
（仮称
か し ょ う

）札幌市
さ っ ぽ ろ し

誰
だれ

もがつながり合
あ

う 

共 生
きょうせい

のまちづくり条例
じょうれい

（素案
そ あ ん

） 

みなさんからのご意見
い け ん

を募集
ぼしゅう

します！ 

～パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

の実施
じ っ し

について～ 

募集
ぼしゅう

期間
き か ん

：令和
れ い わ

６年
６ ね ん

（2024
２０２４

年
ねん

）10
１０

月
がつ

31
３１

日
にち

（木
もく

）から 

令和
れ い わ

６年
６ ね ん

（2024
２０２４

年
ねん

）11
１１

月
がつ

29
２９

日
にち

（金
きん

）まで【必着
ひっちゃく

】 

札幌市
さ っ ぽ ろ し

では、高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

の増加
ぞ う か

やグローバル化
ぐ ろ ー ば る か

の進展
しんてん

に 伴
ともな

う

外国人
がいこくじん

人口
じんこう

の増加
ぞ う か

、価値観
か ち か ん

の多様化
た よ う か

等
とう

の昨今
さっこん

の社会
しゃかい

情勢
じょうせい

を踏
ふ

まえ、

共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

を進
すす

めています。 

現在
げんざい

、この取組
とりくみ

の一環
いっかん

として、共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を 皆
みんな

で作
つく

り上
あ

げ、市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

・行 政
ぎょうせい

が一体
いったい

となって取組
とりくみ

を進
すす

めて

いくこと等
など

を目的
もくてき

として、「（仮称
かしょう

）札幌市
さ っ ぽ ろ し

誰
だれ

もがつながり合
あ

う共 生
きょうせい

のまちづくり条例
じょうれい

」の制定
せいてい

に向
む

けた検討
けんとう

を 行
おこな

っているところです。 

この度
たび

、本条例
ほんじょうれい

の素案
そ あ ん

を取
と

りまとめましたので、この素案
そ あ ん

に対
たい

す

る皆様
みなさま

からのご意見
い け ん

を募集
ぼしゅう

します。今後
こ ん ご

、お寄
よ

せいただいたご意見
い け ん



を参考
さんこう

にした上
うえ

で、札幌市
さ っ ぽ ろ し

議会
ぎ か い

に条例
じょうれい

案
あん

を提 出
ていしゅつ

する予定
よ て い

です。 

※この冊子
さ っ し

の内容
ないよう

や参考
さんこう

資料
しりょう

は札幌市
さ っ ぽ ろ し

公式
こうしき

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

でも見
み

るこ

とができます。 

https://www.city.sapporo.jp/kikaku/universal/jourei/pub-comment.html 

※ 頂
いただ

いたご意見
い け ん

については、個別
こ べ つ

の回答
かいとう

はいたしませんが、ご意見
い け ん

の概要
がいよう

とご意見
い け ん

に対
たい

する市
し

の 考
かんが

え方
かた

について、別途
べ っ と

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

などでご紹介
しょうかい

します。 
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 以下
い か

の場所
ば し ょ

で資料
しりょう

の配布
は い ふ

を 行
おこな

っております。 
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かく

区
く

役
やく

所
しょ

 総
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務
む

企
き

画
かく

課
か

（広
こう

聴
ちょう

係
かかり
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 各区
か く く

まちづくりセンター 

資料
しりょう

の配布
は い ふ

場所
ば し ょ

 

ホームページはこちら



 

１ 募集
ぼしゅう

期間
きかん

 

  令和
れいわ

６年
６ねん

（2024
２０２４

年
ねん

）10
１０

月
がつ

31
３１

日
にち

（木
もく

）から 

令和
れいわ

６年
６ねん

（2024
２０２４

年
ねん

）11
１１

月
がつ

29
２９

日
にち

（金
きん

）【必 着
ひっちゃく

】 

 

２ 提 出
ていしゅつ

方法
ほうほう

 

 ●ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

 

https://www.city.sapporo.jp/kikaku/universal/jourei/pub-

comment.html 

上記
じょうき

Ｕ Ｒ Ｌ ま た は 右記
う き

二次元
に じ げ ん

バーコード
ば ー こ ー ど

か ら 意見
いけん

募集
ぼしゅう

ページ
ぺ ー じ

にアクセス
あ く せ す

し、送信
そうしん

フォーム
ふ ぉ ー む

に必要
ひつよう

事項
じこう

を記入後
きにゅうご

、

送信
そうしん

ボタン
ぼ た ん

を押
お

してください。 

●郵送
ゆうそう

、ファクス
ふ ぁ く す

 

「ご意見
ご い け ん

記入
きにゅう

用紙
ようし

」にご意見
ご い け ん

を記入
きにゅう

の上
うえ

、「３ ご意見
ご い け ん

の提 出 先
ていしゅつさき

・

問合せ先
といあわせさき

」にご送付
ご そ う ふ

ください。なお、ご郵送
ごゆうそう

の場合
ばあい

、切手
きって

は不要
ふよう

です。 

 ●電子
で ん し

メール
め ー る

 

以下
い か

のＥメールアドレス
め ー る あ ど れ す

にご意見
ご い け ん

を送信
そうしん

してください。 

・Eメールアドレス
め ー る あ ど れ す

 ： ki.universal@city.sapporo.jp 

※条 例 名
じょうれいめい

（（仮称
かしょう

）札幌市
さっぽろし

誰
だれ

もがつながり合う
つ な が り あ う

共 生
きょうせい

のまちづくり 条 例
じょうれい

）

意 見
い け ん

募 集
ぼしゅう

要 領
ようりょう

 



がわかるよう、メールタイトル
め ー る た い と る

や本文
ほんぶん

に明記
め いき

してください。 

※お名前
お な ま え

、ご住所
ごじゅうしょ

、年代
ねんだい

も記載
き さ い

してください。 

●持参
じさん

 

「３ ご意見
ご い け ん

の提 出 先
ていしゅつさき

・問合せ先
といあわせさき

」まで直 接
ちょくせつ

お持ち
お も ち

ください。 

（受付
うけつけ

は平日
へいじつ

の午前
ごぜん

８時
８ じ

45
４５

分
ふん

から午後
ご ご

５時
５ じ

15
１５

分
ふん

です。） 

 ●その他
そ の た

注意点
ちゅういてん

等
とう

 

※電話
で ん わ

・口頭
こうとう

によるご意見
ご い け ん

は、受付
うけつけ

いたしかねますのでご 了 承
ごりょうしょう

ください。 

※ご意見
ご い け ん

を提 出
ていしゅつ

する際
さい

には、氏名
し め い

、住 所
じゅうしょ

、年代
ねんだい

をご記入
ごきにゅう

ください。 

（ご意見
ご い け ん

等
とう

の概要
がいよう

を公 表
こうひょう

する際
さい

には、氏名
し め い

、住 所
じゅうしょ

、年代
ねんだい

は公 表
こうひょう

いたしま

せん。） 

※ご意見
ご い け ん

に対する
た い す る

個別
こ べ つ

の回答
かいとう

はいたしません。 予 め
あらかじめ

ご 了 承
ごりょうしょう

ください。 

 

３ ご意見
ご い け ん

の提 出 先
ていしゅつさき

・問合せ先
といあわせさき

 

札幌市
さっぽろし

まちづくり政 策 局
せいさくきょく

政策
せいさく

企画部
き か く ぶ

ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

推進室
すいしんしつ

 

住所：〒060-8611 札幌市
さっぽろし

中央区
ちゅうおうく

北１条西２丁目
きた１じょうにし２ちょうめ

 

札幌市役所
さっぽろしやくしょ

本庁舎５階南側
ほんちょうしゃ５かいみなみがわ

 

電話
でんわ

：011-211-2361 ファクス
ふ ぁ く す

：011-218-5109 

Ｅメール：ki.universal@city.sapporo.jp 



【概要版】 （仮称）札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例（素案）

• 共生社会の実現に向けて、バリアフリー法、障害者差別解消法、アイヌ施策推進法のほか、

認知症基本法やＬＧＢＴ理解増進法など、個別の分野における立法例が続いている

条例制定の背景

国
の
動
き

札
幌
市
の
状
況

• 札幌市では、これまで共生社会の実現に向けて様々な取組を進めてきたところだが、依然として主に次のような

課題を抱えている。これらの多様な課題はそれぞれが絡み合い、複雑化・複合化しているところ

高齢者人口

の増加への対応

障がいのある方

への理解

地域意識の

希薄化

子どもの権利

への理解

支援を要する

外国人市民の増加

男女の地位の

平等感の偏り

アイヌ民族

への理解 など

○ 「第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン（ビジョン編）」において、多様性と包摂性のある都市を目指すことを掲げた。

