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米子市情報公開条例 （平成17年米子市条例第22号） 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 公文書の公開（第５条―第１６条） 

第３章 審査請求（第１６条の２―第１８条） 

第４章 雑則（第１９条―第２３条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市政に関する情報に係る市民の知る権利及び市の説明責任に鑑み、公

文書の公開を求める市民の権利及び公文書を公開すべき市の義務を明らかにすることによ

り、市民と市との信頼関係を深めるとともに、市民の市政への参加を推進し、もって開か

れた市政の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、財産区管理会、水道事業管理者及び議会をいう。 

⑵ 公文書 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記

録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、

次に掲げるものを除く。 

ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として

発行されるもの 

イ 美術館、図書館その他の市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術

研究用の資料として特別の管理がされているもの 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、第１条の目的を達成するため、市政に関する情報に係る市民の知る権

利（この条例の規定に基づき、実施機関に対して公文書の公開を求める権利並びに実施機

関から公文書の公開及び情報の提供を受ける権利をいう。）を尊重し、かつ、市民に対す

る市の説明責任（この条例の規定に基づき、公文書を公開し、及び情報を提供する義務並

びに市の諸活動を市民に説明する責務をいう。）を全うすることを基本として、この条例

を適正に運用しなければならない。 

２ 実施機関は、公文書の適正な管理に努めるとともに、必要な公文書の作成を怠ってはな

らない。 

（利用者の責務） 

第４条 この条例に定める制度を利用する者は、当該制度の主旨を十分に理解し、第１条の

目的に沿った適正な利用に努めなければならない。 
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第２章 公文書の公開 

（公開請求権） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開の請求（以

下「公開請求」という。）をすることができる。 

（公開請求の手続） 

第６条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書

（以下「公開請求書」という。）を提出しなければならない。 

⑴ 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに

法人その他の団体にあっては代表者の氏名 

⑵ 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者（以

下「公開請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供す

るよう努めなければならない。 

（実施機関の公開義務） 

第７条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれ

かに該当する情報（以下「非公開情報」という。）が記録されている場合を除き、公開請

求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。 

⑴ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、

なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令若しくは条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として公にさ

れ、又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である

と認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４

項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法

人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項

に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員並びに地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員をいう。）である場合に

おいて、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該

公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分（当該公務員等の権利利益を

不当に害するおそれがある情報を除く。） 

エ 個人の権利利益を不当に害するおそれがなく、公にすることが公益上必要であると

認められる情報 

オ 当該個人が公にすることに同意している情報 

javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=98232296&UKEY=1156905193&REFID=32210040012000000000&JYO=%32%20%30%20%30&KOU=%31%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=98232296&UKEY=1156905191&REFID=41110040010300000000&JYO=%32%20%30%20%30&KOU=%32%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=98232296&UKEY=1156905191&REFID=41110040010300000000&JYO=%32%20%30%20%30&KOU=%32%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=98232296&UKEY=1156905189&REFID=41310040014000000000&JYO=%32%20%30%20%30&KOU=%31%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=98232296&UKEY=1156905189&REFID=41310040014000000000&JYO=%32%20%30%20%30&KOU=%31%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
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⑵ 法人その他の団体（国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」と

いう。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げ

るもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすること

が必要であると認められるものを除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条

件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められ

るもの 

⑶ 公にすることにより、犯罪の予防、捜査、警備その他の公共の安全及び秩序の維持に

支障を及ぼすおそれがある情報 

⑷ 法令等の規定により、公にすることができないと明示されている情報 

⑸ 市の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公に

することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当

に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼ

すもの 

⑹ 市と国、独立行政法人等又は他の地方公共団体との間における照会、検討、協議、指

示等に関する情報であって、公にすることにより、その協力関係に著しい支障を及ぼす

もの 

⑺ 市が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事

業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる次に掲げるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又

は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められる

もの 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての地位

を不当に害すると認められるもの 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認めら

れるもの 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められ

るもの 

オ 市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると認め

られるもの 

カ その他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認めら

れるもの 

（公文書の一部公開） 

第８条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合にお

いて、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対

し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部

分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 
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２ 公開請求に係る公文書に前条第１号の情報（特定の個人を識別することができるものに

限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定

の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、

個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、

同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

３ 実施機関は、前２項の規定により公文書を公開するときは、その除いた部分の程度を明

示しなければならない。ただし、当該除いた部分の程度を明示することにより、非公開情

報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。 

（公益上の理由による裁量的公開） 

第９条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報（第７条第４号に規定するものを

除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開

請求者に対し、当該公文書を公開することができる。 

（公文書の存否に関する情報） 

第1０条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、

非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしな

いで、当該公開請求を拒否することができる。 

２ 実施機関は、前項の規定の適用に当たっては、同項の規定に該当するか否かを適正かつ

客観的に判断しなければならない。 

（公開請求に対する措置） 

第１１条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の

決定をし、公開請求者に対し、その旨（一部を公開するときは、公開しない部分及びその

理由を含む。）並びに公開を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき（前条第１項の規定により

公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。）は、

公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなけれ

ばならない。 

３ 前２項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体か

ら理解され得るものでなければならない。 

４ 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、そ

の時期を明らかにしなければならない。 

（公開決定等の期限） 

第１２条 前条第１項又は第２項の決定（以下「公開決定等」という。）は、当該公開請求

があった日から１５日以内にしなければならない。ただし、第６条第２項の規定により補

正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場合において、

実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、当該延長後の期間及び延長の理由を書面によ

り通知しなければならない。 

３ 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求のあった日から４５日以内に

そのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認め

られる場合には、前２項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち
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の相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内

に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第１項に規定する期間内

に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

⑴ この項の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの公文書について公開決定等をする期限 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１３条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び公開請求者以外

の者（以下この条、第１７条第２項及び第１８条において「第三者」という。）に関する

情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係

る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により

通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１１条第１項の決定（以下「公

開決定」という。）に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実

施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならな

い。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

⑴ 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該

情報が第７条第１号イ又は同条第２号ただし書に規定する情報に該当すると認められる

とき。 

⑵ 第三者に関する情報が記録されている公文書を第９条の規定により公開しようとする

とき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書

の公開に反対の意思を表示した意見書（以下この条及び第１７条において「反対意見書」

という。）を提出した場合において、公開決定をするときは、当該公開決定の日と公開を

実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、当該期間を短縮することができる。 

⑴ 当該情報を速やかに公開しなければならない公益上の必要があるとき。 

⑵ 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。 

４ 前項の場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した者に対し、

公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければなら

ない。 

（公開の実施） 

第１４条 実施機関は、公開決定をしたときは、前条第３項に規定する場合を除き、公開請

求者に対し、速やかに、公文書を公開しなければならない。 

２ 公文書の公開は、別表第１の左欄に掲げる公文書の種別に応じ、同表の右欄に定める方

法（実施機関が保有する機器又は電子計算システム（電子計算機等により、定められた一

連の処理手順に従って自動的にデータを処理するシステムをいう。）により実施すること

ができる方法に限る。）により行うものとする。 

３ 実施機関は、前項の規定により閲覧、聴取又は視聴の方法により公文書を公開する場合

において、当該公文書に公開しない部分があるとき、当該公文書の保存に支障を生ずるお

それがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより、こ

れを行うことができる。 
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４ 公文書の公開を写しの交付の方法により行う場合における当該交付する部数は、当該公

開請求１件につき１部とする。 

（手数料等） 

第１５条 前条第２項の規定により閲覧、聴取又は視聴の方法により行う公文書の公開に係

る手数料は、無料とする。 

２ 前条第２項の規定により写しの交付の方法により公文書の公開を行う場合には、別表第

２の左欄に掲げる公文書の種別及び同表の中欄に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、

同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、公開請求者が次に掲げる者以外の者であるときは、前項に

定めるもののほか、公文書の公開１件につき３５０円の手数料を徴収する。 

⑴ 市内に住所を有する者 

⑵ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人等 

⑶ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

⑷ 市内に存する学校に在学する者 

⑸ 市が行う事務又は事業に利害関係を有する者（当該利害関係を有する事務又は事業に

関する公開請求の場合に限る。） 

４ 公開請求者が公文書の写しの送付を求めた場合における当該公文書の写しの送付に要す

る費用は、公開請求者の負担とする。 

５ 第２項及び第３項の手数料並びに前項の費用（次項において「手数料等」という。）は、

公文書の公開を受ける前に納付しなければならない。 

６ 既に納付した手数料等は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認め

る場合は、この限りでない。 

（他の法令等による制度との調整） 

第１６条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が第１４

条第２項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合（公開の期間が定

められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項の規定にかかわらず、当

該公文書については、当該同一の方法による公開を行わないものとする。ただし、当該他

の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第１４条第２項

の規定による閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

第３章 審査請求 

 （審理員の指名に関する行政不服審査法の規定の適用除外） 

第１６条の２ 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服

審査法（平成２６年法律第６８号）第２章第３節に規定する審理手続を行う者の指名は行

わない。 

（審査会への諮問） 

第１７条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審

査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、米

子市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

⑴ 審査請求が不適法であり、却下するとき。 
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⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開すること

とするとき（当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。）。 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面に

より通知しなければならない。 

⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以

下この項及び次条第２号において同じ。） 

⑵ 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

⑶ 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者（当該第三者

が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第１８条 第１３条第３項及び第４項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする

場合について準用する。 

⑴ 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

⑵ 審査請求に係る公開決定等（公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除

く。）を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決（第三者である参加人

が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。） 

第４章 雑則 

（情報提供施策の充実） 

第１９条 実施機関は、市民が市政に関する正確で分かりやすい情報を容易に利用すること

ができるよう、第２章の規定による公文書の公開のほか、情報の提供に関する施策の充実

に努めるものとする。 

（検索資料の作成等） 

第２０条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するも

のとする。 

（施行の状況の公表） 

第２１条 市長は、毎年度この条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。 

（出資法人の情報公開） 

第２２条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している法

人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 

（委任） 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月３１日から施行する。 

（処分、請求等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前に旧米子市情報公開条例（平成１１年米子市条例第２５号。以下「旧

市条例」という。）若しくは旧淀江町情報公開条例（平成１３年淀江町条例第５号。以下

「旧町条例」という。）（これらに基づく規則を含む。以下「旧例規」と総称する。）の

規定によりされた公開決定等の処分、通知、照会その他の行為（以下「処分等の行為」と
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いう。）又はこの条例の施行の際現に旧例規の規定によりされている公開請求その他の行

為（行政不服審査法による不服申立て（以下単に「不服申立て」という。）を除く。以下

「請求等の行為」という。）に対するこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後におけるこの条例（これに基づく規則を含む。以下この項及び次項において同じ。）の

