがい う む すべ

県民の共通の問題として認識され、その理解が深められること。
けんみん きょうつう もんだい にんしき り か い ふか

（県の責務）
けん せ き む

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと
だいよんじょう けん ぜんじょう さだ き ほ ん り ね ん い か き ほ ん り ね ん

り、障害を理由とする差別の解消の推進に関する総合的な施策を策定し、及び
しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん そうごうてき し さ く さくてい およ



実施するものとする。
じ っ し

（市町村との連携）
しちょうそん れんけい

第五条 県は、前条の規定による施策の実施に当たっては、市町村と連携して取
だい ご じょう けん ぜんじょう き て い し さ く じ っ し あ しちょうそん れんけい と

り組むものとする。
く

２ 県は、市町村が障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を策定し、
けん しちょうそん しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん し さ く さくてい

及び実施しようとするときは、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うも
およ じ っ し じょうほう ていきょう じょげん た ひつよう し え ん おこな

のとする。

（県民等の役割）
けんみんとう やくわり

第六条 県民及び事業者（以下「県民等」という。）は、基本理念にのっとり、
だいろくじょう けんみんおよ じぎょうしゃ い か けんみんとう き ほ ん り ね ん

障害及び障害者についての理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する
しょうがいおよ しょうがいしゃ り か い ふか けんおよ しちょうそん じ っ し

障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協 力するよう努めるもの
しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん し さ く きょうりょく つと

とする。

２ 県民等は、障害者が地域社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あ
けんみんとう しょうがいしゃ ち い きしゃかい こうせい いちいん しゃかい けいざい ぶ ん か た

らゆる分野の活動に参加できる社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
ぶ ん や かつどう さ ん か しゃかい じつげん き よ つと

３ 県民等は、日常生活又は社会生活の様々な場面において、社会的障壁がある
けんみんとう にちじょうせいかつま た しゃかいせいかつ さまざま ば め ん しゃかいてきしょうへき

ことについて伝え合い、その除去が重要であることを理解するよう努めるものと
つた あ じょきょ じゅうよう り か い つと

する。

４ 県民等は、障害者及びその家族が障害による生活上の困難を軽減するための
けんみんとう しょうがいしゃおよ か ぞ く しょうがい せいかつじょう こんなん けいげん

支援を求めやすい社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
し え ん もと しゃかい じつげん き よ つと



（障害者団体等の役割）
しょうがいしゃだんたいとう やくわり

第七条 障害者の団体その他の関係団体（以下「障害者団体等」という。）は、
だいななじょう しょうがいしゃ だんたい た かんけいだんたい い か しょうがいしゃだんたいとう

基本理念にのっとり、障害及び障害者についての理解を深めるための活動並び
き ほ ん り ね ん しょうがいおよ しょうがいしゃ り か い ふか かつどうなら

に障害を理由とする差別の解消に資する活動に取り組むとともに、県及び
しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう し かつどう と く けんおよ

市町村が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協 力す
しちょうそん じ っ し しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん し さ く きょうりょく

るよう努めるものとする。
つと

第二章 障害を理由とする差別を解消するための措置
だい に しょう しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう そ ち

第一節 障害を理由とする差別の禁止
だいいちせつ しょうがい り ゆ う さ べ つ き ん し

（障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止）
しょうがい り ゆ う ふ と う さべつてきとりあつか き ん し

第八条 何人も、障害を理由とする不当な差別的取扱いをすることにより、
だいはちじょう なんびと しょうがい り ゆ う ふ と う さべつてきとりあつか

障害者の権利利益を侵害してはならない。
しょうがいしゃ け ん り り え き しんがい

（社会的障壁の除去のための合理的な配慮）
しゃかいてきしょうへき じょきょ ごうりてき はいりょ

第九 条 行政機関等（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成
だいきゅうじょう ぎょうせいき か んとう しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん かん ほうりつ へいせい

二十五年法律第六十五号）第二条第三号の行政機関等をいう。）及び事業者
に じゅう ご ねんほうりつだいろくじゅう ご ごう だい に じょうだいさんごう ぎょうせいき か んとう およ じぎょうしゃ

は、秋田県の区域内においてその事務又は事業を行うに当たり、障害者から現
あきたけん くいきない じ む ま た じぎょう おこな あ しょうがいしゃ げん

に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、
しゃかいてきしょうへき じょきょ ひつよう むね い し ひょうめい ば あ い