○ まちづくりを進めていく上での重要概念の一つとして「ユニバーサル（共生）」を定め、年齢、性別、国籍、民族、障がいの

有無等を問わず、「誰もが互いにその個性や能力を認め合い、多様性が強みとなる社会」を実現していくことを明記。

• 平成30年には、「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関

する法律（ユニバーサル社会実現推進法）」を制定し、国を挙げて様々な視点から共生社

会の実現に向けた取組を強化

国の動きや札幌市の状況、昨今の価値観やライフスタイルの多様化等を踏まえ、

じょうれいせいてい  はいけい

がいようばん かしょう さっぽろし だれ あ きょうせい じょうれい そあん

きょうせいしゃかい じつげん む ば り あ ふ り ー しょうがいしゃさべつかいしょうほう あ い ぬ せさくすいしんほうほう

にんちしょうきほんほう えるじーびーてぃーりかいぞうしんほう こべつ ぶんや りっぽうれい つづ

へいせい３０ねん ゆ に ば ー さ る しゃかい じつげん む しょせさく そうごうてき いったいてき すいしん かん

ほうりつ ゆ に ば ー さ る しゃかいじつげんすいしんほう せいてい くに あ さまざま してん きょうせいしゃ

かい じつげん む とりくみ きょうか

く
に

う
ご

さ
っ
ぽ
ろ
し

じ
ょ
う
き
ょ
う

さっぽろし きょうせいしゃかい じつげん む さまざま とりくみ すす いぜん おも つぎ

かだい かか たよう かだい から あ ふくざつか ふくごうか

こうれいしゃじんこう

たいおうぞうか

しょう かた

りかい

ちいきいしき

きはくか

こ けんり

りかい

しえん よう

がいこくじんしみん ぞうか

だんじょ ちい

びょうどうかん かたよ

みんぞくあ い ぬ

りかい

くに うご さっぽろし じょうきょう さっこん かちかん ら い ふ す た い る たようか とう ふ

だい ２ じ さっぽろし せんりゃく び じ ょ ん び じ ょ ん へん たようせい ほうせつせい とし めざ かか

すす うえ じゅうようがいねん ひと ゆ に ば ー さ る きょうせい さだ ねんれい せいべつ こくせき みんぞく しょう

うむ とう と だれ たが こせい のうりょく みと あ たようせい つよ しゃかい じつげん めいき



条例の制定目的

共生社会の実現に関し、基本理念を定めるほか、

市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、

市の施策の基本事項を定めることにより、市・市民・事業者が一体となって

共生社会の実現に向けた取組を進め、多様性と包摂性のある都市をつくること

• 札幌市が目指す多様性と包摂性のある都市とは、「差別や偏見がなく、互いにその個性を

尊重され、能力を発揮できる、多様性と包摂性が強みとなる社会」（共生社会）の実現に

よりつくり出される都市であると考えており、共生社会の実現に当たっては、社会を構成

する主体である市（行政）・市民・事業者の協働が不可欠

• 市（行政）・市民・事業者それぞれが異なる方向性の下で取組を進めていくことのないよう、共生社会の実現に

向けた基本理念等を共有することが重要

多様性と包摂性のある、「誰もがつながり合う共生のまち」をつくり、

これを次世代に引き継いでいく

【概要版】 （仮称）札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例（素案）
がいようばん かしょう さっぽろし だれ あ きょうせい じょうれい そあん

じょうれい せいていもくてき

さっぽろし めざ たようせい ほうせつせい とし さべつ へんけん たが こせい

そんちょう のうりょく はっき たようせい ほうせつせい つよ しゃかい きょうせいしゃかい じつげん

だ とし かんが きょうせいしゃかい じつげん あ しゃかい こうせい

しゅたい し ぎょうせい しみん じぎょうしゃ きょうどう ふかけつ

し ぎょうせい しみん じぎょうしゃ こと ほうこうせい もと とりくみ すす きょうせいしゃかい じつげん

む きほんりねん とう きょうゆう じゅうよう

きょうせいしゃかい じつげん かん きほんりねん さだ

し せきむ なら しみん およ じぎょうしゃ やくわり あき

し せさく きほんじこう さだ し しみん じぎょうしゃ いったい

きょうせいしゃかい じつげん む とりくみ すす たようせい ほうせつせい とし

たようせい ほうせつせい だれ あ きょうせい

じせだい ひ つ



条例素案の概要

多様性を尊重した

まちづくり

包摂的な

まちづくり

市民・事業者との

協働による共創

未来につながる

取組の推進

誰もが自分らしく暮らし、能力を

発揮できるよう、多様性の尊重

がこれまで以上に求められる

社会的障壁を取り除き、誰もが

社会から孤立することなく安心

して生活できるよう、生きづら

さを社会全体で解決していく

それぞれが自らの責務や役割を

相互に認識し、社会のあらゆる

場面において、連携・協働の上

で取組を進めていく

多世代による取組を進め、特に

次世代を担う子どもも参画しや

すい取組を継続的かつ発展的に

展開していく

【概要版】 （仮称）札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例（素案）
がいようばん かしょう さっぽろし だれ あ きょうせい じょうれい そあん

基
本
的
な
考
え
方

項 目 概 要

前 文 条例制定の背景や条例制定に対する思いなどを規定

目 的 条例の制定目的を規定

定 義
共生社会（差別や偏見がなく、誰もが互いにその個性を尊重され能力を発揮できる、多様性と包摂性が強みとな

る社会）等の定義を規定

他の条例等との

関係性

総合計画その他まちづくりに関する計画及びまちづくりに関する条例、規則等は、この条例に定める事項との整合

を図らなければならない

基本理念

共生社会の実現に向けた取組は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない

① 誰もが、基本的人権を享有する個人としてその個性や能力を認められること

② 誰もが、互いにその違い等を理解し、支え合い、及び助け合うことで、社会から孤立することなく安心して生

活できること

③ 市、市民及び事業者が、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携・協働して取り組むこと

じょうれいそあん がいよう

き
ほ
ん
て
き

か
ん
が

か
た

たようせい そんちょう ほうせつてき しみん じぎょうしゃ

きょうどう きょうそう

みらい

とりくみ すいしん

はっき

じぶん く のうりょく

たようせい そんちょう

もといじょう

しゃかいてきしょうへき と のぞ だれ

しゃかい こりつ あんしん

せいかつ い

しゃかいぜんたい かいけつ

みずか

しゃかい

れんけい

やくわり

そうご にんしき

ばめん きょうどう うえ

とりくみ すす

にな

とりくみ

はってんてき

てんかい

たせだい すす とく

じせだい こ さんかく

とりくみ けいぞくてき

こう   もく がい    よう

ぜん    ぶん

もく    てき

てい      ぎ 

た じょうれいとう

かんけいせい

きほんりねん

じょうれいせいてい はいけい じょうれいせいてい たい おも きてい

きょうせいしゃかい

せいていもくてき きてい

さべつ へんけん だれ たが こせい そんちょう のうりょく はっき たようせい ほうせつせい つよ

しゃかい とう ていぎ きてい

そうごうけいかく た かん けいかく およ かん じょうれい きそく とう じょうれい さだ じこう せいごう

はか

きょうせいしゃかい

じょうれい

じつげん む とりくみ つぎ かか じこう きほんりねん すいしん

だれ きほんてきじんけん きょうゆう こじん こせい のうりょく みとめ

だれ たが ちが とう りかい ささ あ およ たす あ しゃかい こりつ あんしん せい

かつ

しみん およ じぎょうしゃ せきむ やくわり そうご にんしき れんけい きょうどう と くし

だれ せきむ



項 目 概 要

市の責務
市は、基本理念にのっとり、共生社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進しなければなら