適用については、この条例の相当の規定によりされた処分等の行為又は請求等の行為とみ

なす。 

３ 前項の規定によりこの条例の相当の規定によりされたものとみなされる処分等の行為又

は請求等の行為について、旧例規において期間又は期限を定めてすることとされていたも

のに係る当該旧例規において定めた期間又は期限は、この条例の相当の規定により定めた

期間又は期限とみなす。 

（不服申立てに関する経過措置） 

４ 施行日前に従前の米子市又は西伯郡淀江町の実施機関（旧市条例第２条第１号又は旧町

条例第２条第１号に規定する実施機関をいう。以下「旧実施機関」という。）が行った公

文書の全部若しくは一部の公開決定又は公文書の全部を公開しない旨の決定（以下「旧実

施機関による公開等の決定」という。）について、この条例の施行の際現に旧例規の規定

による不服申立てが行われている場合にあっては、当該不服申立ては旧実施機関に相当す

る第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実施機関相当の実施機関」という。）に対

し行われているものとみなし、この条例の施行の際に旧例規の規定による不服申立てが行

われておらず、かつ、当該不服申立てを行うことができる期間が経過していない場合にあ

っては、この条例の相当の規定により旧実施機関相当の実施機関に対し不服申立てを行う

ことができるものとする。 

５ 前項の規定により不服申立てを行うことができる場合において、当該不服申立てを行う

ことができる期限は、当該旧実施機関による公開等の決定の際に不服申立てを行うことが

できる期間として教示された期間の満了日とする。 

（施行の状況の公表に関する経過措置） 

６ 市長は、平成１６年度における旧市条例又は旧町条例の施行の状況について、第２１条

の規定の例により、これを取りまとめ、公表するものとする。 

（手数料等に関する経過措置） 

７ この条例の施行前において旧例規の規定により納付すべきであった手数料並びに公文書

の写しの作成及び送付に要する費用については、なお従前の例による。 

附 則（平成１９年３月２８日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の米子市情報公開条例第１５条第２項の規定は、この条例の施行

の日以後に行う公開請求に対する公文書の公開に係る手数料について適用し、同日前に行

った公開請求に対する公文書の公開に係る手数料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１９年９月２８日条例第５２号） 

この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年８月２７日条例第２３号） 

この条例中第１条から第３条までの規定は公布の日から、第４条から第６条までの規定は

javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=98232296&UKEY=1156905183&REFID=33710040016000000000&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=98232296&UKEY=1156905183&REFID=33710040016000000000&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
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平成２６年１０月１日から、第７条及び第８条の規定は平成２７年１月１日から、第９条の

規定は同年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月２５日条例第１４号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年３月２７日条例第１号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （米子市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の米子市情報公開条例第１４条及び第１５条並びに別表第１

及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に行う公開請求に対する公文書の公開の

実施及び公文書の公開に係る手数料等について適用し、同日前に行った公開請求に対する

公文書の公開の実施及び公文書の公開に係る手数料等については、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月２９日条例第３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表第１（第１４条関係） 

公文書の種別 公開の方法 

１ 文書、又は図画（フィルムを除く。） 閲覧 

写しの交付 

２ 図画（フィルムに限る。） 専用機器により映写したもの又は用紙に印

刷したものの閲覧 

写しの交付 

３ 電磁的記録のうち、録音テープに記録さ

れているもの又は音声ファイル 

専用機器により再生したものの聴取 

４ 電磁的記録のうち、ビデオテープに記録

されているもの又は動画ファイル 

専用機器により再生したものの視聴 

５ 電磁的記録（３の項又は４の項に該当す

るものを除く。） 

ディスプレイその他の出力機器により出力

したものの閲覧 

写しの交付 

 

別表第２（第１５条関係） 

公文書の種別 写しの交付の方法 手数料の額 

１ 文書、又は図画

（フィルムを除

く。以下この項に

おいて同じ。） 

⑴ 複写機により用紙に複写し

たものの交付（⑵に掲げる方法

に該当するものを除く。） 

用紙１枚につき１０円 

⑵ 複写機により用紙にカラー

で複写したものの交付 

用紙１枚につき２０円 

⑶ スキャナにより読み取って

できた電磁的記録を光ディス

ク（日本産業規格Ｘ０６０６及

びＸ６２８１に適合する直径

１２０ミリメートルの光ディ

スクの再生装置で再生するこ

とができるものに限る。）に複

写したものの交付 

光ディスク（日本産業規格Ｘ０６

０６及びＸ６２８１に適合する

直径１２０ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生するこ

とができるものに限る。）１枚に

つき１００円に当該文書、図画又

は写真１枚ごとに１０円を加え

た額 

⑷ スキャナにより読み取って

できた電磁的記録を光ディス

ク（日本産業規格Ｘ６２４１に

適合する直径１２０ミリメー

トルの光ディスクの再生装置

で再生することができるもの

に限る。）に複写したものの交

付 

光ディスク（日本産業規格Ｘ６２

４１に適合する直径１２０ミリ

メートルの光ディスクの再生装

置で再生することができるもの

に限る。）１枚につき１２０円に

当該文書、図画又は写真１枚ごと

に１０円を加えた額 
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２ 図画（フィルム 

に限る。） 

⑴ 用紙に印刷したものの交付

（⑵に掲げる方法に該当する

ものを除く。） 

用紙１枚につき１０円 

⑵ 用紙にカラーで印刷したも

のの交付 

用紙１枚につき２０円 

３ 電磁的記録（録

音テープに記録さ

れているもの若し

くは音声ファイル

又はビデオテープ

に記録されている

もの若しくは動画

ファイルを除く。）

⑴ 用紙に出力したものの交付

（⑵に掲げる方法に該当する

ものを除く。） 

用紙１枚につき１０円 

⑵ 用紙にカラーで出力したも

のの交付 

用紙１枚につき２０円 

⑶ 光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適

合する直径１２０ミリメート

ルの光ディスクの再生装置で

再生することができるものに

限る。）に複写したものの交付 

光ディスク（日本産業規格Ｘ０６

０６及びＸ６２８１に適合する

直径１２０ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生するこ

とができるものに限る。）１枚に

つき１００円に当該電磁的記録

１ファイルごとに１３０円を加

えた額 

⑷ 光ディスク（日本産業規格Ｘ

６２４１に適合する直径１２

０ミリメートルの光ディスク

の再生装置で再生することが

できるものに限る。）に複写し

たものの交付 

光ディスク（日本産業規格Ｘ６２

４１に適合する直径１２０ミリ

メートルの光ディスクの再生装

置で再生することができるもの

に限る。）１枚につき１２０円に

当該電磁的記録１ファイルごと

に１３０円を加えた額 

備考 

１ 用紙に複写し、印刷し又は出力したものを交付する場合において、用紙の両面に複写

され、印刷され又は出力されたものについては、片面を１枚として算定する。 

２ 用紙に複写し、印刷し又は出力したものを交付する場合において、日本産業規格Ａ列

３番を超える規格の用紙を用いたものについては、当該用紙を日本産業規格Ａ列３番の

大きさに分割して換算した枚数として算定する。 
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米 子 市 情 報 公 開 条 例  逐 条 解 説 

 

第１章 総則 

 

第１条 目的 

第１条 この条例は、市政に関する情報に係る市民の知る権利及び市の説明責任に

鑑み、公文書の公開を求める市民の権利及び公文書を公開すべき市の義務を明ら

かにすることにより、市民と市との信頼関係を深めるとともに、市民の市政への

参加を推進し、もって開かれた市政の実現に資することを目的とする。 

 

【趣旨】 

  本条は、この条例の目的を明らかにしたものであり、第３条の規定と併せて、条例

全体の解釈の指針となるものである。 

 

【解説・運用】 

１ ｢市民の知る権利及び市の説明責任に鑑み｣について 

｢市民の知る権利｣及び｢市の説明責任｣の定義については第３条に示すとおりであ

るが、前者については、憲法上明文の規定はないものの、国民主権の原理、表現の

自由の保障等から必然的に導かれるべき国民の権利として、また、地方自治の本旨

を全うするための市民の権利としての位置づけを持つものであり、後者の責任とあ

いまって、情報公開制度が係る権利に根ざすものであることを明らかにする意味で、

本条において掲げたものである。 

 

２  ｢公文書の公開を求める市民の権利｣とは、実施機関が保有する公文書について、

その公開を求める権利を設定することを明らかにするものである。 

   したがって、実施機関は、条例で定める要件を満たした公文書の公開請求に対し

ては、当該公文書を公開しなければならない条例上の義務を負うものである。 

 

３  ｢市民と市との信頼関係を深めるとともに、市民の市政への参加を推進し、もっ

て開かれた市政の実現に資することを目的とする｣とは、情報公開制度を通じて、市

民が市の保有する情報を容易に入手することができるようにすることにより、積極

的に市政に参加することを推進するとともに、市政に対する理解と信頼を深めるこ

とによって、一層開かれた市政の実現を目指すというものである。 
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第２条 定義 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農

業委員会、固定資産評価審査委員会、財産区管理会、水道事業管理者及び議会

をいう。 

⑵ 公文書 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関が保有してい

るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

イ 美術館、図書館その他の市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料

又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

 

【趣旨】 

  本条は、この条例において用いられる｢実施機関｣、｢公文書｣について定義したもの

である。 

 

【解釈・運用】 

１ 第１号関係 

  ⑴ この制度の適用される範囲を示している。福祉事務所長は、独立して所掌事務

を管理、執行する権限を有しているが、この制度では、市長を実施機関とする。 

  ⑵ 審査会、審議会などの附属機関については、各実施機関の管理に属しているの

で、実施機関と同様に取り扱う。 

⑶ 各実施機関が事務局を持っている各種団体は、この制度の対象とはならないが、

事務局として、実施機関の職員が職務上作成し、実施機関が管理している文書等

は、実施機関の保有する第三者に関する情報となり、対象となる。 

 

２ 第２号関係 

⑴ ｢職務上作成し、又は取得した｣とは、実施機関の職員が、自己の職務遂行の範

囲内において事実上作成し、又は取得したことをいう。 

⑵ ｢作成｣とは、起案文書であれば、起案者が書き終わり、稟議を開始した時点の

ことを指し、決裁途中である文書等を含む。 

⑶ ｢取得｣とは、収受手続が終了した時点のことを指し、供覧、回覧途中である文

書等を含む。 

⑷ ｢文書、図画及び電磁的記録｣とは、この条例の対象となる公文書の範囲を情報

の記録の形態により定めたものである。 

   ア ｢文書｣とは、ある情報を文字、記号を用いて紙等の有体物の上に直接再現さ

せたものであり、視覚的に直接知覚することができるものをいい、具体的には
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起案文書、供覧文書、台帳、電算出力帳票類等をいう。 

   イ ｢図画｣とは、ある情報を象形を用いて紙等の有体物の上に直接再現させたも

のであり、具体的には、地図、図画、ポスター等をいう。なお写真（ネガフィ

ルム等から印画紙に焼き付けたもの）及びフィルム（文書又は図画を保有する

ために、これらを撮影したもの（ただし、電磁的記録を除く。））を含む。 

ウ ｢電磁的記録｣とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られた記録をいい、具体的には、磁気テープ（ビ