その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することと
じ っ し ともな ふ た ん かじゅう しょうがいしゃ け ん り り え き しんがい



ならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的
とうがいしょうがいしゃ せいべつ ねんれいおよ しょうがい じょうたい おう しゃかいてき

障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
しょうへき じょきょ じ っ し ひつよう ごうりてき はいりょ

２ 県民は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明
けんみん しょうがいしゃ げん しゃかいてきしょうへき じょきょ ひつよう むね い し ひょうめい

があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の
ば あ い じ っ し ともな ふ た ん かじゅう しょうがいしゃ

権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の
け ん り り え き しんがい とうがいしょうがいしゃ せいべつ ねんれいおよ しょうがい

状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をする
じょうたい おう しゃかいてきしょうへき じょきょ じ っ し ひつよう ごうりてき はいりょ

よう努めなければならない。
つと

第二節 障害を理由とする差別に関する相談のための体制
だい に せつ しょうがい り ゆ う さ べ つ かん そうだん たいせい

（相談への対応）
そうだん たいおう

第十 条 何人も、知事に対し、障害を理由とする差別に関する相談を行うこと
だいじゅうじょう なんびと ち じ たい しょうがい り ゆ う さ べ つ かん そうだん おこな

ができる。

２ 知事は、前項の相談を受けたときは、その内容に応じて、次に掲げる対応をす
ち じ ぜんこう そうだん う ないよう おう つぎ かか たいおう

るものとする。

一 相談者に対し、助言又は情報提供を行うこと。
いち そうだんしゃ たい じょげんまた じょうほうていきょう おこな

二 当該相談に係る当事者間の調整を行うこと。
に とうがいそうだん かか とうじしゃかん ちょうせい おこな

三 関係行政機関に通報その他の通知を行うこと。
さん かんけいぎょうせいき か ん つうほう た つ う ち おこな

（相談業務の委託）
そうだんぎょうむ い た く

第十一条 知事は、前条第二項各号に掲げる対応に係る業務の全部又は一部を
だいじゅういちじょう ち じ ぜんじょうだい に こうかくごう かか たいおう かか ぎょうむ ぜ ん ぶまた い ち ぶ



障害者団体等に委託することができる。
しょうがいしゃだんたいとう い た く

２ 前項の規定により委託を受けた障害者団体等において当該委託を受けた業務に
ぜんこう き て い い た く う しょうがいしゃだんたいとう とうがいい た く う ぎょうむ

従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事する
じゅうじ もの ぎょうむじょう し え ひ み つ も ぎょうむ じゅうじ

者でなくなった後も同様とする。
もの あと どうよう

第三節 障害を理由とする差別に関する紛争の解決のための体制
だいさんせつ しょうがい り ゆ う さ べ つ かん ふんそう かいけつ たいせい

（あっせんの申立て）
もうした

第十二条 障害者は、障害を理由とする差別に係る事案（第八条及び第九 条
だいじゅうにじょう しょうがいしゃ しょうがい り ゆ う さ べ つ かか じ あ ん だいはちじょうおよ だいきゅうじょう

に係る事案をいう。）であって第十 条第二項の規定による対応によってもなお
かか じ あ ん だいじゅうじょうだい に こう き て い たいおう

解決することができないもの（以下「対象事案」という。）の解決を図るため、
かいけつ い か たいしょうじ あ ん かいけつ はか

知事に対し、あっせんの申立てをすることができる。
ち じ たい もうした

２ 対象事案に係る障害者の家族その他の関係者は、前項の申立てをすることが
たいしょうじ あ ん かか しょうがいしゃ か ぞ く た かんけいしゃ ぜんこう もうした

できる。ただし、当該申立てをすることが当該障害者の意に反することが
とうがいもうした とうがいしょうがいしゃ い はん

明らかであると認められるときは、この限りでない。
あき みと かぎ

３ 前二項の申立ては、次の各号のいずれかに該当する場合は、することができな
ぜ ん にこう もうした つぎ かくごう がいとう ば あ い

い。

一 対象事案について、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）そ
いち たいしょうじ あ ん ぎょうせいふ ふ く し ん さほう へいせい に じゅうろくねんほうりつだいろくじゅうはちごう