ない

市民及び事業者の

役割

市民・事業者は、基本理念にのっとり、共生社会の実現に向けた取組を行うよう努める。また、市が

実施する共生社会の実現に向けた施策に協力するよう努める

基本的施策

市は、共生社会を実現するため、次に掲げる施策を実施するものとする

① 誰もが安全で安心な生活ができる多様性に配慮した施設等の整備

② 市民又は事業者が行う多様性に配慮した施設等の整備への支援

③ 日常生活又は社会生活上配慮を要する者の状況に応じた必要な支援

④ 個別の事業及び各種制度に係る分かりやすい情報提供

⑤ 誰もが互いにその違い等を理解し、支え合い、及び助け合う意識の醸成その他共生社会の実現に

向けた取組を推進するための啓発、広報活動等

⑥ その他共生社会の実現に向けて必要な施策

推進体制の整備・

財政上の措置
市は、施策の推進体制を整備するほか、施策の実施に必要な財政上の措置を講ずるよう努める

附属機関の設置 附属機関として、「札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり委員会」を設置

施行期日 令和７年４月１日から施行予定

【概要版】 （仮称）札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例（素案）
がいようばん かしょう さっぽろし だれ あ きょうせい じょうれい そあん

条例素案の概要(続き)
じょうれいそあん がいよう  つづ

こう   もく がい    よう

し せきむ

しみん およ じぎょうしゃ

やくわり

きほんてきしさく

すいしんたいせい せいび

ざいせいじょう そち

ふぞくきかん せっち

せこうきじつ

し きほんりねん きょうせいしゃかい じつげん む せさく そうごうてき けいかくてき すいしん

しみん じぎょうしゃ きほんりねん きょうせいしゃかい じつげん む とりくみ おこな つと し

じっし きょうせいしゃかい じつげん む せさく きょうりょく つと

し きょうせいしゃかい じつげん つぎ かか せさく じっし

だれ あんぜん あんしん せいかつ たようせい はいりょ しせつ とう せいび

しみん また じぎょうしゃ おこな たようせい はいりょ しせつ とう しえん

にちじょうせいかつ また しゃかいせいかつじょう はいりょ よう もの じょうきょう おう ひつよう しえん

こべつ じぎょう およ かくしゅせいど かか わ じょうほうていきょう

む

たが とう りかい ささ あ およ たす あ じょうせいいしき た きょうせいしゃかい じつげん

とりくみ すいしん けいはつ こうほうかつどう とう

た きょうせいしゃかい じつげん む ひつよう せさく

し せさく すいしんたいせい せいび せさく じっし ひつよう ざいせいじょう そち こう つと

ふぞくきかん さっぽろし だれ あ きょうせい いいんかい せっち

れいわ ねん がつ にち せこう よてい

せいび

だれ ちが



1 

 

 

 

（仮称
かしょう

）札幌市
さっぽろし

誰
だれ

もがつながり合
あ

う

共生
きょうせい

のまちづくり条例
じょうれい

（素案
そ あ ん

） 

【本書
ほんしょ

】 

 

 

 

 

 

 

令和
れ い わ

６年
６ ね ん

10
１ ０

月
がつ

 

札幌市
さっぽろし
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１ なぜ条例
じょうれい

をつくろうとしているの？ -条例
じょうれい

制定
せいてい

の背景
はいけい

や制定
せいてい

目的
もくてき

- 

⑴ 国
くに

の動き
う ご き

 

国
くに

においては、共生
きょうせい

社会
しゃかい

1の実現
じつげん

に関し
か ん し

高齢者
こうれいしゃ

、 障
しょう

がい者
しゃ

等
とう

の円滑
えんかつ

な

移動
い ど う

及び
お よ び

建築物
けんちくぶつ

等
とう

の施設
し せ つ

の円滑
えんかつ

な利用
り よ う

の確保
か く ほ

に関する
か ん す る

施策
せ さ く

を総合的
そうごうてき

に

推進
すいしん

するため、いわゆるバリアフリー法
ば り あ ふ り ー ほ う

を平成
へいせい

１８年
１ ８ ね ん

に制定
せいてい

しています。 

また、平成
へいせい

２５年
２ ５ ね ん

には、いわゆる障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

を制定
せいてい

し、障
しょう

がい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に取り組んで
と り く ん で

いるほか、平成
へいせい

３１年
３ １ ね ん

には、いわゆる

アイヌ
あ い ぬ

施策
せ さ く

推進法
すいしんほう

を制定
せいてい

し、アイヌ
あ い ぬ

の人々
ひとびと

の誇り
ほ こ り

が尊重
そんちょう

される社会
しゃかい

を

実現
じつげん

するための施策
せ さ く

の推進
すいしん

などを進めてきました。 

さらに、令和
れ い わ

５年
５ ね ん

６月
６ が つ

には、いわゆる認知症
にんちしょう

基本法
きほんほう

やＬＧＢＴ
えるじーびーてぃー

理解
り か い

増進法
ぞうしんほう

を次々
つぎつぎ

と制定
せいてい

するなど、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

につながる法
ほう

整備
せ い び

が

着 々
ちゃくちゃく

と進められて
す す め ら れ て

います。 

 こうした個別
こ べ つ

の分野
ぶ ん や

における立法例
りっぽうれい

だけでなく、平成
へいせい

３０年
３ ０ ね ん

には、

「ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

諸施策
しょしさく

の総合的
そうごうてき

かつ一体的
いったいてき

な推進
すいしん

に

関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

社会
しゃかい

実現
じつげん

推進法
すいしんほう

）」を制定
せいてい

し、実現
じつげん

を目指す
め ざ す

べき

ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

社会
しゃかい

2が掲げられる
か か げ ら れ る

など、国
くに

を挙げて
あ げ て

様々
さまざま

な視点
し て ん

から取組
とりくみ

が

 

1【共生
きょうせい

社会
しゃかい

】ここでは、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

し合いながら
し あ い な が ら

共生
きょうせい

する社会
しゃかい

をいう。なお、

札幌市
さっぽろし

が制定
せいてい

を目指す
め ざ す

条例
じょうれい

における共生
きょうせい

社会
しゃかい

の定義
て い ぎ

については、下記
か き

１⑷（４ページ
４ ぺ ー じ

）参照
さんしょう

。 

2【ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

社会
しゃかい

】ここでは、障
しょう

がいの有無
う む

、年齢
ねんれい

等
とう

にかかわらず、国民
こくみん

一人一人
ひ と り ひ と り

が、社会
しゃかい

の対等
たいとう

な構成員
こうせいいん

として、その尊厳
そんげん

が重んぜられる
お も ん ぜ ら れ る

とともに、社会
しゃかい

のあらゆる分野
ぶ ん や

における活動
かつどう

に参画
さんかく

する機会
き か い

の確保
か く ほ

を通じて
つ う じ て

その能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に発揮
は っ き

し、もって国民
こくみん

一人一人
ひ と り ひ と り

が相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

しつつ支え合いながら
さ さ え あ い な が ら

共生
きょうせい

する社会
しゃかい

をいう。 
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強化
きょうか

されています。 

⑵ 札幌市
さっぽろし

の状 況
じょうきょう

 

札幌市
さっぽろし

では、これまで共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む け て

様々
さまざま

な取組
とりくみ

を進めて
す す め て

き

たところですが、依然として
い ぜ ん と し て

主
おも

に次
つぎ

のような課題
か だ い

を抱えています。また、

これらの多様
た よ う

な課題
か だ い

はそれぞれが絡み合い
か ら み あ い

、複雑化
ふくざつか

・複合化
ふくごうか

しています。 

 

  

高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

 

の増加
ぞ う か

への対応
たいおう

 
 

2040
２０４０

年代
ねんだい

に高齢者
こうれいしゃ

人口
じんこう

がピーク
ぴ ー く

を

迎え
む か え

、全体
ぜんたい

の約
やく

４割
４ わ り

を占める
し め る

こと

が予想
よ そ う

 

障
しょう

がいのある方
かた

 

への理解
り か い

 
 

障
しょう

がいのある人
ひと

に

とって地域
ち い き

で

暮らしやすい
く ら し や す い

まち

であると思う
お も う

人
ひと

の

割合
わりあい

は約
やく

３割
３ わ り

 