デオテープ、録音テープ等）、光ディスク（CD、DVD、MO等）、磁気ディスク（フ

ロッピーディスク等）等に記録されたものをいう。 

⑸ ｢当該実施機関が保有しているもの｣とは、当該実施機関がその組織において業

務上の必要性に基づいて利用・保存している状態にあるものをいう。したがって、

個人的メモまでを対象としたものではない。以下に公文書と個人的メモの区分の

例をあげる。 

   ア 公文書 

     起案文書、収受文書、各種手引書、会議の資料、組織的に利用・保存されて

いる電磁的記録 

   イ 個人的メモ 

     起案文書の下書き（原本性のないコンピュータ内のデータ等）、会議録作成用

のメモ（原本性のない録音テープ）、公文書の複写を職員が便宜的に保有してい

る場合の当該複写 

     ただし、公文書と個人的メモの判断は、外形的な要件で決まるものではなく、

組織的な利用・保存がなされていたかどうかで決まるので、以下のような場合

には、形式的には個人的メモであっても公文書となるので、注意が必要である。 

(ア) 正式の会議録がなく事実上の会議録として利用・保存されているメモ 

(イ) 原本性確保のため保管されている録音テープ 

(ウ) 当該公文書が廃棄された場合の当該複写文書 

     なお、文書取扱規程等に基づき廃棄された公文書については、当然公開の対

象となり得ないが、保存期間が満了していても廃棄されずに現に保有されてい

るものは、公開の対象となる。 

⑹ ｢ただし書ア｣は、既に公にされている文書等であって公開請求の対象とする必

要がなく、また、対象とすると図書館代わりの利用がなされる等、制度本来の趣

旨に合致しない利用がなされるおそれがあるとともに、事務負担の面からも問題

があると考えられるものを除外したものである。 

    しかし、これらの中には、発行部数が少なく、一般には入手し難いものもあり、

特に行政が作成に関与したものについては、できるだけ情報提供として対応する

ことが望ましい。 

⑺ ｢ただし書イ｣は、文書等の形態を持つものであっても、一般の行政の事務処理

上の必要性からではなく、美術館その他の施設において、歴史若しくは文化又は

学術研究といった観点から、その資料的価値に着目して特別な管理がなされてい

るものを除外したものである。 
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特別な管理とは、保存上の理由や学術的な理由により、利用範囲を制限してい

るなど、一般の公文書とは異なる管理をされているものを指す。 

 

 

第３条 実施機関の責務 

第３条 実施機関は、第１条の目的を達成するため、市政に関する情報に係る市民

の知る権利（この条例の規定に基づき、実施機関に対して公文書の公開を求める

権利並びに実施機関から公文書の公開及び情報の提供を受ける権利をいう。）を尊

重し、かつ、市民に対する市の説明責任（この条例の規定に基づき、公文書を公

開し、及び情報を提供する義務並びに市の諸活動を市民に説明する責務をいう。）

を全うすることを基本として、この条例を適正に運用しなければならない。 

２ 実施機関は、公文書の適正な管理に努めるとともに、必要な公文書の作成を怠

ってはならない。 

 

【趣旨】 

  本条は、この条例の解釈及び運用をするに当たっての基本的な考え方を定めるもの

である。 

 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

  ⑴ ｢市民の知る権利を尊重し｣とは、実施機関が公文書の公開・非公開の判断をす

る場合だけでなく、公文書の公開請求に関する手続等を含めて、市民の知る権利

を尊重し、原則公開の立場に立った適正な対応を行うということである。 

⑵ ｢市の説明責任を全うする｣とは、市が市民に対して、市の諸活動等について説

明すべきことをその責務として条例上位置づけるとともに、情報公開制度がかか

る責任を全うするための重要な制度であることを明らかにしたものである。 

 

２ 第２項関係 

   ｢公文書の適正な管理に努める｣とは、本条例の適正な運用をより実効あらしめる

ためには、その前提として、公文書の適正な管理が不可欠であることから、｢必要な

公文書の作成｣とともに、前項に続けて市の責務として規定するものである。 

 

 

第４条 利用者の責務 

第４条 この条例に定める制度を利用する者は、当該制度の趣旨を十分に理解し、

第１条の目的にそった適正な利用に努めなければならない。 

 

【趣旨】 

  本条は、公文書の公開を求める権利を行使する者と、これによって情報を得た者の

責務を定めたものである。 
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【解釈・運用】 

  ｢第１条の目的にそった適正な利用｣とは、第１条に規定する本条例の目的にしたが

って、情報公開制度を適正に利用しなければならないというものである。 

  なお、｢適正な利用｣とは、公文書の公開を請求することのみならず、これによって

得た情報の利用についても適正さを要求するものである。第１条にあるとおり、そも

そも情報公開制度は、市民等がこの制度によって得た情報によって市政に関する理解

を深め、もって市民の市政への参加を推進することを目的とするものであり、その趣

旨は、公開請求権そのものにも、情報取得後の利用にも等しくあてはまるからである。 

  また、実施機関は、公文書の公開を受けた者に対し、この規定の趣旨に則して適正

に利用すべきことを啓発、指導するとともに、不適切に利用され、また、そのおそれ

のあるときは、利用の中止を求める等適正な措置を講じなければならない。 

  ただし、本条はあくまでも訓示的規定であり、公開を受けた者が要請に応じないこ

とを理由に、当該公文書又は将来の同種の公文書の公開を拒否することはできないも

のである。 
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第２章 公文書の公開 

 

第５条 公開請求権 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開

の請求（以下｢公開請求｣という。）をすることができる。 

 

【趣旨】 

  本条は、第１条の目的規定に基づき、この条例に基づく権利を行使することができ

る者の範囲を定めたものである。 

 

【解釈・運用】 

１ この条例に基づく権利を行使できる者（請求権者）の範囲については、次の理由

により市民に限定せず、｢何人も｣とした。 

  ⑴ 情報化社会の進展により、情報が地域的に限定された範囲で流通することは考

えにくく、したがって請求権者を限定する積極的意義は乏しいこと。 

⑵ 市の行政は、市の有権者のみが関わりを持つとは限られず、他の自治体及びそ

の住民との間においても、有機的なつながりをもちながら活動することが多くな

っており、今後も一層このような方向をたどることが想定されること。 

 

２ ｢何人も｣とは、日本国民のほか、外国人も含まれる。 

   また、自然人、法人のほか、民事訴訟法第29条において訴訟上当事者適格が認め

られている「法人格なき社団又は財団」も含まれる。 

 

 

第６条 公開請求の手続 

第６条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載し

た請求書（以下｢公開請求書｣という。）を提出しなければならない。 

⑴ 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在

地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 

⑵ 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をし

た者（以下「公開請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求

めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の

参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

 

【趣旨】 

  本条は、公開請求の手続に関して具体的に定めたものである。 

 

【解釈・運用】 
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１ 公開の請求は、請求者の権利行使として、公開の可否の決定という行政処分を法

的に求める行為であるため、請求に係る事実関係等を明確にして行わなければなら

ない。 

 

２ 公文書の公開を請求しようとする者は、手続の正確性を期するため書面によりこ

れを行うものとし、公文書公開請求書を実施機関に提出しなければならない。 

 

３ ｢公文書を特定するために必要な事項｣とは、必ずしも当該請求に係る具体的な件

名をいうものではなく、当該請求に係る公文書に記録されている｢知りたい情報｣の

内容であって、実施機関の職員が、当該請求に係る公文書を特定できる程度の内容

をいう。 

 

４ 公開請求は、遠隔地の請求者の利便等を考慮して、郵送も認めるものとする。こ

の場合、当該公開請求書が実施機関の窓口又は主管課に到達した日を受付日、すな

わち本条例第12条第１項にいう｢公開請求があった日｣とする。 

ただし、請求の対象となる公文書の特定が困難なものについては、請求者に内容

を確認し、必要な場合には補正を求める。  

 

５ 本条第２項は、補正の場面において補正に必要な情報を提供すべき責務を実施機

関に課すものである。もっとも、公開請求の手続におけるいかなる場面においても、

制度の適正な運用のためには請求者の側からの協力も含めて係る相互協力は不可欠

であるが、特に公文書の特定は、公開請求の本質的な内容であるから、以上のよう

な要請はより強く当てはまることになる。 

 

６ ｢相当の期間｣とは、当該補正をするために社会通念上必要とされる期間をいい、

個々のケースによって判断されるべきものである。 

   なお、請求書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字等の軽微な不備につ

いて、実施機関において職権で補正できるものとする。 

 

 

第７条 実施機関の公開義務 

第７条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号

のいずれかに該当する情報（以下｢非公開情報｣という。）が記録されている場合を

除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。 

 

【趣旨】 

  本条は、公開請求に対する実施機関の公開義務を明らかにするものである。すなわ

ち、実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合を除き、

当該公文書を公開しなければならない。 
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【解釈・運用】 

１ この規定は、実施機関は、適法な公開請求があった場合は、公開請求に係る公文

書に非公開情報が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公

開すべき義務を負うという、原則公開の基本的枠組みを定めたものである。 

   なお、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されているときについて

は、本条例第８条で定めている。    

 

２ ある非公開情報（又はその一部分）が同時に他の非公開情報に該当することもあ

ることに注意する必要がある。 

 

３ 条例上の非公開情報と地方公務員法（昭和25年法律第261号）第34条に規定する公

務員の守秘義務との関係については、様々な考え方がなされているのが現状である

が、少なくとも、情報公開制度の下で実施機関が非公開情報に該当しないと判断し

て公開した場合は、組織として判断し、機関として正式に決定するものである以上、

職員個人の服務上の守秘義務違反は問われないものと考えられる。 

 

第７条第１号 個人に関する情報 

⑴ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、

公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。 

ア 法令若しくは条例（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として公

にされ、又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要

であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第

１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人

等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１

４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及

び職員並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地

方公務員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報

であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の

内容に係る部分（当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある情報を

除く。） 

エ 個人の権利利益を不当に害するおそれがなく、公にすることが公益上必要で

あると認められる情報 

オ 当該個人が公にすることに同意している情報 
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【趣旨】 

本号は、個人に関する情報の非公開情報としての要件を定めるものである。 

個人のプライバシーは、憲法の根本理念としての個人の尊厳を守るため、最大限に

尊重されるべきであり、公開を原則とする情報公開制度においてもその趣旨は等しく

当てはまるものである。ただし、プライバシーの具体的な内容は、法的にも社会通念

上も必ずしも明確ではないことから、どのような情報がプライバシー保護のため非公

開とされるべきかについて、一律に確定することは困難であるため、本条例では、特

定の個人を識別することができる情報は、原則的に非公開とすることとしたものであ

る。 

 

【解釈・運用】 

１ 「個人に関する情報」とは、次のような情報など、個人に関するすべての情報を

いう。 

⑴ 氏名、生年月日、性別、本籍、国籍等の基本的事項に関する情報 

⑵ 思想、信条、信仰等個人の内心の秘密に関する情報 

⑶ 職業、資格、犯罪歴、学歴、所属団体等個人の経歴、社会的活動に関する情報 

⑷ 所得、資産等個人の財産状況に関する情報 

⑸ 体力、健康状態、病歴等個人の心身の状況に関する情報 

⑹ 家族関係、生活記録等個人の家族、生活状況に関する情報 

⑺ その他特定の個人が識別され、又は識別され得る情報 

    なお、「個人」には、生存する個人のほか、死亡した個人も含まれる。 

 

２ 「事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く」とは、個人に関する情報であ

っても、事業を営む個人の当該事業に関する情報は、性質上、本条第２号で判断す

るものとし、本号にいう個人情報からは除外するという趣旨である。なお、事業を

営む個人に関する情報であっても、当該事業とは直接関係のない個人に関する情報

は本号に含まれる。 

 

３ 「特定の個人を識別することができることとなるもの」とは、その情報から特定

の個人を識別され、又は識別される可能性のあるものをいい、例えば次のような情

報をいう。 

⑴ 氏名、住所等特定の個人が識別されるもの 

⑵ 他の情報と組み合わせることによって、特定の個人が識別され得るもの 

 