の他の法令に基づく不服申立て又は苦情申立てをすることができるとき。
た ほうれい もと ふ ふ くもうした また くじょうもうした

二 対象事案について、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年
に たいしょうじ あ ん しょうがいしゃ こ よ う そくしんとう かん ほうりつ しょうわさんじゅう ご ねん



法律第百二十三号）の規定に基づき紛争の解決を図ることができるとき。
ほうりつだいひゃく に じゅうさんごう き て い もと ふんそう かいけつ はか

三 同一の対象事案について、過去に前二項の規定による申立てをしたことがあ
さん どういつ たいしょうじ あ ん か こ ぜ ん にこう き て い もうした

るとき。

四 対象事案について、現に市町村が、この節に規定する紛争の解決のための
よん たいしょうじ あ ん げん しちょうそん せつ き て い ふんそう かいけつ

手続に準ずる手続を行っているとき。
てつづき じゅん てつづき おこな

（事実の調査）
じ じ つ ちょうさ

第十三 条 知事は、前条第一項又は第二項の申立てがあったときは、当該申立て
だいじゅうさんじょう ち じ ぜんじょうだいいっこうまた だい に こう もうした とうがいもうした

に係る事実の調査を行うものとする。
かか じ じ つ ちょうさ おこな

２ 対象事案の関係者は、正当な理由がある場合を除き、前項の調査に協 力しな
たいしょうじ あ ん かんけいしゃ せいとう り ゆ う ば あ い のぞ ぜんこう ちょうさ きょうりょく

ければならない。

３ 第一項の規定により調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
だいいっこう き て い ちょうさ おこな しょくいん み ぶ ん しめ しょうめいしょ けいたい

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
かんけいしゃ せいきゅう て い じ

４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
だいいっこう き て い けんげん はんざいそ う さ みと かいしゃく

らない。

（あっせん）

第十四条 知事は、前条第一項の調査の結果に基づき必要があると認めるとき
だいじゅうよんじょう ち じ ぜんじょうだいいっこう ちょうさ け っ か もと ひつよう みと

は、委員会（第十七条に規定する委員会をいう。以下この節において同じ。）
いいんかい だいじゅうななじょう き て い いいんかい い か せつ おな

に対し、当該調査の結果を通知するとともに、あっせんの手続を開始するよう
たい とうがいちょうさ け っ か つ う ち てつづき か い し

求めるものとする。
もと



２ 委員会は、あっせんのために必要があると認めるときは、対象事案の関係者の
いいんかい ひつよう みと たいしょうじ あ ん かんけいしゃ

出席を求めて説明を求め、若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めること
しゅっせき もと せつめい もと も い け ん き また しりょう ていしゅつ もと

ができる。

３ 委員会は、第一項の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、あっせんを
いいんかい だいいっこう もと つぎ かか ば あ い のぞ

行うものとする。
おこな

一 第十二条第一項又は第二項の規定により申立てをした者が当該申立てを
いち だいじゅうにじょうだいいっこうまた だい に こう き て い もうした もの とうがいもうした

取り下げたときその他あっせんの必要がないと認めるとき。
と さ た ひつよう みと

二 対象事案がその性質上あっせんを行うのに適当でないと認めるとき。
に たいしょうじ あ ん せいしつじょう おこな てきとう みと

４ 委員会は、次に掲げる場合は、あっせんを終 了するものとする。
いいんかい つぎ かか ば あ い しゅうりょう

一 あっせんによって対象事案が解決したとき。
いち たいしょうじ あ ん かいけつ

二 あっせんによっては明らかに対象事案の解決の見込みがないと認めるとき。
に あき たいしょうじ あ ん かいけつ み こ みと

５ 委員会は、第三項各号に掲げる場合に該当してあっせんを行わないとき、又は
いいんかい だいさんこうかくごう かか ば あ い がいとう おこな また

前項の規定によりあっせんを終 了したときは、知事に対し、その旨を報告する
ぜんこう き て い しゅうりょう ち じ たい むね ほうこく

ものとする。

（勧告）
かんこく

第十五条 委員会は、知事に対し、次の各号のいずれかに該当する者に対して
だいじゅう ご じょう いいんかい ち じ たい つぎ かくごう がいとう もの たい

必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる。
ひつよう そ ち こう かんこく もと

一 正当な理由なく、前条第二項の規定による出席の求めに応じず、若しくは
いち せいとう り ゆ う ぜんじょうだい に こう き て い しゅっせき も と おう も