地域
ち い き

意識
い し き

の 

希薄化
き は く か

 
 

多世代
た せ だ い

交流
こうりゅう

が

重要
じゅうよう

と考える
かんがえる

市民
し み ん

の割合
わりあい

が低い
ひ く い

など

地域
ち い き

意識
い し き

が希薄化
き は く か

 

子ども
こ ど も

の権利
け ん り

 

への理解
り か い

 
 

子ども
こ ど も

の権利
け ん り

が

大切
たいせつ

にされている

と思う
お も う

子ども
こ ど も

の

割合
わりあい

は、63
６３

.8
８

％に

とどまる 

男女
だんじょ

の地位
ち い

の

平等感
びょうどうかん

の偏り
かたより

 
 

 

 

職場
しょくば

や家庭
か て い

生活
せいかつ

な

どの様々
さまざま

な場面
ば め ん

に

おける男女
だんじょ

の平等
びょうどう

意識
い し き

が低い
ひ く い

 

支援
し え ん

を要する
よ う す る

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の

増加
ぞ う か

 
 

在留
ざいりゅう

資格
し か く

の見直し
み な お し

などにより、市内
し な い

で暮らす
く ら す

外国人
がいこくじん

が

増加
ぞ う か

していく予想
よ そ う

 

アイヌ
あ い ぬ

民族
みんぞく

 

への理解
り か い

 
 

 

 

「アイヌ
あ い ぬ

民族
みんぞく

につ

いて知って
し っ て

いる」と

答えた
こ た え た

市民
し み ん

の 割合
わりあい

は、89
８９

％にとどまる 

など 
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（参考
さんこう

） 札幌市
さっぽろ し

の人口
じんこう

の将来
しょうらい

見通し
み と お し

 

＜資
し

料
りょう

＞総
そう

務
む

省
しょう

「国
こく

勢
せい

調
ちょう

査
さ

」、札
さっ

幌
ぽろ

市
し

 ※各
かく

年
ねん

10月
がつ

1日
にち

現
げん

在
ざい

 

＜資料
しりょう

＞札幌市
さっぽろし

 ※各年
かくとし

5月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

 

（参考
さんこう

） 
）  

外国人
がいこくじん

市民
し み ん

の数
かず

・割合
わりあい

 

がいこくじんしみんすう（にん） さっぽろしそうじんこう し がいこくじんしみん わりあい 
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⑶ 条例
じょうれい

の検討
けんとう

  

上記
じょうき

⑵のように札幌市
さっぽろし

における共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

課題
か だ い

が多様化
た よ う か

かつ複雑化
ふくざつか

していることに加え
く わ え

、昨今
さっこん

の価値観
か ち か ん

やライフスタイル
ら い ふ す た い る

の多様化
た よ う か

、

国
くに

の動き
う ご き

等
など

も踏まえ
ふ ま え

、札幌市
さっぽろし

では、最上
さいじょう

位
い

計画
けいかく

である「第２次
だ い ２ じ

札幌市
さっぽろし

まち

づくり戦略
せんりゃく

ビジョン
び じ ょ ん

（ビジョン編
び じ ょ ん へ ん

）」において、多様性
たようせい

と包摂性
ほうせつせい

のある都市
と し

を目指す
め ざ す

ことを掲げました
か か げ ま し た

。 

また、まちづくりを進めて
す す め て

いく上
うえ

での 重要
じゅうよう

概念
がいねん

の一つ
ひ と つ

として

「ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

（共生
きょうせい

）」を定め
さ だ め

、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、国籍
こくせき

、民族
みんぞく

、障
しょう

がいの有無
う む

等
とう

を問わず
と わ ず

、「誰
だれ

もが互いに
た が い に

その個性
こ せ い

や能力
のうりょく

を認め合い
み と め あ い

、多様性
たようせい

が強み
つ よ み

と

なる社会
しゃかい

」を実現
じつげん

していくことを明記
め い き

しました。 

こうした 状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ ま え

、これらの実現
じつげん

に向けた
む け た

取組
とりくみ

の一環
いっかん

として、

現在
げんざい

、条例
じょうれい

制定
せいてい

に向けた
む け た

検討
けんとう

を進めて
す す め て

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◄第２次

だ い ２ じ

札幌市
さっぽろし

まちづくり戦略
せんりゃく

ビジョ
び じ ょ

ン 
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（参考
さんこう

）条例
じょうれい

の検討
けんとう

経過
け い か

 

開催
かいさい

日
び

 内
ない

 容
よう

 

令
れい

和
わ

５年
ねん

１１月
がつ

 ８日
にち

 第
だい

１ 回
かい

札
さっ

幌
ぽろ

市
し

ユ
ゆ

ニ
に

バ
ば

ー
ー

サ
さ

ル
る

推
すい

進
しん

検
けん

討
とう

委
い

員
いん

会
かい

に

おける意見
い け ん

交換
こうかん

 

令和５１２月
がつ

１８日
にち

 第
だい

２ 回
かい

札
さっ

幌
ぽろ

市
し

ユ
ゆ

ニ
に

バ
ば

ー
ー

サ
さ

ル
る

推
すい

進
しん

検
けん

討
とう

委
い

員会
いんかい

に

おける意見
い け ん

交換
こうかん

 

１２月
がつ

２７日
にち

 子ども
こ ど も

議会
ぎ か い

における意見
い け ん

交換
こうかん

 

令
れい

和
わ

６年
ねん

 ３月
がつ

１２日
にち

 第
だい

３ 回
かい

札
さっ

幌
ぽろ

市
し

ユ
ゆ

ニ
に

バ
ば

ー
ー

サ
さ

ル
る

推
すい

進
しん

検
けん

討
とう

委
い

員
いん

会
かい

に

おける意
い

見
けん

交
こう

換
かん

 

５月
がつ

２０日
にち

 福
ふく

祉
し

のまちづくり推
すい

進
しん

会
かい

議
ぎ

（部
ぶ

会
かい

）における意
い

見
けん

交
こう

換
かん

 

６月
がつ

１３日
にち

 アイヌ
あ い ぬ

施策
せ さ く

推進
すいしん

委員会
いいんかい

における意見
い け ん

交換
こうかん

 

６月
がつ

１５日
にち

 

６月
がつ

２３日
にち

 

市民
し み ん

ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

の実施
じ っ し

（２回
かい

） 

６月
がつ

２７日
にち

 男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画審
さんかくしん

議会
ぎ か い

における意見
い け ん

交換
こうかん

 

８月
がつ

 ４日
にち

 オープンハウス
お ー ぷ ん は う す

の実施
じ っ し

 

８月
がつ

３０日
にち

 第
だい

４ 回
かい

札
さっ

幌
ぽろ

市
し

ユ
ゆ

ニ
に

バ
ば

ー
ー

サ
さ

ル
る

推
すい

進
しん

検
けん

討
とう

委
い

員
いん

会
かい

に

おける意
い

見
けん

交
こう

換
かん

 