４ 個人に関する情報であっても、統計のように素材が加工、処理され、結果として

個人が識別できなくなっているものは、本号には該当しない。 

 

５ 「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権

利利益を害するおそれがあるもの」とは、個人識別性のある部分を除いて公開した
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としても財産権その他個人の正当な利益を害するおそれのある情報をいい、例えば、

個人の未発表の研究論文、研究計画等の情報がこれに該当すると考えられる。 

 

６ ただし書アについて 

「法令」とは、法律、政令、府令及び省令をいい、「条例」とは、条例及び条例の

委任を受けた規則等をいう。要綱等の内規は含まない。 

 法令等の規定により公にされている情報（商業登記法に基づき会社登記簿に登記

されている法人の役員に関する情報や、不動産登記法に基づき不動産登記簿に登記

されている当該不動産の権利関係に関する情報等）や、慣行として公にされている

情報（表彰受賞者名簿、審議会等の委員名簿等で慣行上公にしているもの等）は、

一般に公表されている情報であり、個人のプライバシーを害するおそれがないので、

これを公開することとしたものである。 

 

７ ただし書イについて 

   プライバシーを中心とする個人の正当な権利利益はその性質上、手厚く保護され

るべきであるが、これに優越する公益がある場合は、これを非公開とすべき合理的

理由は認め難いため、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公に

することが必要であると認められる情報については、公開することとしたものであ

る。 

「公にすることが必要であると認められる情報」に該当するか否かは、非公開と

することにより保護される利益と公開されることにより保護される利益とを比較衡

量して判断することになる。 

   この点、個人に関する情報の中には個人的な性格が強いものから社会的な性格が

強いものまで様々なものがあり、あるいは人の生命、健康等の保護と生活、財産の

保護とでは、公開されることにより保護される利益の程度にも差があるため、上記

判断にあたっては、比較されることとなる権利利益のそれぞれの性質及び内容に着

目したうえで実質的かつ慎重な衡量をすることが必要である。特に個人の人格的価

値にかかわるような権利利益については、より慎重な配慮が必要となる。 

８ ただし書ウについて 

⑴ 公務員等の職務の遂行に関する情報に含まれる公務員の職、氏名及び職務遂行

の内容に関る情報は、特定の公務員を識別し得る情報として個人に関する情報に

該当するものであるが、市の説明責任の観点から、公開することとしたものであ

る。 

⑵ 「国家公務員法第２条第１項に規定する国家公務員」には、一般職のみならず

特別職も含むので、同法第２条第３項に規定する国務大臣、国会議員、裁判官等

も本号の公務員に含まれる。 

「地方公務員法第２条に規定する地方公務員」についても、一般職と特別職の

双方を含むことから、地方議会議員、審議会等の構成員の職で臨時又は非常勤の

者等も含まれる。 

⑶ 「その職務の遂行に係る情報」とは、公務員が、その組織上の地位に基づいて
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所掌する事務を遂行したことにより記録される情報をいい、その主たる構成要素

として、当該公務員の職名、氏名等の情報及び職務遂行の内容に関する情報を挙

げることができる。そして、これらの情報は、公務員個人の情報であると同時に、

公務を遂行した者を特定し、責任の所在を明確にするために公文書に表示される

情報であり、職務遂行に関する情報の構成要素として相互に密接な関連性を有し、

基本的に不可分のものである。 

したがって、公務員個人の職務の遂行に関する情報については、当該公務員の

権利利益を不当に害するおそれがある場合を除き、個人に関する情報には含めな

いものとする。 

 

９ ただし書エについて 

「個人の権利利益を不当に害するおそれがなく、公にすることが公益上必要であ

ると認められる情報」とは、個人に関する情報であっても、公にすることに公益上

の必要性があり、かつ当該個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められ

る情報をいう。 

   公益上の要請に基づき個人に関する情報を公開する場合として、本号ただし書イ

では「人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため」という場合を掲げる

が、係る場合以外にも上記の要請が強くはたらく場合が考えられることから、この

ただし書エにおいて、「個人の権利利益を不当に害するおそれがない」ことを条件と

して、その要請に応えようとするものである。 

   具体的には、公費を支出した飲食を伴う会合の参加者の役職と氏名（公務員以外）

等があげられる。 

   なお、この場合の判断においても、ただし書イの場合と同様、当該個人の権利利

益と公益上の要請との慎重な比較衡量が必要となり、恣意的な運用がなされないよ

うに配慮すべきである。 

 

10 ただし書オについて 

個人に関する情報であっても、当該個人がその情報を公にすることにつき同意し

ている場合は、これを非公開とすべき合理的理由はないため、公開できることとし

たものである。 

ただし、原則非公開の情報を例外的に公開するのであるから、同意は、当該個人

の真意に基づく明示された意思表示によらなければならない。したがって、同意の

意思表示については、書面ですることを原則とする。 
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第７条第２号 法人等に関する情報 

⑵ 法人その他の団体（国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」

という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次

に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公

にすることが必要であると認められるものを除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであっ

て、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他

の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの 

 

【趣旨】 

１ 本号は、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報の非公

開情報としての要件を定めるものである。 

２ 法人等又は事業を営む個人の事業活動の自由、競争上の地位その他の正当な利益

は、保護される必要があることから、公にすることにより、法人等又は個人の正当

な利益を害するおそれがある情報については、公益性確保の観点から公にすること

が必要であると認められる情報を除き、非公開とすることとしたものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 「事業を営む個人」とは、地方税法第72条の２第８項から第10項までに掲げる事

業を営む個人のほか、農業、林業等を営む個人をいう。 

 

２ 「当該事業に関する情報」とは、営利を目的とするか否かを問わず、事業内容、

事業所、事業用資産、事業所得等事業活動に関する一切の情報をいい、その事業活

動と直接関係のない個人に関する情報（例えば、事業を営む個人の家族構成、事業

と区別される個人の財産、所得等）は、本号に該当せず、第１号で判断するもので

ある。 

 

３ ただし書は、法人等又は個人の事業活動によって危害（公害、薬害等）が生じ、

又は生ずるおそれがある場合に、危害の未然防止、拡大防止又は再発防止を図り、

その危害から人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすること

が必要であると認められる情報は公開する旨を定めたものである。この場合、現実

に危害が発生している場合のほか、その発生の蓋然性が高い場合も含まれ、その事

業活動が違法又は不当であるか否かを問わない。 

「公にすることが必要であると認められる」情報に該当するかどうかについては、

非公開とすることにより保護される利益と公開することにより保護される利益を比

較衡量して判断することとなる。その判断の際には、比較されることとなる権利利

益のそれぞれの性質及び内容に着目したうえで、実質的かつ慎重な衡量をすること
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が必要である。 

 

４ アについて 

⑴ 「正当な利益を害するおそれがあるもの」とは、法人等又は当該個人の生産・

技術・販売上のノウハウ、運営方針、人事、労務管理等の情報で、公にすること

により法人等又は当該個人の事業活動が損なわれると認められるもの及び公にす

ることによりその社会的信用若しくは社会的価値が低下するものをいい、経済的

利益の概念でとらえられないものを含むものである。 

⑵ 法人等には、営利法人（株式会社、有限会社など）、非営利法人（公益法人、宗

教法人、学校法人など）その他の法人のほか、政治団体その他法人格のない団体

など様々な種類のものがあるので、「正当な利益を害するおそれ」の有無は、当該

法人等と行政との関係や、当該法人等の憲法上の権利（信教の自由、学問の自由

等）の保護の必要性等それぞれの法人等及び情報の性格に応じて適正に判断する

必要がある。 

 

５ イについて 

⑴ 法人等及び事業を営む個人に関する情報であって、非公開を条件として提供を

受けた、いわゆる任意提供情報の取扱いを定めたものであり、当該情報について

は、非公開の条件が付されていることを理由に、すべて非公開とするものではな

く、当該条件を付することが合理的と認められる場合に限り、非公開とすること

を明らかにしたものである。 

⑵ 「任意に提供されたもの」とは、法令等の根拠に基づかずに提供された情報を

いう。 

    なお、実施機関が法令等の定める権限に基づき、強制的に入手し得る情報では

あるが、当該権限を行使せず、行政指導等により任意の提供を受けたものについ

ては、「任意に提供された」情報には該当しないものである。 

⑶ 「通例として公にしないこととされているもの」に該当するためには、当該情

報が現に公にされていないというだけでは足りず、当該情報の性質上、一般的に

公にしないことが相当と認められる場合をいう。 

⑷ 「当時の状況等」とは、公にしないとの約束を付することの合理性の判断は、

当該情報の提供当時の諸般の事情を基本として判断するが、必要に応じてその後

の事情の変化もしんしゃくして判断するとの趣旨である。 

 

第７条第３号 公共の安全等に関する情報 

⑶ 公にすることにより、犯罪の予防、捜査、警備その他の公共の安全及び秩序の維

持に支障を及ぼすおそれがある情報 

 

【趣旨】 

本号は、公共の安全等に関する情報の非公開情報としての要件を定めるものである。

公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報は非
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公開とするとしたものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 「犯罪の予防」とは、刑事犯、行政犯を問わず、犯罪行為の発生を未然に防止す

ることをいう。例えば、犯罪を誘発するおそれのある情報を公開しないこともこれ

に含まれる。 

 

２ 「捜査」とは、刑事手続における捜査機関が、公訴の提起及び遂行のため、証拠

を発見し、収集し、保全し、又は被疑者を発見し、掌握し、必要があればその身柄

を拘束して保全する活動をいう。 

 

３ 「警備」とは、犯罪を未然に防止するための警備、行政上の義務違反の取締りと

しての警備、及び災害警備をいう。 

 

４ 「その他の公共の安全及び秩序の維持」とは、人の生命、身体、財産等の保護の

ほか、平穏な社会生活、社会の風紀その他の公共の安全と秩序を維持することをい

う。 

 

５ 「支障を及ぼすおそれがある」とは、公共の安全と秩序を維持する諸活動が阻害

され、又は適正に行われなくなる可能性がある場合をいう。 

 

６ 本号に該当する情報としては、次のような情報が考えられる。 

⑴ 犯罪の捜査等の事実等に関する情報 

⑵ 犯罪の標的となることが予想される施設の所在等に関する情報 

⑶ 犯罪の被疑者、参考人等が特定され、その結果、これらの人々の生命、身体等

に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるおそれのある

情報 

⑷ 犯罪等の情報の通報者、告発者等が特定され、その結果、これらの人々の地位

又は正常な生活が脅かされるおそれのある情報 

⑸ 特定個人の行動予定、家屋の構造等が明らかにされ、その結果これらの人々が

犯罪の被害者となるおそれのある情報 

 

第７条第４号 法令秘に属する情報 

⑷ 法令等の規定により、公にすることができないと明示されている情報 

 

【趣旨】 

  本号は、法令等の規定による非公開情報の要件について定めるものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 法令で公にすることができないと明示されている情報は、法令と条例の優先関係
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から当然に公開することができないため、本条例においても、公開できないものと

する。 

   なお、他の条例で公にすることができないと明示されている情報については、他

の条例と本条例の優先関係を一般的法理に従って判断することとなる。 

   個人情報保護条例の外部提供の禁止との関係は、個人情報保護条例が一般法で本

条例が特別法の関係になるので、個人情報保護条例の規定ではなく、本条例の規定

のみで公開・非公開を判断することとなり、本号は適用されない。 

 