説明を行わず、若しくは資料の提出の求めに応じず、又は虚偽の説明
せつめい おこな も しりょう ていしゅつ もと おう また き ょ ぎ せつめい

若しくは虚偽の資料の提出を行った対象事案の関係者
も き ょ ぎ しりょう ていしゅつ おこな たいしょうじ あ ん かんけいしゃ

二 正当な理由なく、前条第三項の規定によるあっせんに従わない対象事案の
に せいとう り ゆ う ぜんじょうだいさんこう き て い したが たいしょうじ あ ん

関係者
かんけいしゃ

２ 知事は、委員会から前項の勧告の求めがあった場合において、必要があると
ち じ いいんかい ぜんこう かんこく もと ば あ い ひつよう

認めるときは、勧告を行うものとする。
みと かんこく おこな

（公表）
こうひょう

第十六条 知事は、前条第二項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由な
だいじゅうろくじょう ち じ ぜんじょうだい に こう き て い かんこく う じぎょうしゃ せいとう り ゆ う

く当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することがで
とうがいかんこく したが むねおよ とうがいかんこく ないよう こうひょう

きる。

２ 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、同項に規定
ち じ ぜんこう き て い こうひょう どうこう き て い

する事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
じぎょうしゃ い け ん の き か い あた

第四節 秋田県障害者差別解消調整委員会
だいよんせつ あきたけんしょうがいしゃさ べ つかいしょうちょうせいいいんかい

（委員会の設置及び所掌事務）
いいんかい せ っ ちおよ しょしょう じ む

第十七条 第十四条の規定によるあっせん及び第十五条第一項の規定による
だいじゅうななじょう だいじゅうよんじょう き て い およ だいじゅう ご じょうだいいっこう き て い

勧告の求めに係る事務を行わせるため、秋田県障害者差別解消調整委員会
かんこく もと かか じ む おこな あきたけんしょうがいしゃさ べ つかいしょうちょうせいいいんかい

（以下「委員会」という。）を置く。
い か いいんかい お

（組織及び委員の任期）
そ し きおよ い い ん に ん き



第十八 条 委員会は、委員十五人以内で組織する。
だいじゅうはちじょう いいんかい い い んじゅう ご にんい な い そ し き

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
い い ん つぎ かか もの ち じ にんめい

一 学識経験のある者
いち がくしきけいけん もの

二 障害者又はその家族
に しょうがいしゃまた か ぞ く

三 障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者
さん しょうがいしゃ じ り つ お よ しゃかいさ ん か かん じぎょう じゅうじ もの

四 事業者又は事業者により構成される団体の役職員
よん じぎょうしゃまた じぎょうしゃ こうせい だんたい やくしょくいん

五 関係行政機関の職員
ご かんけいぎょうせいき か ん しょくいん

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間
い い ん に ん き に ねん ほ け つ い い ん に ん き ぜんにんしゃ ざんに ん きかん

とする。

（会長）
かいちょう

第十 九 条 委員会に、会長を置く。
だいじゅうきゅうじょう いいんかい かいちょう お

２ 会長は、委員の互選によって定める。
かいちょう い い ん ご せ ん さだ

３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
かいちょう いいんかい だいひょう か い む そ う り

４ 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者が、
かいちょう じ こ い い ん かいちょう し め い もの

その職務を代理する。
しょくむ だ い り

（会議）
か い ぎ

第二十 条 委員会は、会長が招 集する。
だい に じゅうじょう いいんかい かいちょう しょうしゅう

２ 会長は、委員会の議長となる。
かいちょう いいんかい ぎちょう



３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
いいんかい い い ん かはんすう しゅっせき か い ぎ ひら

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の
いいんかい ぎ じ しゅっせき い い ん かはんすう けっ か ひ どうすう かいちょう

決するところによる。
けっ

（部会）
ぶ か い

第二十一条 委員会に、第十七条に規定する事務のうち特定のものを処理させ
だい に じゅういちじょう いいんかい だいじゅうななじょう き て い じ む とくてい し ょ り

るため、部会を置くことができる。
ぶ か い お

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
ぶ か い ぞく い い ん かいちょう し め い

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
ぶ か い ぶかいちょう お かいちょう し め い い い ん あ

４ 第十 九 条第三項及び第四項並びに前条の規定は、部会長及び部会の会議に
だいじゅうきゅうじょうだいさんこうおよ だいよんこうなら ぜんじょう き て い ぶかいちょうおよ ぶ か い か い ぎ