１０月
がつ

１日
にち

 市
し

議
ぎ

会
かい

総
そう

務
む

委
い

員
いん

会
かい

で、パ
ぱ

ブ
ぶ

リ
り

ッ
っ

ク
く

コ
こ

メ
め

ン
ん

ト
と

案
あん

に

ついて報
ほう

告
こく

・審
しん

議
ぎ
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⑷ 条例の制定目的 

札幌市
さ っ ぽ ろ し

が目指す
め ざ す

多様性
た よ う せ い

と包摂性
ほうせつせい

のある都市
と し

とは、「差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

がなく、

互いに
た が い に

その個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

され、能力
のうりょく

を発揮
は っ き

できる、多様性
た よ う せ い

と包摂性
ほうせつせい

が強み
つ よ み

となる

社会
しゃかい

」の実現
じつげん

によりつくり出される
つ く り だ さ れ る

都市
と し

であると考えて
かんがえて

おり、この社会
しゃかい

の実現
じつげん

に

当たって
あ た っ て

は、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する主体
しゅたい

である市
し

（行政
ぎょうせい

）・市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

の協働
きょうどう

が

不可欠
ふ か け つ

です。 

そのため、札幌市
さ っ ぽ ろ し

では、この「差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

がなく、互いに
た が い に

その個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

さ

れ、能力
のうりょく

を発揮
は っ き

できる、多様性
た よ う せ い

と包摂性
ほうせつせい

が強み
つ よ み

となる社会
しゃかい

」を「共生
きょうせい

社会
しゃかい

」と

明確
めいかく

に定義付けた
て い ぎ づ け た

上
うえ

で、市
し

・市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

それぞれが異なる
こ と な る

方向性
ほうこうせい

の下
もと

で取組
とりくみ

を進めて
す す め て

いくことのないよう、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

等
とう

を共有
きょうゆう

す

ることが重要
じゅうよう

であると考えて
かんがえて

います。 

そこで、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に関し
か ん し

、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定める
さ だ め る

ほか、市
し

の責務
せ き む

並び
な ら び

に

市民
し み ん

及び
お よ び

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

を明らか
あ き ら か

にするとともに、市
し

の施策
せ さ く

の基本
き ほ ん

事項
じ こ う

を

定める
さ だ め る

ことにより、 市
し

・市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

が一体
いったい

となって共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

取組
とりくみ

を進め
す す め

、多様性
た よ う せ い

と包摂性
ほうせつせい

のある都市
と し

をつくることを目的
もくてき

として、条例
じょうれい

制定
せいてい

を目指して
め ざ し て

います。 

なお、この条例
じょうれい

においては、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

により目指す
め ざ す

都市
と し

（まち）

の 姿
すがた

を「誰
だれ

もがつながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまち」と表し
ひょうし

、条例
じょうれい

素案
そ あ ん

の前文
ぜんぶん

（ 13ページ
1 3 ぺ ー じ

）に記載
き さ い

のとおり、「多様性
たようせい

と包摂性
ほうせつせい

のある、誰
だれ

もが

つながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまちをつくり、これを次
じ

世代
せ だ い

に引き継いで
ひ き つ い で

いく」とい
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う思い
お も い

を込め
こ め

、条例
じょうれい

の題名
だいめい

の素案
そ あ ん

（仮称
かしょう

）を「札幌市
さっぽろし

誰
だれ

もがつながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまちづくり条例
じょうれい

」としています。 
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２ どんな条例
じょうれい

をつくろうとしているの？ -条例
じょうれい

制定
せいてい

に当たって
あ た っ て

の

基本的
き ほ ん て き

な考え方
かんがえかた

- 

これまでに記載
き さ い

した制定
せいてい

目的
もくてき

から、本条例
ほんじょうれい

は、何ら
な ん ら

かの規制
き せ い

等
とう

を定める
さ だ め る

いわ

ゆる「規制
き せ い

条例
じょうれい

」ではなく、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

等
とう

を定める「理念
り ね ん

条例
じょうれい

」とし、札幌市
さ っ ぽ ろ し

が「誰
だれ

も

がつながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまち」を目指す
め ざ す

上
うえ

で、よりどころとなるような条例
じょうれい

としたい

と考えて
かんがえて

います。 

札幌市
さっぽろし

が条例
じょうれい

素案
そ あ ん

を作成
さくせい

するに当たって
あ た っ て

は、次
つぎ

の４つの基本的
き ほ ん て き

な考え方
かんがえかた

を

踏まえて
ふ ま え て

検討
けんとう

を進めて
す す め て

きました。 

 

 

 

人
ひと

は皆
みな

、年齢
ねんれい

・性別
せいべつ

・性的
せいてき

指向
し こ う

3やジェンダーアイデンティティ
じ ぇ ん だ ー あ い で ん て ぃ て ぃ

4・障
しょう

がいや病気
びょうき

の有無
う む

・国籍
こくせき

・民族
みんぞく

・言語
げ ん ご

・宗教
しゅうきょう

・文化
ぶ ん か

など、無数
む す う

の多様
た よ う

な違い
ち が い

を抱えて
か か え て

います。

しかし、これらの違い
ち が い

に起因
き い ん

する個性
こ せ い

や能力
のうりょく

等
とう

に対する
た い す る

理解
り か い

が十分
じゅうぶん

ではないと

いった社会
しゃかい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

により、時
とき

には差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

を向けられる
む け ら れ る

場合
ば あ い

も

あるなど、日々
ひ び

の暮らし
く ら し

に生きづらさ
い き づ ら さ

を感じて
か ん じ て

いる方々
かたがた

が多く
お お く

いる現状
げんじょう

がありま

す。 

また、近年
きんねん

における少子
しょうし

高齢化
こ う れ い か

やグローバル化
ぐ ろ ー ば る か

5、価値観
か ち か ん

や生活
せいかつ

様式
ようしき

の多様化
た よ う か

 

3【性的
せいてき

指向
し こ う

】恋愛
れんあい

感情
かんじょう

又
また

は性的
せいてき

感情
かんじょう

の対象
たいしょう

となる性別
せいべつ

についての指向
し こ う

 

4【ジェンダーアイデンティティ
じ ぇ ん だ ー あ い で ん て ぃ て ぃ

】自己
じ こ

の属する
ぞ く す る

性別
せいべつ

についての認識
にんしき

に関する
か ん す る

その同一性
どういつせい

の有無
う む

又
また

は程度
て い ど

に係る
か か る

意識
い し き

 

5【グローバル化
ぐ ろ ー ば る か

】ヒト
ひ と

、モノ
も の

、カネ
か ね

、情報
じょうほう

の国境
こっきょう

を越えた
こ え た

移動
い ど う

が地球
ちきゅう

規模
き ぼ

で盛ん
さ か ん

になり、政治
せ い じ

や経済
けいざい

など様々
さまざま

な分野
ぶ ん や

での境界
きょうかい

線
せん

がなくなることで、相互
そ う ご

依存
い ぞ ん

の関係
かんけい

が深まって
ふ か ま っ て

いく現象
げんしょう

 

多様性
たようせい

を尊重
そんちょう

したまちづくり 
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なども踏まえる
ふ ま え る

と、誰
だれ

もが自分
じ ぶ ん

らしく暮らし
く ら し

、能力
のうりょく

を発揮
は っ き

できるよう、こうした違い
ち が い

を尊重
そんちょう

する「多様性
た よ う せ い

の尊重
そんちょう

」がこれまで以上
いじょう

に求められ
も と め ら れ

、この視点
し て ん

を踏まえた
ふ ま え た

ま

ちづくりを進める
す す め る

必要
ひつよう

があります。 

なお、他者
た し ゃ

との違い
ち が い

を外面的
がいめんてき

なものだけでなく、価値観
か ち か ん

や考え方
かんがえかた

等
とう

の内面的
ないめんてき

な

ものも含める
ふ く め る

と、誰
だれ

もが何ら
な ん ら

かの違い
ち が い

を有する
ゆ う す る

当事者
と う じ し ゃ

であると言え
い え

、その対象
たいしょう

は

一部
い ち ぶ

の方
かた

に限られる
か ぎ ら れ る

ものではありません。 

そこで、本条例
ほんじょうれい

においては、当事者
と う じ し ゃ

の限定化
げんていか

や固定化
こ て い か

につながらないよう

配慮
はいりょ

し、「誰
だれ

もが当事者
と う じ し ゃ

である」ことを前提
ぜんてい

とした内容
ないよう

とすること、加えて
く わ え て

、各人
かくじん

が

対話
た い わ

を重ね
か さ ね

、それぞれの違い
ち が い

等
など

について理解
り か い

を深め支え合う
ふ か め さ さ え あ う

「共感
きょうかん

6に基づく
も と づ く

心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

7の醸成
じょうせい

」に寄与
き よ

する内容
ないよう

とすることが求められます
も と め ら れ ま す

。 

  

 