２ 「公にすることができないと明示されている情報」とは、公にすることができな

いことを明確に定めている場合はもとより、法令等の趣旨、目的などからみて公開

することができないと明白に判断されるものをいい、このような情報としては次の

ようなものが考えられる。 

⑴ 明文の規定により、閲覧等が禁止されている情報 

⑵ 個別法に基づき、守秘義務が課せられている情報 

⑶ 他目的使用が禁止されている情報 

 

３ 通知・通達については、改正地方自治法において機関委任事務が廃止され、また

関与の法定主義が採られることとなったことにより、その法的拘束力が従前とは異

なることとなった。したがって、「法に基づく関与として主務大臣等から公開しては

ならない旨を法令及び処理基準により明示的に示された情報」のみが、本号に該当

するものとする。 

 

４ 個別法に基づく守秘義務を理由に、本号を適用する場合に、注意しなければなら

ない点は、守秘義務によって守られる秘密の範囲の問題である。守秘義務規定にお

ける「秘密」とは、「一般に了知されていない事実であって、それを一般的に了知せ

しめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるもの」（行政実例・昭和

30年２月18日）であることから、形式上の守秘義務規定を根拠として、一律に非公

開情報とすることはできないものである。個々の実質的な理由により判断する必要

がある。 

 

第７条第５号 審議、検討又は協議に関する情報 

⑸ 市の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、

公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは

不利益を及ぼすもの 

 

【趣旨】 

  本号は、市の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報の非

公開情報としての要件を定めるものである。 
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【解釈・運用】 

１ 情報公開制度の目的の一つは、市民の市政参加にあり、そのためにも市政の意思

形成過程における情報は、できる限り公開すべきである。しかし、検討途中の段階

の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、市の機関の内部及びその相互間

の意思決定に対して著しい支障を及ぼすと認められる場合も考えられ、これを非公

開とすることとしたものである。 

 

２ 「審議、検討又は協議に関する情報」とは、市の機関の内部又は機関相互間にお

ける審議、検討又は協議のほか、会議、打合せ、意見交換、相談等に関連して、実

施機関が作成し、又は取得した情報をいう。 

 

３ 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるもの」とは、

市の機関の内部又は相互間における審議等に関する情報のうち、それが公にされる

と外部からの圧力や干渉等を受けることなどにより、率直かつ活発な意見の交換が

阻害され、十分な議論のなされない意思決定をもたらすおそれがあるもの、又は係

る外圧等により、当該意思決定の中立性が保たれないほどに損なわれるおそれがあ

るものをいい、係る弊害が生ずるにつき、実施機関において立証可能な程度に高度

の蓋然性が認められるものをいう。 

 

４ 「不当に市民の間に混乱を生じさせるもの」とは、機関内部で審議中の事案に係

る情報等のうち、内容の正確性や確定性が未だ担保されているとはいえない未成熟

な情報であって、尚早な時期に公にされることにより、市民に無用の誤解を与え、

又は無用の混乱を招く蓋然性が高いと認められるものをいう。 

 

５ 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすもの」とは、尚早な時期

に公にされることにより、投機を助長するなどして特定の者に利益を与え、若しく

は不利益を及ぼす蓋然性が高いと認められるものをいう。 

 

６ 予想される支障が「不当」であるか否かの判断は、当該情報の性質に照らし、公

開することによる利益と非公開とすることによる利益を比較衡量してすべきである。 

   なお、本号において、人の生命、身体等を保護するために公開することがより必

要であると認められる情報が明示的に除外していないのは、「不当に」の要件の判断

に際し、種々の利益が衡量されることが予定されているからである。 

 

第７条第６号 国等との協力関係に関する情報 

⑹ 市と国、独立行政法人等又は他の地方公共団体との間における照会、検討、協議、

指示等に関する情報であって、公にすることにより、その協力関係に著しい支障を

及ぼすもの 

 

【趣旨】 
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  本号は、市と国、独立行政法人等又は他の地方公共団体（以下「国等」という。）と

の協力関係に基づく情報の非公開情報としての要件を定めるものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 市の行政は、国等との協力関係のもとで、総合的に推進されるものが多くあり、

こうした事務に係る情報が記録されている公文書を、実施機関が一方的に公開する

ことは、これら国等との間における当面又は将来にわたる継続的で包括的な協力関

係を損なうおそれがあり、ひいては市政の円滑な運用に支障を来すことも考えられ

る。このことから、当該情報を非公開情報とするものである。 

 

２ 「市」とは、市のすべての機関をいい、市の執行機関及び議会並びにこれらの補

助機関のほか、執行機関の付属機関及びこれに類する機関を含む。 

 

３ 「照会、検討、協議、指示」とは、市の事務に関して行う国等への照会、国等と

の検討及び協議、又は国等からの市への照会、指示等、その他表現形式のいかんに

関わらず、国等と市が協力関係をもって行う事務のすべてをいう。 

 

４ 「協力関係に著しい支障を及ぼすもの」とは、次のような情報をいう。 

⑴ 国等が実施する調査等に関する情報であって、国等から公表してはならない旨

の指示があるもの又は国等において統一的に公表する必要があるもの 

⑵ 国等の事務事業に関して、市に協議が求められている情報であって、国等にお

いても公表していないもの 

⑶ 市が国等に依頼し、提供を受けた情報又は市の事務事業に関する国等との協議

に係る情報であって、公開することにより、国等との協力関係に支障を及ぼすと

認められるもの 

⑷ その他公開することにより、国等との協力関係に著しい支障を及ぼすと認めら

れるもの 

 

５ 協力関係又は信頼関係に著しい支障を及ぼすかどうかの判断は、客観的に行わな

ければならないことから、必要に応じて国等の意見を聴取したうえで、公にするこ

とによる支障と公開することとの公益性を比較衡量して判断しなければならない。 
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第７条第７号 事務事業の執行に関する情報 

⑺ 市が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又

は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる次に掲げられるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、

又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認め

られるもの 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての

地位を不当に害すると認められるもの 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認

められるもの 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認め

られるもの 

オ 市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると

認められるもの 

カ その他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認

められるもの 

 

【趣旨】 

  本号は、市が行う事務又は事業に関する情報の非公開情報としての要件を定めるも

のである。公にすることにより、市が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがある情報は、非公開とすることとしたものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 「事務又は事業に関する情報」とは、当該事務又は事業に直接関わる情報だけで

なく、当該事務又は事業の実施に影響を与える関連情報を含むものである。 

 

２ 「適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの」とは、係る支障を生ずる

蓋然性が、法的保護に値する程度に高い場合をいう。 

 

３ 当該事務事業の実施後であっても、監査、検査、取締り又は試験に係る事務等の

ように同種のものが反復されるような性質の事務又は事業にあっては、ある個別の

事務又は事業に関する情報を公開すると、将来の同種の事務又は事業の適正な遂行

に支障が生ずるものは、本号に該当するものである。 

 

４ 事務事業の遂行に著しい支障を及ぼすかどうかは、個別具体的に客観的な要素で

判断するものであって、本号に例示した事務事業であることをもって、安易に非公

開とすることのないよう運用しなければならない。公開することによる支障の程度

と公開することによる公益性との比較衡量を客観的に行う必要がある。 



- 27 - 

 

第８条 公文書の一部公開 

第８条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場

合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公

開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、

当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この

限りでない。 

２ 公開請求に係る公文書に前条第１号の情報（特定の個人を識別することができる

ものに限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日そ

の他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことによ

り、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当

該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適

用する。 

３ 実施機関は、前２項の規定により公文書を公開するときは、その除いた部分の程

度を明示しなければならない。ただし、当該除いた部分の程度を明示することによ

り、非公開情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限り

でない。 

 

【趣旨】 

１ 本条第１項は、公文書の一部に非公開情報が記録されている場合における実施機

関の一部公開の義務及びその要件を明らかにするものである。 

 

２ 本条第２項は、公開請求に係る公文書の全部又は一部に個人識別情報（非公開情

報）が記録されている場合に、個人識別性のある部分とそれ以外の部分を区分して

取り扱うべき場合及びその場合における非公開とする範囲について定めるものであ

る。 

 

３ 本条第３項は、前２項の規定により公文書の一部公開をする際に、原則としてそ

の除いた部分の程度を明示すべき義務を実施機関に課すものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

⑴ 一部公開を行わなければならないのは、「非公開情報に係る部分を容易に区別し

て除くことができる」場合であり、公文書のどの部分に非公開情報が記録されて

いるかという記載部分の区分けが困難な場合や、区分けは容易であるがその部分

の分離が技術的に困難な場合（電磁的記録の場合等）には一部公開の義務がなく、

公開しない旨の決定を行うこととなる。 

    なお、公文書の量が多いため時間・労力を要することは、区分・分離の容易性

とは関係がない。 

⑵ 「当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるとき」

とは、残りの部分に記載されている内容が線や表等の情報だけとなる情報、無意
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味な文字・数字等の羅列となる場合等をいう。このような場合は、公開をしない

旨の決定を行うこととなるが、当該決定に際しては、「非公開情報の記載部分を除

くと、○○のような状態になるので、有意の情報が含まれなくなると認められる」

などの理由を明らかにする必要がある。 

 

２ 第２項関係 

⑴ 非公開情報と非公開情報に該当しないものが混在している通常の一部公開（本

条第１項）の場合と、全体として非公開情報に該当するが、個人識別性のある部

分を除くことにより公開しても支障がなくなる場合とは、性質を異にするので、

後者について、本項を設け、別に定めることとしたものである。 

⑵ 「同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する」とは、個

人識別性のある部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるお

それがないと認められる場合は、個人識別性のある部分を除いた部分は、第７条

第１号の個人情報には含まれないものとみなして公開しなければならないとする

趣旨である。 

⑶ 個人識別性のある部分を除いて公開しても、例えば、未発表の論文等、個人の

権利利益を害するおそれのあるものは、本項の一部公開の対象とはならない。 

 

３ 第３項関係 

⑴ 一部公開決定は、一部非公開決定でもあることから、非公開決定の部分につい

ては、理由提示の義務が生ずるとともに、当該非公開部分の範囲を明示すべきこ

ととなるが（本条例第11条第１項）、本項はそのうち非公開に係る部分の程度（分

量）を明示すべき義務を注意的に規定するとともに、ただし書の場合には例外的

に明示しない旨を定めるものである。 

⑵ 程度の明示方法は、数量（字数、行数、ページ数等）を明示する方法のほか、

非公開部分を黒塗りなどして、非公開部分の程度を明らかにする方法などによる。 

⑶ 「程度を明示することにより、非公開情報を除くことにより保護される権利利

益が害されるとき」とは、当該非公開部分の程度を明示すること自体が、非公開

情報を除くことによって保護される権利利益を害すると認められる場合をいう。

例えば、個人名を非公開とした場合において、その非公開の字数を明示すること

により、個人が特定できてしまう場合等をいう。 

 

 

第９条 公益上の理由による裁量的公開 

第９条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報（第７条第４号に規定する

ものを除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めると

きは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。 

 

【趣旨】 

  本条は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されていても、例外的に、実施
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機関の裁量で公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる場合について定

めるものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 「公益上特に必要があると認めるとき」とは、公開請求に係る公文書に記録され