ついて準用する。この場合において、これらの規定中「委員の」とあるのは、
じゅんよう ば あ い き て いちゅう い い ん

「部会に属する委員の」と読み替えるものとする。
ぶ か い ぞく い い ん よ か

５ 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とする
いいんかい さだ ぶ か い ぎ け つ いいんかい ぎ け つ

ことができる。

（秘密の保持）
ひ み つ ほ じ

第二十二条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い
だい に じゅうにじょう い い ん しょくむじょう し え ひ み つ も しょく しりぞ

た後も、同様とする。
あと どうよう

（委任規定）
い に ん き て い

第二十三 条 この節に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、
だい に じゅうさんじょう せつ さだ いいんかい うんえい かん ひつよう じ こ う



会長が委員会に諮って定める。
かいちょう いいんかい はか さだ

第三章 障害を理由とする差別の解消に関する基本的施策
だいさんしょう しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう かん きほんてきし さ く

（普及啓発）
ふきゅうけいはつ

第二十四条 県は、障害を理由とする差別の解消を推進する上で障害者と
だい に じゅうよんじょう けん しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん うえ しょうがいしゃ

障害者でない者との相互理解の促進が重要であることに鑑み、障害及び
しょうがいしゃ もの そ う ご り か い そくしん じゅうよう かんが しょうがいお よ

障害者に対する県民の関心と理解を深めるための啓発、知識の普及その他の必要
しょうがいしゃ たい けんみん かんしん り か い ふか けいはつ ち し き ふきゅう た ひつよう

な施策を講ずるものとする。
し さ く こう

（教育の推進）
きょういく すいしん

第二十五条 県は、障害を理由とする差別の解消を推進する上で教育が果たす
だい に じゅう ご じょう けん しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん うえ きょういく は

役割が重要であることに鑑み、幼児、児童、生徒及び学生に対し障害及び
やくわり じゅうよう かんが よ う じ じ ど う せ い とおよ がくせい たい しょうがいおよ

障害者についての理解を深めるための教育が行われるよう必要な施策を講ずる
しょうがいしゃ り か い ふか きょういく おこな ひつよう し さ く こう

ものとする。

（雇用及び就労への支援）
こ よ うおよ しゅうろう し え ん

第二十六条 県は、障害者の職 業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその
だい に じゅうろくじょう けん しょうがいしゃ しょくぎょうせんたく じ ゆ う そんちょう しょうがいしゃ

能力に応じて適切な職 業に従事することができるようにするため、障害者の
のうりょく おう てきせつ しょくぎょう じゅうじ しょうがいしゃ

多様な就労の機会の確保に努めるものとする。
た よ う しゅうろう き か い か く ほ つと

２ 県は、関係機関と連携し、障害者の雇用及び就労に関する事業者の理解を
けん かんけいき か ん れんけい しょうがいしゃ こ よ うおよ しゅうろう かん じぎょうしゃ り か い

深めるとともに、障害者の雇用及び就労を促進するために必要な施策を講ずる
ふか しょうがいしゃ こ よ う お よ しゅうろう そくしん ひつよう し さ く こう



ものとする。

（社会参加の促進）
しゃかいさ ん か そくしん

第二十七条 県は、障害者が文化芸術活動、スポーツ、レクリエーションその
だい に じゅうななじょう けん しょうがいしゃ ぶ ん かげいじゅつかつどう

他の活動に参加する機会を確保するとともに、障害者が当該活動を円滑に行う
た かつどう さ ん か き か い か く ほ しょうがいしゃ とうがいかつどう えんかつ おこな

ことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
ひつよう し さ く こう

（交流の推進）
こうりゅう すいしん

第二十八 条 県は、障害者と障害者でない者との相互理解を促進するため、
だい に じゅうはちじょう けん しょうがいしゃ しょうがいしゃ もの そ う ご り か い そくしん

両者の交流の機会を確保するとともに、その積極的な参加を促進するために
りょうしゃ こうりゅう き か い か く ほ せっきょくてき さ ん か そくしん

必要な施策を講ずるものとする。
ひつよう し さ く こう

（県民等への支援）
けんみんとう し え ん

第二十 九 条 県は、県民等及び障害者団体等が自発的に行う障害及び障害者
だい に じゅうきゅうじょう けん けんみんとうおよ しょうがいしゃだんたいとう じはつてき おこな しょうがいおよ しょうがいしゃ