6【共感
きょうかん

】ここでは、相手
あ い て

と感情
かんじょう

を共有
きょうゆう

したり、相手
あ い て

の心情
しんじょう

に同調
どうちょう

・同情
どうじょう

すること（シンパシー
し ん ぱ し ー

）

並び
な ら び

に相手
あ い て

の立場
た ち ば

になり相手
あ い て

の意思
い し

や感情
かんじょう

を共有
きょうゆう

すること及び
お よ び

その能力
のうりょく

（エンパシー
え ん ぱ し ー

）をい

う。 
7【心

こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

】様々
さまざま

な心身
しんしん

の特性
とくせい

や考え方
かんがえかた

を持つ
も つ

全て
す べ て

の人々
ひとびと

が、相互
そ う ご

に理解
り か い

を深めよう
ふ か め よ う

とコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を取り
と り

、支え合う
さ さ え あ う

こと。 
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「障がい
し ょ う が い

の社会
しゃかい

モデル
も で る

」は、「障がい
し ょ う が い

＝バリア
ば り あ

」は個人
こ じ ん

の心身
しんしん

機能
き の う

の障
しょう

がいと

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

（物理的
ぶ つ り て き

、制度的
せい ど て き

、文化
ぶ ん か

・情報面
じょうほうめん

及び
お よ び

意識上
いしきじょう

）の相互
そ う ご

作用
さ よ う

によって

創り出されて
つ く り だ さ れ て

いるもので、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除く
と り の ぞ く

のは社会
しゃかい

の責務
せ き む

であるという

考え方
かんがえかた

であり、障
しょう

がい分野
ぶ ん や

に限らず
か ぎ ら ず

、年齢
ねんれい

・性別
せいべつ

等
とう

の多様
た よ う

な違い
ち が い

に起因
き い ん

する

様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

にも当てはまる
あ て は ま る

ものです。 

上記
じょうき

①に記載
き さ い

した社会
しゃかい

の現状
げんじょう

や変化
へ ん か

を踏まえる
ふ ま え る

と、こうした多様
た よ う

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除き
と り の ぞ き

、誰
だれ

もが社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

することなく安心
あんしん

して生活
せいかつ

し、能力
のうりょく

を発揮
は っ き

できるよう、「障
しょう

がいの社会
しゃかい

モデル
も で る

」の考え
かんがえ

を他
た

分野
ぶ ん や

にも波及
はきゅう

させていき、様々
さまざま

な

取組
とりくみ

を行う
おこなう

ことによって、当事者
と う じ し ゃ

の生きづらさ
い き づ ら さ

を社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で解決
かいけつ

していくという

包摂的
ほうせつてき

8なまちづくりがこれまで以上
いじょう

に求められます
も と め ら れ ま す

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8【包摂的
ほうせつてき

】ここでは、全て
す べ て

の人
ひと

を排除
はいじょ

せず、取り残さない
と り の こ さ な い

さまをいう。 

包摂的
ほうせつてき

なまちづくり 
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共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む け て

は、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する主体
しゅたい

である市
し

・市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

の

協働
きょうどう

が不可欠
ふ か け つ

であり、市
し

・市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

それぞれが異なる
こ と な る

方向性
ほうこうせい

の下
もと

で取組
とりくみ

を

進める
す す め る

ことがないよう、自ら
みずから

の責務
せ き む

や役割
やくわり

を相互
そ う ご

に認識
にんしき

し、創造性
そうぞうせい

の向上
こうじょう

などの

多様性
た よ う せ い

が有する
ゆ う す る

効果
こ う か

も踏まえながら
ふ ま え な が ら

、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ば め ん

において、連携
れんけい

・協働
きょうどう

の上
うえ

で取組
とりくみ

を進めて
す す め て

いくことが求められます
も と め ら れ ま す

。 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市
さ っ ぽ ろ し

の現在
げんざい

の姿
すがた

は、長い
な が い

時間
じ か ん

をかけた先人
せんじん

たちの歩み
あ ゆ み

の上
うえ

に形作られた
か た ち づ く ら れ た

ものであり、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む け て

も、世代
せ だ い

を跨ぐ
ま た ぐ

長期的
ちょうきてき

かつ継続的
けいぞくてき

な取組
とりくみ

が求められます
も と め ら れ ま す

。そこで、条例
じょうれい

の検討
けんとう

過程
か て い

のみならず、それ以降
い こ う

も、多世代
た せ だ い

によ

る取組
とりくみ

を進め
す す め

、特
と く

に次
じ

世代
せ だ い

を担う
に な う

子ども
こ ど も

も参画
さんかく

しや

すい取組
とりくみ

を継続的
けいぞくてき

かつ発展的
はってんてき

に展開
てんかい

していく必要
ひつよう

が

あります。 

 

札幌市
さ っ ぽ ろ し

は、上記
じょうき

①
１

～④
４

の考え方
かんがえかた

を踏まえながら
ふ ま え な が ら

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

し、 

「誰
だれ

もがつながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまち」をつくり、これを引き継いで
ひ き つ い で

いきたいと

考えて
かんがえて

います。  

市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

との協働
きょうどう

による共
きょう

創
そう

 

未来
み ら い

につながる取組
とりくみ

の推進
すいしん
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３ どんな条例
じょうれい

になるの？ -条例
じょうれい

の素案
そ あ ん

- 

 上記
じょうき

２ の①～④の考え方
かんがえかた

等
とう

を踏まえ
ふ ま え

、 札幌市
さ っ ぽ ろ し

では 、 「札幌市
さっぽろし

誰
だれ

もが

つながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまちづくり条例
じょうれい

」の素案
そ あ ん

を次のとおり作成
さくせい

しています。 

 

 

札幌市
さ っ ぽ ろ し

誰
だれ

もがつながり合
あ

う共生
きょうせい

のまちづくり条例
じょうれい

（素案
そ あ ん

） 

１ 前文
ぜんぶん

 

条例
じょうれい

制定
せいてい

の背景
はいけい

や条例
じょうれい

制定
せいてい

に対する
た い す る

思い
お も い

などを明らか
あ き ら か

にするため、前文
ぜんぶん

を設けます
も う け ま す

。 

【前文
ぜんぶん

（案
あん

）】 

〇私たち
わたしたち

は、誰
だれ

もがつながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまちを目指します
め ざ し ま す

。 

〇誰
だれ

もが、等しく
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

されながら、共
とも

に生きて
い き て

いくことは、私たち
わたしたち

の共通
きょうつう

の願い
ね が い

であります。 

〇札幌
さっぽろ

は、ゆきとみどりに彩られた
い ろ ど ら れ た

豊か
ゆ た か

な自然
し ぜ ん

環境
かんきょう

の下
もと

、様々
さまざま

な背景
はいけい

を

有する
ゆ う す る

先人
せんじん

たちが、それぞれの伝統
でんとう

と文化
ぶ ん か

を紡ぎ、育みながら
は ぐ く み な が ら

、先進
せんしん

の

英知
え い ち

を取り入れて
と り い れ て

いくことによって、飛躍的
ひやくてき

に成長
せいちょう

してきました。 

〇ところが、他者
た し ゃ

の個性
こ せ い

や能力
のうりょく

に対する
た い す る

理解
り か い

が十分
じゅうぶん

ではないことなどの

社会
しゃかい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

により、生きづらさ
い き づ ら さ

を感じる
か ん じ る

方
かた

が多く
お お く

いる

現状
げんじょう

にあり、また、近年
きんねん

における少子
しょうし

高齢化
こうれいか

やグローバル化
ぐ ろ ー ば る か

、価値観
か ち か ん

や
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生活
せいかつ

様式
ようしき

の多様化
た よ う か

などにより、これまで以上
いじょう

に多様性
たようせい

が尊重
そんちょう

され、

互いに
た が い に

支え合う
さ さ え あ う

包摂的
ほうせつてき

なまちづくりが求められて
も と め ら れ て

います。 

〇こうした状 況
じょうきょう

を踏まえ
ふ ま え

、対話
た い わ

による相互
そ う ご

理解
り か い

の下
もと

、誰
だれ

もが自分
じ ぶ ん

らしく

暮らし
く ら し

、活躍
かつやく

できるよう、私たち
わたしたち

は、市
し

、市民
し み ん

及び
お よ び

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が一体
いったい

となっ

て、社会
しゃかい

のあらゆる場面
ば め ん

において、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む け て

取り組んで
と り く ん で

いく必要
ひつよう

があります。 

〇そこで、私たち
わたしたち

は、このような認識
にんしき

の下
もと

、共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

し、多様性
たようせい

と

包摂性
ほうせつせい

のある、誰
だれ

もがつながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまちをつくり、これを次
じ

世代
せ だ い

に引き継いで
ひ き つ い で

いくことを決意
け つ い

し、ここにこの条例
じょうれい

を制定
せいてい

します。 

 

 

２ 目的
もくてき

 