ている情報を非公開にすることにより保護される利益を前提としてもなお、当該案

件については、公益を図るため特に公開する必要があると認めるときという意味で

ある。 

 

２ 第７条第４号に規定する情報を本条の裁量的公開の対象から除いているのは、法

令等により公開を禁止されている情報を実施機関の裁量で公開することはできない

という当然の理を確認するために規定したものである。 

   なお、明示規定はないが、第７条第５号、第６号及び第７号に該当する非公開情

報については、その適用について、公開することによる公益性と、非公開とするこ

とによる利益との比較衡量をすることとなっているので、本条を適用する必要はな

く、もっぱら、第１号、第２号及び第３号に該当する非公開情報についてのみ、本

条を適用することとなる。 

 

３ 本条を適用して、非公開情報を公開しようとする場合において、当該非公開情報

中に第三者の情報があるときは、公開決定に先立ち、第13条第２項第２号の規定に

基づき、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 

 

４ 本条は、実施機関の無制限の裁量性を保証するものではない。「さしたる公益性が

ないにも関わらず、非公開情報を公開する」ことはもちろん、反対に、「非公開情報

を公開することについて、相当の公益性があり、それが非公開にすることにより保

護される利益を明らかに上回るにも関わらず、本条を用いず、非公開決定をする」

ことも、裁量権を逸脱しているといえる。 

   後者の場合においても、公開請求者は、実施機関に対して審査請求ができるもの

とし、審査会も、本条の適用の可否を判断できるものとする。 

 

 

第１０条 公文書の存否に関する情報 

第１０条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答え

るだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存

否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。 

２ 実施機関は、前項の規定の適用に当たっては、同項の規定に該当するか否かを適

正かつ客観的に判断しなければならない。 

 

【趣旨】 

  公開請求に対しては、当該公開請求に係る公文書の存否を明らかにし、公開又は非
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公開を決定すべきであるが、本条はその例外として、公文書の存否を明らかにしない

で公開請求を拒否することができる場合について定めるものである。また、第２項に

おいては、本条が例外的措置であり、濫用のおそれも大きいことから、適正な運用を

なすべき責務を実施機関に課すものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

「公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだ

けで、非公開情報を公開することとなる」とは、公開請求に対し、「当該公文書は存

在するが非公開とする」又は「当該公文書は存在しない」と回答するだけで、本来

的に非公開情報として保護すべき利益が害されることとなる場合をいい、具体的に

は、次のような場合をいう。 

⑴ 特定の個人の病歴に関する情報の公開請求や特定分野に限定して試験問題の出

題予定に関する公文書の公開請求等の検索的な公開請求がなされた場合 

⑵ 取締りの実施に関する情報を毎月請求する等の継続的な請求によって、取締り

の時期が類推されてしまう場合 

 

２ 第２項関係 

   公開請求を拒否するときは、公開請求に係る公文書の存否を明らかにしたうえで

拒否するのが原則であり、本条はその例外的措置を定めたものであるので、その適

用に当たっては、厳格に解釈し、濫用されるようなことのないようにしなければな

らず、本項は係る実施機関の責務を定めるものである。 

 

 

第１１条 公開請求に対する措置 

第１１条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、そ

の旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨（一部を公開するときは、公開しない

部分及びその理由を含む。）並びに公開を実施する日時及び場所を書面により通知し

なければならない。 

２ 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき（前条第１項の規定

により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないとき

を含む。）は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び理由を書面

により通知しなければならない。 

３ 前２項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載

自体から理解され得るものでなければならない。 

４ 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるとき

は、その時期を明らかにしなければならない。 

 

【趣旨】 

  本条は、公開請求に対する実施機関の応答義務及び応答の形態を明らかにするもの
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である。 

 

【解釈・運用】 

１ 「公開請求に係る公文書を保有していないとき」（第２項）とは、公文書が不存在

の場合も公開しない旨の決定を行うことを条例上明確にしたものである。 

 

２ 公開請求書に形式上の不備がある場合など、公開請求が不適法であることを理由

として公文書の公開をしないときも、第２項の決定に含まれる。 

 

３ 公開しない旨の決定を行うときには、米子市行政手続条例第８条の趣旨にのっと

り、理由の提示を行う必要があることから、公文書の存否を明らかにしない場合や

文書不存在の場合も、次のようにその理由を明らかにしなければならない。 

⑴ 存否応答拒否の場合 

「文書の存否を答えるだけで、個人の正当な利益を害することとなるので、当

該文書は存在するともしないとも答えられない。仮に存在するとしても、情報公

開条例第７条第１号に該当し非公開とされる情報である。」など。 

⑵ 文書不存在の場合 

「当該文書は～（文書の性質、不存在の事情等）のため、実施機関では作成及

び取得しておらず、存在しない。」、「当該文書は存在したが、保存年限を満了した

ため○年○月に廃棄済みであり、現在は存在しない。」など。 

 

４ 公開請求が不適法であることを理由とする非公開決定、公文書の存否を明らかに

しないで公開請求を拒否する決定、文書不存在の決定は、いずれも処分性を有する

ので、公開請求者は、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づき争うことが可能で

ある。 

 

５ 第３項は、非公開決定に係る通知書に記載する理由について、請求者の利益保護

（いかなる点で公開できないのかを、はっきりした根拠を知ることによって納得す

るという意味で、あるいはそれにとどまらず、審査請求の際の争点を見極めるとい

う意味で）の見地から、その明確性を要求するものである。 

 

６ 第４項は、上記非公開決定等の理由につき、将来これが消滅することが明らかで

あり、その時期についてあらかじめ明示し得るときは、その時期を明らかにするこ

とで、もって請求者のニーズにできる限り応えようとする規定であり、公文書を原

則公開とする本条例の趣旨を生かそうというものである。なお、期日の明示は、公

文書を公開できるようになる期日を教示するものであり、当該公文書を当該期日に

公開する決定ではない。したがって請求者は、当該期日の経過後、改めて公文書の

公開を請求しなければならない。 
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第１２条 公開決定等の期限 

第１２条 前条第１項又は第２項の決定（以下「公開決定等」という。）は、当該公開

請求があった日から１５日以内にしなければならない。ただし、第６条第２項の規

定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入

しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。この場

合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、当該延長後の期間及び延

長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求のあった日から４５日

以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が

生ずると認められる場合には、前２項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求

に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文

書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施

機関は、第１項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面に

より通知しなければならない。 

⑴ この項の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの公文書について公開決定等をする期限 

 

【趣旨】 

  本条は、公開決定等を行うべき期限及び延長可能な期限を定めるものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 「公開請求があった日」（第１項）とは、公開請求書が当該請求を取り扱うことと

されている窓口に到達し、実施機関が了知可能な状態になった日をいう。 

 

２ 公開請求があった日の翌日から起算して15日目に当たる日が市の休日に当たると

きは、その直後の市の休日でない日が満了日となる。 

 

３ 「補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しな

い」（第１項）とあるが、公開請求書に形式上の不備があっても、補正を求めないと

きは、原則どおり、公開請求があった日の翌日から起算して15日以内に公開決定等

を行わなければならない。 

 

４ 「その他正当な理由」（第２項）とは、実施機関が誠実に努力しても、15日以内に

公開を行うかどうかの決定をすることができないと認められる事情をいい、次のよ

うな場合をいう。 

⑴ 第三者に関する情報が記録されているため、その第三者の意見を聴取するのに

相当の日数を必要とする場合 

⑵ 複数の実施機関等に関係する情報が記録されているため、その実施機関等の意
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見を聴取するのに相当の日数を必要とする場合 

⑶ 公開請求のあった公文書の種類又は量が多いため、公開決定等に相当の日数を

必要とする場合 

⑷ 年末年始など、実施機関の休日がその期限内に多く含まれている場合 

⑸ 天災等が発生した場合、突発的に業務が増大した場合、緊急を要する業務を処

理する場合その他正当な理由のある場合 

 

５ 延長期限を30日までとし、公開決定等を行うべき期間を公開請求があった日の翌

日から起算して45日までを期限としたのは、第三者に対する意見提出書の機会を付

与する場合にあたっての、当該第三者手続に必要な期間に配慮したものである。し

たがって、第三者手続が不要な場合には、公開決定等の期限が原則として15日以内

とされていることを勘案して、延長したときでも、可能な限り早期に公開決定等を

行うように努めるものとする。 

 

６ 第３項は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日

の翌日から45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより、事務の遂

行に著しい支障が生ずると認められる場合における公開決定等の特例を定めたもの

である。 

⑴ 「公開請求に係る公文書が著しく大量である」とは、公開請求を処理する部署

において、公開決定等に関する事務を45日以内に処理しようとすると、当該部署

の通常事務の遂行に著しい支障が生ずるほどの量をいう。 

⑵ 「事務の遂行に著しい支障が生ずる」とは、通常生ずる支障の程度を超えた、

業務上看過し得ないほどの支障をいう。 

⑶ 「相当の部分」とは、本項が、公開請求に係る公文書について、公開決定等を

分割して行うことを認めた趣旨に照らし、実施機関が45日以内に努力して処理す

ることができる部分であって、公開請求者の要求をある程度満たすまとまりのあ

る部分をいう。 

⑷ 「相当の期間」とは、残りの公文書について、実施機関が処理するために必要

な合理的期間をいう。 

⑸ 「この項の規定を適用する旨及びその理由」には、公開請求に係る公文書が著

しく大量であること、公開請求があった日の翌日から45日以内にそのすべてにつ

いて公開決定等をすることが、通常の行政事務の遂行に著しい支障を及ぼすこと

を具体的に記載するものとする。 
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第１３条 第三者に対する意見書提出の機会の付与等 

第１３条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び公開請求者

以外の者（以下この条、第１７条第２項及び第１８条において「第三者」という。）

に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、

当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める

事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１１条第１項の決定（以下

「公開決定」という。）に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示

その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えな

ければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

⑴ 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、

当該情報が第７条第１号イ又は同条第２号ただし書に規定する情報に該当すると

認められるとき。 

⑵ 第三者に関する情報が記録されている公文書を第９条の規定により公開しよう

とするとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公

文書の公開に反対の意思を表示した意見書（以下この条及び第１７条において「反対

意見書」という。）を提出した場合において、公開決定をするときは、当該公開決定

の日と公開を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期間を短縮することができる。 

⑴ 当該情報を速やかに公開しなければならない公益上の必要があるとき。 

⑵ 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。 

４ 前項の場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した者に

対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しな

ければならない。 

 

【趣旨】 

  本条は、公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合におけ

る当該第三者に対する意見書提出の機会の付与及び第三者による争訟の機会の確保に

ついて定めるものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 任意的意見聴取（第１項） 

   第１項に規定する意見書提出の機会の付与は、公開請求のあった公文書に第三者

に関する情報が記録されている場合に、当該第三者に意見書の提出を求め、その結

果を決定の際の参考とすることにより、当該公文書の公開・非公開の判断の適正を

期することを目的とするものであり、実施機関に対して、係る意見書の提出を求め

ることを義務付けるものではなく、また、実施機関の決定が第三者の意見に拘束さ

れるものでもない。 
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２ 必要的意見聴取（第２項） 

   第三者に関する情報を公益上の理由により公開する場合においては、第三者に不

利益を与える場合であっても、公開することの公益と比較衡量して公開するか否か

判断することとなるので、米子市行政手続条例第13条第１項の趣旨に則り、自らの

権利利益を害されることになる当該第三者に意見書の提出の機会を与えることとし

たものである。 

   なお、実施機関の決定が第三者の意見に拘束されるものでないことは、第1項の場

合と同様である。 

 