についての理解を深めるための活動並びに障害を理由とする差別の解消の推進
り か い ふか かつどうなら しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん

に資する活動を促進するために必要な支援を行うものとする。
し かつどう そくしん ひつよう し え ん おこな

（職員の育成）
しょくいん いくせい

第三十 条 県は、障害者に対する支援を適切に行うため当該支援に関する業務
だいさんじゅうじょう けん しょうがいしゃ たい し え ん てきせつ おこな とうがいし え ん かん ぎょうむ

に従事する職員の育成を図るとともに、全ての職員が障害及び障害者につい
じゅうじ しょくいん いくせい は か す べ しょくいん しょうがいおよ しょうがいしゃ

ての知識及び理解を深めることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
ち し きおよ り か い ふか ひつよう そ ち こう

第四章 雑則
だいよんしょう ざっそく



（市町村条例との関係）
しちょうそんじょうれい かんけい

第三十一条 この条例の規定は、市町村が障害を理由とする差別の解消の推進
だいさんじゅういちじょう じょうれい き て い しちょうそん しょうがい り ゆ う さ べ つ かいしょう すいしん

に関し、この条例で定める事項以外の事項について、条例で別段の定めをする
かん じょうれい さだ じ こ う い が い じ こ う じょうれい べつだん さだ

ことを妨げるものではない。
さまた

（意見の聴取）
い け ん ちょうしゅ

第三十二条 知事は、この条例の施行の状 況について、秋田県障害者施策推進
だいさんじゅうにじょう ち じ じょうれい し こ う じょうきょう あきたけんしょうがいしゃし さ くすいしん

審議会の意見を聴くものとする。
しんぎかい い け ん き

（規則への委任）
き そ く い に ん

第三十三 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
だいさんじゅうさんじょう じょうれい さだ じょうれい し こ う かん ひつよう じ こ う

は、規則で定める。
き そ く さだ

附 則
ふ そ く

（施行期日）
し こ う き じ つ

１ この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章（第二節
じょうれい へいせいさんじゅういちねんし が つついたち し こ う だい に しょう だい に せつ

を除く。）並びに次項及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。
のぞ なら じ こ う ふ そ くだいさんこう き て い どうねんじゅうがつついたち し こ う

（経過措置）
け い か そ ち

２ 第十二条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に発生した
だいじゅうにじょう き て い ぜんこう がき き て い き て い し こ う ひ い ご はっせい

同条に規定する障害を理由とする差別に係る事案について適用する。
どうじょう き て い しょうがい り ゆ う さ べ つ かか じ あ ん てきよう



（特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部
とくべつしょく しょくいん ひじょうきん ほうしゅう ひ よ うべんしょう かん じょうれい い ち ぶ

改正）
かいせい

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和三
とくべつしょく しょくいん ひじょうきん ほうしゅう ひ よ うべんしょう かん じょうれい しょうわさん

十一年秋田県条例第三十五号）の一部を次のように改正する。
じゅういちねんあきたけんじょうれいだいさんじゅう ご ごう い ち ぶ つぎ かいせい

「障害者施策推進審議会の委員
しょうがいしゃし さ くすいしんしんぎかい い い ん

別表 中「障害者施策推進審議会の委員」を
べっぴょうちゅう しょうがいしゃし さ くすいしんしんぎかい い い ん

障害者差別解消調整委員会の
しょうがいしゃさ べ つかいしょうちょうせいいいんかい

に改める。
あらた

委員」
い い ん

（秋田県障害者施策推進審議会条例の一部改正）
あきたけんしょうがいしゃし さ くすいしんしんぎかいじょうれい い ち ぶかいせい

４ 秋田県障害者施策推進審議会条例（昭和四十七年秋田県条例第六号）の
あきたけんしょうがいしゃし さ くすいしんしんぎかいじょうれい しょうわよんじゅうななねんあきたけんじょうれいだいろくごう

一部を次のように改正する。
い ち ぶ つぎ かいせい

第二条 中「）の」を「）及び秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消
だい に じょうちゅう およ あきたけんしょうがいしゃ り か い そくしんおよ さ べ つ かいしょう

の推進に関する条例（平成三十一年秋田県条例第十八号）の」に改める。
すいしん かん じょうれい へいせいさんじゅういちねんあきたけんじょうれいだいじゅうはちごう あらた