この条例
じょうれい

は、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に関し
か ん し

、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定め
さ だ め

、市
し

の責務
せ き む

並び
な ら び

に

市民
し み ん

及び
お よ び

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

を明らかにするとともに、市
し

の施策
せ さ く

の基本
き ほ ん

となる

事項
じ こ う

を定める
さ だ め る

ことにより、市
し

、市民
し み ん

及び
お よ び

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が一体
いったい

となって共生
きょうせい

社会
しゃかい

の

実現
じつげん

に向けて
む け て

取り組み
と り く み

、もって誰
だれ

もがつながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまちづくりに

寄与
き よ

することを目的
もくてき

とすることとします。 
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３ 定義
て い ぎ

 

この条例
じょうれい

に使われる
つ か わ れ る

用語
よ う ご

について、用語
よ う ご

の意義
い ぎ

を明確
めいかく

にし、解 釈 上
かいしゃくじょう

の

疑義
ぎ ぎ

をなくすため、次
つぎ

のとおり定めます
さ だ め ま す

。 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

 差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

がなく、誰
だれ

もが互いに
た が い に

その個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

され

能力
のうりょく

を発揮
は っ き

できる、多様性
たようせい

と包摂性
ほうせつせい

が強み
つ よ み

となる社会
しゃかい

 

誰
だれ

も が

つながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまち 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

によりつくり出される
つ く り だ さ れ る

まち 

市 民
し み ん

 市内
し な い

に住所
じゅうしょ

を有する
ゆ う す る

個人
こ じ ん

及び
お よ び

市内
し な い

に通勤
つうきん

し、又
また

は通学
つうがく

す

る個人
こ じ ん

その他
そ の た

の市内
し な い

に滞在
たいざい

する個人
こ じ ん

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

 市内
し な い

において事業
じぎょう

活動
かつどう

を行う
おこなう

者
もの

及び
お よ び

その他
そ の た

の活動
かつどう

を行う
おこなう

団体
だんたい

 

 

4 他
た

の条例
じょうれい

等
とう

との関係性
かんけいせい

 

市
し

は、総合
そうごう

計画
けいかく

その他
そ の た

まちづくりに関する
か ん す る

計画
けいかく

の策定
さくてい

及び
お よ び

まちづくりに

関する
か ん す る

条例
じょうれい

、規則
き そ く

等
とう

の制定
せいてい

改廃
かいはい

等
とう

に当たって
あ た っ て

は、この条例
じょうれい

に定める事項
じ こ う

と

の整合
せいごう

を図らなければ
は か ら な け れ ば

ならないこととします。 
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関係
かんけい

条例
じょうれい

等
とう

 
例
れい

）福祉
ふ く し

のまちづくり条例
じょうれい

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

推進
すいしん

条例
じょうれい

、子
こ

どもの最善
さいぜん

の利益
り え き

を実現
じつげん

するための権利
け ん り

条例
じょうれい

、障
しょう

がい

者
しゃ

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

条例
じょうれい

 など 

（仮
か

称
しょう

）共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

推
すい

進
しん

条
じょう

例
れい

 

整合
せいごう

（継続性
けいぞくせい

の担保
た ん ぽ

・取組
とりくみ

の加速化
か そ く か

） 

関係
かんけい

計画
けいかく

 

例
れい

）さっぽろ 障
しょう

がい者
しゃ

プラン
ぷ ら ん

、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

さっぽろプラン
ぷ ら ん

、 高齢者
こうれいしゃ

支援
し え ん

計画
けいかく

、 多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

・ 国際
こくさい

交流
こうりゅう

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

、アイヌ
あ い ぬ

施策
せ さ く

推進
すいしん

計画
けいかく

 など 

個
別

こ

べ

つ

施
策

せ

さ

く 

理
念

り

ね

ん

条
例

じ
ょ
う
れ
い 

■他
た

の条例
じょうれい

等
とう

との関係
かんけい

のイメージ図
い め ー じ ず

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

条例
じょうれい

の制定
せいてい

目的
もくてき

（７ページ
７ ぺ ー じ

）でも触れた
ふ れ た

とおり、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む け て

は、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する主体
しゅたい

である市
し

・市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

の協働
きょうどう

が不可欠
ふ か け つ

であり、

それぞれが異なる
こ と な る

方向性
ほうこうせい

の下
もと

で取組
とりくみ

を進めて
す す め て

いくことのないよう、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」を共有
きょうゆう

することが重要
じゅうよう

です。 

札幌市
さっぽろし

としては、条例
じょうれい

制定
せいてい

に当たって
あ た っ て

の基本的
きほんてき

な考え方
かんがえかた

（９～12ページ
９ ～ 1 2 ぺ ー じ

）

を踏まえ
ふ ま え

、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

取組
とりくみ

は、次
つぎ

に掲げる
か か げ る

事項
じ こ う

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

と

して推進
すいしん

されなければならないこととしたいと考えて
かんがえて

います。 
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⑴ 誰
だれ

もが、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

としてその個性
こ せ い

や能力
のうりょく

を認め
み と め

られること。 

【設定
せってい

理由
り ゆ う

】 

基本的
きほんてき

な考え方
かんがえかた

①「多様性
たようせい

を尊重
そんちょう

したまちづくり」のとおり、

誰
だれ

もが自分
じ ぶ ん

らしく暮らし
く ら し

、能力
のうりょく

を発揮
は っ き

できるよう、誰
だれ

もが多様
た よ う

な

違い
ち が い

にかかわらず、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

として尊重
そんちょう

され、

また、その個性
こ せ い

や能力
のうりょく

が認められる
み と め ら れ る

ことが重要
じゅうよう

です。 

⑵ 誰
だれ

もが、互いに
た が い に

その違い
ち が い

等
など

を理解
り か い

し、支え合い
さ さ え あ い

、及び
お よ び

助け合う
た す け あ う

こと

で、社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

することなく安心
あんしん

して生活
せいかつ

できること。 

【設定
せってい

理由
り ゆ う

】 

基本的
きほんてき

な考え方
かんがえかた

②「包摂的
ほうせつてき

なまちづくり」のとおり、多様
た よ う

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除き
と り の ぞ き

、誰
だれ

もが社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

することなく安心
あんしん

して生活
せいかつ

し、能力
のうりょく

を発揮
は っ き

できるよう、当事者
とうじしゃ

が抱える
か か え る

生きづらさ
い き づ ら さ

を社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で解決
かいけつ

していくことが求められます
も と め ら れ ま す

。 

⑶ 

 

市
し

、市民
し み ん

及び
お よ び

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が、それぞれの責務
せ き む

や役割
やくわり

を相互
そ う ご

に認識
にんしき

し、

連携
れんけい

・協働
きょうどう

して取り組む
と り く む

こと。 

【設定
せってい

理由
り ゆ う

】 

基本的
きほんてき

な考え方
かんがえかた

③
３

「市民
し み ん

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

との協働
きょうどう

による共
きょう

創
そう

」のと

基
き

本
ほん

理
り

念
ねん
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おり、市
し

、市民
し み ん

及び
お よ び

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が一体的
いったいてき

に取組
とりくみ

を進
すす

めていく必要
ひつよう

があ

ります。 

  

６ 市
し

の責務
せ き む

 

市
し

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

しなければならないこととします。 

 

 

 

７ 市民
し み ん

及び
お よ び

事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

 

市民
し み ん

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、家庭
か て い

、職場
しょくば

、学校
がっこう

、地域
ち い き

その他
そ の た

の社会
しゃかい

のあ

らゆる場面
ば め ん

において、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

取組
とりくみ

を行う
おこなう

よう努める
つ と め る

もの

とします。 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、その活動
かつどう

を行う
おこなう

に当たって
あ た っ て

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

取組
とりくみ

を行う
おこなう

よう努める
つ と め る

ものとします。 

また、市民
し み ん

及び
お よ び

事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、市
し

が実施
じ っ し

する共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

施策
せ さ く

に

協 力
きょうりょく

するよう努める
つ と め る

ものとします。 
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８ 基本的
きほんてき

施策
し さ く

 