３ 「当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない」（第２項）との例外規

定は、同項が意見書提出の機会を義務付けており、実施機関が合理的な努力を行っ

たにもかかわらず、当該第三者の所在を探知できない場合に、手続が進まなくなる

ことを避けるためのものである。 

   なお、第三者の所在が判明しない場合に公示送達を義務付けなかったのは、公示

送達を行うこと自体が当該個人を識別されるおそれがあることに配慮したものであ

る。 

 

４ 第３項を適用する場合を、「前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた

第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合」とした

のは、第三者が公開に反対の意思を表示しないときは、当該第三者に対して事前の

争訟の機会を確保する必要はないためである。 

 

５ 「公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければな

らない」（第３項）との規定は、公開請求者の公開を受ける権利と第三者の争訟の機

会の確保とを調整し、公開の実施までの期間を明確にしたものである。 

   なお、実施機関の公開の決定に不服がある場合、行政不服審査法においては、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をすることが

できることとされており、また、行政事件訴訟法においては、処分又は裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に取消訴訟を提起することができ

ることとされているにもかかわらず、公開決定から公開の実施までの期間を最短で

２週間としたのは、公開請求者の迅速に公開を受けるという期待をも考慮したこと

によるものである。 

 

６ 第３項ただし書では、第三者の争訟の機会確保に十分な期間という要請をも上回

るほどの緊急の公益上の要請がある場合（第１号）及び当該第三者の権利利益を害

さないことが明らかであるとき（第２号）には、２週間との期間を短縮できるとし

た。もっとも、これらの事由に当たるかの判断についても、前者については、速や

かに公開しなければ回復し難いほどの損害が生じるおそれがあるといえる程度の緊

急性・公益性をもつか、また後者については、反対意見書を提出しているにもかか

わらず、この者の権利利益を害さないということが社会通念上明白であるといえる
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か等の観点から、それぞれ厳格に検討されるべきである。 

なぜなら、当該第三者にしてみれば、情報がいったん公にされてしまえば、もは

や事後的にこれを取り消す意味はなくなり、事後的な損害賠償等の救済手段をもっ

てしても、公開されてしまったという事実そのものは取り返しがつかないからであ

る。 

   このような意味において、本項ただし書は厳格な運用がなされるべきである。 

   第１号の具体例としては、人の生命に関わる等の高度の緊急性を要する場合がこ

れに当たり、第２号の具体例としては、すでに公開した公文書に対して再度公開請

求がなされた場合などがこれに当たる。 

 

７ 第４項は、公開決定を当該第三者に直ちに通知することにより、第三者の争訟の

機会を保障するための規定である。 

   「直ちに」という文言は、「即時に」、「間をおかずに」という意味であり、遅滞は

許されない。公開決定の通知が遅滞すれば、争訟の機会を実質的に失わせるおそれ

があるためである。 

 

 

第１４条 公開の実施 

第１４条 実施機関は、公開決定をしたときは、前条第３項に規定する場合を除き、

公開請求者に対し、速やかに、公文書を公開しなければならない。 

２ 公文書の公開は、別表第１の左欄に掲げる公文書の種別に応じ、同表の右欄に定

める方法（実施機関が保有する機器又は電子計算システム（電子計算機等により、

定められた一連の処理手順に従って自動的にデータを処理するシステムをいう。）

により実施することができる方法に限る。）により行うものとする。 

３ 実施機関は、前項の規定により閲覧、聴取又は視聴の方法により公文書を公開す

る場合において、当該公文書に公開しない部分があるとき、当該公文書の保存に支

障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文

書の写しにより、これを行うことができる。 

４ 公文書の公開を写しの交付の方法により行う場合における当該交付する部数は、

当該公開請求１件につき１部とする。 

 

【趣旨】 

  本条は、公文書の公開の方法を定めるものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

公開決定をした場合は、公開請求者に対し速やかに当該公文書を公開すべきとす

る原則を定めるものであり、その例外として、前条第３項により、公開の実施に至

るまでの間に少なくとも２週間を置く場合につき確認的に定めるものである。 
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２ 第２項関係 

公文書の公開は、公開請求者の要望に応じ、公文書の種別ごとに定めた方法（別

表第１）により行うこととしたものである。なお、実施機関が保有する機器又は電

子計算システムにより実施することができない方法による公開を実施することは、

実施機関にとって過度の負担となり合理的でないと考えられることから、これを要

しないこととしている。 

 

３ 第３項関係 

⑴ 「当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき」とは、原本が

貴重であったり、傷みが激しい等の理由により、そのまま閲覧等に供したのでは

当該公文書の汚れや破損のおそれがある等、保存に支障を来す場合をいう。 

⑵ 「その他合理的な理由があるとき」とは、次のような場合をいう。 

ア 原本を使用する必要があり、閲覧等に供すると事務事業の遂行に支障がある

場合 

イ 第８条の規定により一部公開を行う場合 

 

 ４ 第４項関係 

実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に非公開情報が記

録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならならず（第７条）、公開

請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合であっても、非公開情

報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いて公開し

なければならない（第８条）。公文書の写しを交付する場合、１部を交付すれば、こ

の実施機関の公開義務を果たすに足りることから、公文書の写しの交付の方法によ

り公文書の公開を行う場合の当該交付部数を、公開請求１件につき１部とすること

としたものである。 
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第１５条 手数料等 

第１５条 前条第２項の規定により閲覧、聴取又は視聴の方法により行う公文書の公開

に係る手数料は、無料とする。 

２ 前条第２項の規定により写しの交付の方法により公文書の公開を行う場合には、別

表第２の左欄に掲げる公文書の種別及び同表の中欄に掲げる写しの交付の方法の区

分に応じ、同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、公開請求者が次に掲げる者以外の者であるときは、前

項に定めるもののほか、公開請求者が次に掲げる者以外の者であるときは、公文書の

公開１件につき３５０円の手数料を徴収する。 

⑴ 市内に住所を有する者 

⑵ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人等 

⑶ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

⑷ 市内に存する学校に在学する者 

⑸ 市が行う事務又は事業に利害関係を有する者（当該利害関係を有する事務又は事

業に関する公開請求の場合に限る。） 

４ 公開請求者が公文書の写しの送付を求めた場合における当該公文書の写しの送付

に要する費用は、公開請求者の負担とする。 

５ 第２項及び第３項の手数料並びに前項の費用（次項において「手数料等」という。）

は、公文書の公開を受ける前に納付しなければならない。 

６ 既に納付した手数料等は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事情があると

認める場合は、この限りでない。 

 

【趣旨】 

  本条は、公文書の公開に係る手数料及び公文書の写しの送付に要する費用の負担に

ついて定めるものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

この条例第１条の目的を全うするため、公文書の公開を閲覧、聴取又は視聴の方

法により行うことは、その最も基本的な手段であり当然の事務であることから、こ

れらの方法により行われる公文書の公開に係る手数料を無料としたものである。 

 

２ 第２項関係 

公文書の公開の実施には相当の労力と費用を要する。特に、公文書の公開を写し

の交付の方法により行う場合、第１項の閲覧、聴取又は視聴の方法に比べ、用紙代

等の消耗品費、備品等の減価償却費のほか、写しを作成する人件費が余分にかかる

こととなることから、受益者負担の考え方のもと、公開請求者に相応の費用負担を

求めることには合理的な理由があると考えられる。本項は、公文書の写しの交付の

方法により公文書の公開を行う場合、公文書の種別及び写しの交付の方法の区分ご

とに定めた額の手数料（別表第２）を徴収することしたものである。 
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３ 第３項関係 

⑴ 本条例に定める公文書の公開請求権は、第５条にあるとおり「何人も」これを

享有するものであるが、「何人」にも公開請求権を与える以上、一方では、公開請

求に係る事務の煩雑化や諸経費の問題等も予想されるところである。かかる点に

かんがみるとき、本市の行政運営について密接な関係にある一定の者以外のもの

から手数料を徴収することには合理的な理由があると考えられることから、本項

に列挙する者以外の者から公文書の公開１件につき３５０円の手数料を徴収する

こととしたものである。 

⑵ 「公文書の公開１件」とは、原則、公開請求書１枚を１件とするが、内容が異

なるものを１枚の公開請求書に記載してある場合は、件数は複数となる。具体的

には、米子市情報公開条例施行規則（平成17年米子市規則第16号）第６条を参照

する。 

 

４ 第４項関係 

 「公文書の写しの送付に要する費用」とは、郵送料を指す。本項は、受益者負担

の考え方から、実費として郵送料を徴収することとしたものである。 

 

５ 第５項関係 

公文書の公開を実施したにも関わらず、公文書の写しの交付に係る手数料及び送

付に要する費用の納付がなされなければ、実施機関には督促を行うなどの事務が発

生することとなる。本項は、これを回避するため、公文書の写しの交付に係る手数

料及び送付に要する費用については、公文書の公開を受ける前に納付しなければな

らないこととしたものである。 

 

５ 第６項関係 

⑴ 公文書の写しの交付に係る手数料及び送付に要する費用は、第５項の規定によ

り公文書の公開を受ける前に納付しなければならないこととしていることを受け、

これらの手数料等について、原則として納付された後は還付しないこととしたも

のである。 

⑵ 「市長がやむを得ない事情があると認める場合」とは、公開請求者が、手数料

等の納付後に、公開請求者の責任に帰することのできない事情により公開を受け

ることができなくなった場合などをいう。たとえば、手数料等を納付した公開請

求者が、公文書の写しの交付を受ける前に死亡し、実施機関が公文書の写しの交

付を実施することができなくなった場合などが該当する。 
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第１６条 他の法令等による制度との調整 

第１６条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が

第１４条第２項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合（公

開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項の規

定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わないも

のとする。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定め

があるときは、この限りでない。 

２ 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第１４条

第２項の規定による閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

 

【趣旨】 

  本条は、法令等において何人に対しても一定の公文書を公開する規定（一定の場合

には公開しない旨の定めがないものに限る。）があり、その公開の方法がこの条例の公

開の方法と同一である場合には、この条例に基づく公開を重ねて認める必要がないこ

とから、当該同一の方法による公開の限度で、この条例による公開を行わないことと

するものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 本条の調整の対象となる規定は、「何人にも」公開すべき旨の規定に限るものであ

る。本人、利害関係者等、特定の者に対して公開すべき旨の規定については、本条

例と当該法令等の規定が並列的に適用される。 

 

２ 本条の調整の対象となるのは、法令等の規定によるものだけであって、条例の委

任を受けない規則や訓令、要綱による公開制度は対象としない。この場合には、本

条例と当該制度が並列的に適用され、利用者はどちらを選択してもよい。 

 

３ 法令等の規定の中には、公開の期間が定められているものがあるが、この場合に

は、当該期間内に限り、本条の調整措置の対象とするものである。なお、当該期間

の前後については、本条例によることとなる。 

 

４ 本条例では、法令等の規定に定める公開の方法が、第14条第２項に規定する公開

の方法のいずれかと同一の方法である場合に限って、当該同一の方法による公開を

しないものとする。したがって、法令等に閲覧のみが規定されている場合には、閲

覧による公開については当該法令等によることとなり、写しの交付のようにその他

の方法による公開については本条例によることとなる。 

 