市
し

は、「障がい
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル
も で る

」（11
1 1

ページ
ぺ ー じ

）の考え
かんがえ

を踏まえ
ふ ま え

、移動
い ど う

経路
け い ろ

や

建築物
けんちくぶつ

に係る
か か る

「物理的
ぶつりてき

な障壁
しょうへき

」、各種
かくしゅ

の支援
し え ん

制度
せ い ど

や情報
じょうほう

発信
はっしん

に係る
か か る

「制度的
せいどてき

、

文化
ぶ ん か

・情報面
じょうほうめん

における障壁
しょうへき

」、そして、心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

の浸透
しんとう

等
とう

に係る
か か る

「意識上
いしきじょう

の障壁
しょうへき

」といった様々
さまざま

な社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取り除く
と り の ぞ く

ため、20～21
2 0 ～ 2 1

ページ
ぺ ー じ

に掲げる
か か げ る

施策
せ さ く

を実施
じ っ し

するものとします。 
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① 誰
だれ

もが安全
あんぜん

で安心
あんしん

な生活
せいかつ

ができる多様性
たようせい

に配慮
はいりょ

した施設
し せ つ

等
とう

の整備
せ い び

 

【具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

】 

○ 道路
ど う ろ

や公園
こうえん

のバリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

 

○ 学校
がっこう

などの市有
し ゆ う

建築物
けんちくぶつ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

改修
かいしゅう

 

○ 区
く

役所
やくしょ

庁舎
ちょうしゃ

などへのユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

9

の導入
どうにゅう

や表示
ひょうじ

の多言語化
た げ ん ご か

 など 

② 市民
し み ん

又
また

は事
じ

業者
ぎょうしゃ

が行う
おこなう

多様性
たようせい

に配慮
はいりょ

した施設
し せ つ

等
とう

の整備
せ い び

への支援
し え ん

 

【具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

】 

○ 飲食店
いんしょくてん

、診療所
しんりょうじょ

、宿泊
しゅくはく

施設
し せ つ

などにおける

バリアフリー
ば り あ ふ り ー

改修
かいしゅう

等
とう

への支援
し え ん

 

○ ノンステップバス
の ん す て っ ぷ ば す

10やＵＤ
ゆーでぃー

タクシー
た く し ー

11の導入
どうにゅう

支援
し え ん

 など 

③ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

配慮
はいりょ

を要する
よ う す る

者
もの

の 状 況
じょうきょう

に応じた
お う じ た

必要
ひつよう

な

支援
し え ん

 

【具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

】 

○ 社会
しゃかい

から孤立
こ り つ

し、不安
ふ あ ん

や悩み
な や み

を抱える
か か え る

女性
じょせい

への支援
し え ん

 

○ 障
しょう

がい特性
とくせい

に応じた
お う じ た

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

 

○ 性的
せいてき

マイノリティ
ま い の り て ぃ

12への支援
し え ん

 

○ 認知症
にんちしょう

患者
かんじゃ

への支援
し え ん

 など 

 

9【ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

】文化
ぶ ん か

・言語
げ ん ご

・国籍
こくせき

の違い
ち が い

、老若
ろうにゃく

男女
なんにょ

といった差異
さ い

や障
しょう

がい・能力
のうりょく

を問わず
と わ ず

に利用
り よ う

できるよう配慮
はいりょ

された設計
せっけい

（デザイン
で ざ い ん

） 

10【ノンステップバス
の ん す て っ ぷ ば す

】高齢者
こうれいしゃ

や 障
しょう

がいのある方
かた

などが乗り降り
の り お り

しやすいバリアフリー
ば り あ ふ り ー

対応
たいおう

の

バス
ば す

 

11【ＵＤ
ゆーでぃー

タクシー
た く し ー

】健康
けんこう

な方
かた

はもちろんのこと、足腰
あしこし

の弱い
よ わ い

高齢者
こうれいしゃ

、車
くるま

いす使用者
しようしゃ

、ベビーカー
べ び ー か ー

利用
り よ う

の親子連れ
お や こ づ れ

、妊娠中
にんしんちゅう

の方
かた

など誰
だれ

もが利用
り よ う

しやすいタクシー
た く し ー

 

12【性的
せいてき

マイノリティ
ま い の り て ぃ

】典型的
てんけいてき

とされてきた性
せい

のあり方
あ り か た

にとらわれない人々
ひとびと

 

基
き

本
ほん

的
てき

施
せ

策
さく

 



21 

④ 個別
こ べ つ

の事業
じぎょう

及び
お よ び

各種
かくしゅ

制度
せ い ど

に係る
か か る

分かりやすい
わ か り や す い

情報
じょうほう

提供
ていきょう

 

【具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

】 

○ 車
くるま

いす等
とう

で移動
い ど う

できるバリアフリー
ば り あ ふ り ー

経路
け い ろ

の

情報
じょうほう

発信
はっしん

 

○ ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

を 取り入れた
と り い れ た

情報
じょうほう

発信
はっしん

 

など 

⑤ 誰
だれ

もが互いに
た が い に

その違い
ち が い

等
とう

を理解
り か い

し、支え合い
さ さ え あ い

、及び
お よ び

助け合う
た す け あ う

意識
い し き

の

醸成
じょうせい

その他
そ の た

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

取組
とりくみ

を推進
すいしん

するための啓発
けいはつ

、

広報
こうほう

活動
かつどう

等
とう

 

【具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

】 

○ 心
こころ

のバリアフリー
ば り あ ふ り ー

の推進
すいしん

等
とう

のための多様
た よ う

な

立場
た ち ば

の方
ほう

が集う
つ ど う

対話
た い わ

の機会
き か い

の創出
そうしゅつ

 

○ 本
ほん

条例
じょうれい

を活用
かつよう

した未来
み ら い

を担う
に な う

子ども
こ ど も

への啓発
けいはつ

 など 

⑥ その他
そ の た

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む け て

必要
ひつよう

な施策
せ さ く

 

 

９ 推進
すいしん

体制
たいせい

の整備
せ い び

及び
お よ び

財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

 

市
し

は、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

施策
せ さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に企画
き か く

し、調整
ちょうせい

し、及び
お よ び

実施
じ っ し

するための推進
すいしん

体制
たいせい

を整備
せ い び

するものとします。 

また、市
し

は、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

施策
せ さ く

を実施
じ っ し

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

ずるよう努める
つ と め る

ものとします。 

【具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

】 

〇市長
しちょう

を本
ほん

部長
ぶちょう

、副市長
ふくしちょう

を副本
ふくほん

部長
ぶちょう

、局 長 級
きょくちょうきゅう

を本部員
ほんぶいん

とする庁内
ちょうない

組織
そ し き
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である「札幌市
さっぽろし

ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

」（令和
れ い わ

５年
５ ね ん

９月
９ が つ

設置
せ っ ち

）を当該
とうがい

推進
すいしん

体制
たいせい

として位置付ける
い ち づ け る

予定
よ て い

です。 

 

 

 

 

10 札幌市
さっぽろし

誰
だれ

もがつながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまちづくり委員会
いいんかい

 

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けた
む け た

施策
せ さ く

、当該
とうがい

施策
せ さ く

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

その他
そ の ほ か

の共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向けて
む け て

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

について調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、及び
お よ び

意見
い け ん

を述べる
の べ る

ため、

学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

や市民
し み ん

等
とう

で構成
こうせい

される「札幌市
さっぽろし

誰
だれ

もがつながり合う
つ な が り あ う

共生
きょうせい

のまち

づくり委員会
いいんかい

」を置く
お く

ものとします。 

 

 

 

 

11 委任
い に ん

 

この条例
じょうれい

の施行
し こ う

に関し
か ん し

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

については、市長
しちょう

が規則
き そ く

等
とう

で定める
さ だ め る

こ

ととします。 

 

▲札幌市
さっぽろし

ユニバーサル
ゆ に ば ー さ る

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ
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12 施行
せ こ う

期日
き じ つ

 

 令和
れ い わ

７年
７ ね ん

第１回
だい１かい

定例
ていれい

市
し

議会
ぎ か い

への条例
じょうれい

案
あん

提出
ていしゅつ

を予定
よ て い

しており、同議会
どうぎかい

にお

いて可決
か け つ

された場合
ば あ い

には、令和
れ い わ

７年
７ ね ん

４月
４ が つ

１日
１ に ち

から施行
せ こ う

する予定
よ て い

です。 
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