５ 「一定の場合には公開をしない旨の定めがあるとき」とは、法令等の規定におい

て、例えば「……おそれがあるときは、閲覧を拒むことができる」「……がなければ、

これを拒むことができない」とされている場合等であり、このように一定の場合に

公開をしない旨の定めがあるときは、本条の調整の対象とはならないものである。 
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６ 第２項については、「縦覧」は、第14条第２項に公開の方法として規定されていな

いが、個々の人に公文書の内容が明らかに分かるように示し、見せるものであり、

閲覧と同視される公開の形態であることから、法令等の規定に定める公開の方法が

縦覧であるときは、本条例の閲覧とみなして、本条例による公開はしないこととし

たものである。 
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第３章 審査請求 

 

第１６条の２ 審理員の指名に関する行政不服審査法の規定の適用除外 
 

第１６条の２ 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求について

は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２章第３節に規定する審理

手続を行う者の指名は行わない。 
 

 

【趣旨】 

  本条は、公開決定等又は公開請求に係る不作為に対する審査請求について、行政不

服審査法第２章第３節に規定する審理手続を行う者、すなわち審理員を指名せず審理

手続を行うことを定めるものである。 

 

【解釈・運用】 

行政不服審査法第９条第１項本文及び第２項の規定により、審査請求をされた行政

庁は、当該行政庁に所属する職員のうち審査請求に係る処分又は不作為に関与しない

者の中から、同法第２章第３節に規定する審理手続を行う者、すなわち審理員を指名

することとされている。審理員が審査請求に係る審理手続を主宰することにより、審

理手続における公正性の向上が図られることとなる。 

しかし、行政不服審査法第９条第１項ただし書において、「条例に基づく処分につい

て条例に特別の定めがある場合」は審理員の指名を要しないこととされている。たと

えば、地方公共団体が定める情報公開条例や個人情報保護条例に基づく公開（開示）

決定等に係る審査請求については、条例に定めることにより審理員を指名せず審理手

続を行うことが可能となる。 

本条例に基づく公開決定等又は公開請求に係る不作為に対する審査請求については、

第１７条第１項により、審査請求を受けた実施機関は原則として米子市情報公開・個

人情報保護審査会に諮問することとされている。審査会は、諮問した実施機関から非

公開とされた公文書の提示を受けて審議する（インカメラ審査）などの強力な調査権

限を有し（米子市情報公開・個人情報保護審査会条例第８条）、審査請求に係る実質的

な審理を行うこととなる。そのため、審理員を指名せず審理手続を行ったとしても、

実施機関における審理の公正性が保たれていると考えられることから、本条において

行政不服審査法第９条第１項本文の規定を適用せず、審理員の指名を行わないことと

するものである。 
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第１７条 審査会への諮問 
 

第１７条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったとき

は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、米子市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければな

らない。 

⑴ 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公

開することとするとき（当該公文書の公開について反対意見書が提出されて

いるときを除く。）。 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした

旨を書面により通知しなければならない。 

⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人

をいう。以下この項及び次条第２号において同じ。） 

⑵ 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

⑶ 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者

（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 
 

 

【趣旨】 

  本条は、公開決定等又は公開請求に係る不作為に対する審査請求があったときは、

原則として審査会に諮問すべきこと、及び諮問した場合の関係者への通知をすべきこ

とについて定めるものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

⑴ 「審査請求があったとき」とは、一部公開又は非公開の決定があった場合にお

いて公開請求者が審査請求を行ったとき、公文書が公開されることによりその権

利利益が害されることとなる第三者が審査請求を行ったときのほか、第12条に定

める公開決定等の期限までに公開決定等がされない場合（不作為）において公開

請求者が審査請求を行ったときをいう。 

  なお、公開決定があった場合には、通常、公開請求者が審査請求を行うことは

考えにくいが、例外として審査請求を行うこともあるので、この場合も当該規定

の「審査請求があったとき」に該当する。 

⑵ 「審査請求が不適法であり、却下するとき」（第１号）とは、審査請求が、審査

請求期間（公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内）

経過後になされたときや、審査請求をすることができない者からなされたときな

ど、要件不備により却下するときをいう。 

⑶ 第２号は、裁決により審査請求の全部を認容し、非公開決定や一部公開決定を

取り消し又は変更して当該公文書の全部を公開する決定を行うときは、公開請求

者が審査請求人の場合、当該審査請求人にとっては審査会に諮問して審査を仰ぐ
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までもなく満足する結果が得られることになるから、原則として諮問を不要とす

るものである。ただし、当該公開決定等について反対意見書が出されている場合

には、当該公文書の全部を公開することは、当該反対意見書を提出した者の利益

を害することになるので、諮問を要するとしたものである。 

 

２ 第２項関係 

⑴ 「参加人」とは、行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人、すなわち実

施機関の公開決定等につき利害関係を有する者であって、審査請求に参加する者

をいう。 

⑵ 通知すべき相手方の範囲は、審査請求に既に関与している審査請求人及び参加

人のほか、参加人となり得ることが明らかな利害関係者（公開請求者及び反対意

見書を提出している第三者）である。 

⑶ 本項の通知を実施機関に行わせることとしているのは、審査請求人等にとって

は、意見書提出等準備の都合上、できる限り早い段階で通知されることが望まし

く、また、審査会にとっても、その方が速やかに調査審議を進められることによ

るものである。 

 

 

第１８条 第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続 
 

第１８条 第１３条第３項及び第４項の規定は、次の各号のいずれかに該当する

裁決をする場合について準用する。 

⑴ 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

⑵ 審査請求に係る公開決定等（公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の

決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決（第

三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限

る。） 
 

 

【趣旨】 

本条は、第三者に関する情報が記録されている公文書の公開決定等に対する審査請

求について、第三者からの審査請求を却下若しくは棄却する場合、又は非公開決定に

係る公文書を公開する場合に、当該第三者が取消訴訟を提起する機会を保障しようと

するものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 公開決定の取消しを求めて第三者が審査請求をした場合、公開決定の執行停止が

申し立てられ、当該審査請求に係る裁決がなされるまで、執行停止が認められるの

が通常であると考えられるが、審査請求が却下又は棄却されて直ちに公開されてし

まえば、公開決定に対する取消訴訟を提起する機会を失ってしまうことになる。し

たがって、裁決の日と公開の実施日との間に相当の期間を置く必要がある。 
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   同様に、非公開決定が請求者によって争われた結果、決定を変更し公文書を公開

する旨の裁決がなされた場合においても、第三者に対して、公開の実施前に、係る

裁決を争う機会を保障する必要があり、そのために、このような場合と趣旨を同じ

くする第13条第３項及び第４項を準用しているものである。 

   したがって、これらの場合については、審査請求に対する裁決の日と公開の実施

日との間に２週間以上置くべきこととなる。 

 

２ 上記の場合を、「第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示して

いる場合」に限定しているのは、審査請求に参加して、公開に反対の意見を出さな

かった者に対しても出訴の便宜を図ってまで、公開の実施を遅らせることの合理的

根拠はないからである。 
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第４章 補則 

 

第１９条 情報提供施策の充実 

第１９条 実施機関は、市民が市政に関する正確で分かりやすい情報を容易に利用す

ることができるよう、第２章の規定による公文書の公開のほか、情報の提供に関す

る施策の充実に努めるものとする。 

 

【趣旨】 

  本条は、この条例による公文書の公開のほか、市民の求める情報について積極的に

提供を行い、総合的な情報公開に努めることを定めたものである。 

 

【解釈・運用】 

  情報提供施策は、市が市民にとって有用と認めた情報を、市民に対して自主的に提

供するものであり、市民が市政に関する情報を、分かりやすく、容易に得られるよう

にするものである。したがって、市政に関する情報提供を積極的に推進することで、

情報公開制度と相互に補完しあい、総合的な情報公開の実現に努めるものである。 

  また、従来の情報提供の手法である広報等の資料提供に加えて、情報通信技術の進

展に対応した多様な媒体による情報提供についても、今後の重要な整備課題としてこ

れに努めるものとする。 

  具体的には、以下の施策を今後進めていくこととする。 

⑴ 市政上の重要な情報については、公表あるいは公開コーナー等に資料として提示

するなど、公文書の公開請求をしなくても見ることができるように努める。 

⑵ 同一の公文書につき複数回公開請求を受けてその都度公開した場合等も、同様に

公表等に努める。 

 

 

第２０条 検索資料の作成等 

第２０条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するも

のとする。 

 

【趣旨】 

  本条は、公開請求者が情報を検索するために必要な資料の作成に関し、実施機関の

責務を定めたものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 本条は、実施機関が管理する情報を市民に対して明示し、また、公開請求に当た

っての情報の特定に資するため、実施機関に対して、情報を検索するために必要な

資料を作成し、一般の閲覧に供することを義務付けたものである。 

 

２ 「検索に必要な資料」とは、ファイル一覧表やファイル内文書一覧表等をいう。 
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第２１条 施行の状況の公表 

第２１条 市長は、毎年度この条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。 

 

【趣旨】 

  本条は、本条例の施行状況の公表に関する市長の責務を定めるものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 市長は、毎年１回、この条例の施行状況、すなわち公文書の公開の実施状況等を

まとめ、広く公表することにより、情報公開制度に対する市民の理解と信頼を深め、

より適正に制度の運営が図られるよう努めなければならない。 

 

２ 施行状況の公表は、次の事項を公式ホームページ等へ掲載する方法により行うも

のとする。 

⑴ 公開請求の件数及び内容 

⑵ 公開・非公開別の件数 

⑶ 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容 

⑷ その他公表する必要があると認められる事項 

 

 

第２２条 出資法人の情報公開 

第２２条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資して

いる法人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

【趣旨】 

  本条は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資して

いる法人（以下「出資法人」という。）に対して、この条例の直接適用はないが、これ

まで以上にその情報公開を促進するため、出資法人は、情報の公開に関し必要な措置

を講ずるよう努めることを、条例上明らかにしたものである。 

 

【解釈・運用】 

１ 出資法人は、市とは別個の独立した法人であるため、条例上の実施機関とするこ

とは困難であるが、市が出資その他の財政上の支出・援助等を行っており、その保

有する情報の公開を進めていく必要があることから、出資法人の独立性に配慮しつ

つ、出資法人が自主的に情報公開に努める責務について定めたものである。 

 

２ 「必要な措置を講ずるよう努める」とは、出資法人が、本条例の趣旨にのっとり、

当該出資法人の情報公開に関する内部規程の適正な運用など、その保有する情報を

自主的に公開するための制度を整えることなどをいう。 
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第２３条 委任 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

  

【趣旨】 

本条は、この条例を実施するに当たっての必要な事項は、各実施機関がそれぞれ定

めることとしたものである。 

 

【解釈・運用】 

  この条例を実施するにあたっては、実施機関によって制度の運営に相違が生じるこ

とのないよう、十分留意する必要があり、規則等の制定・改正などにあたっては、整

合性が図られるよう努めなければならない。 

 

 

附 則 
  

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月３１日から施行する。 

（処分、請求等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前に旧米子市情報公開条例（平成１１年米子市条例第２５号。以下「旧

市条例」という。）若しくは旧淀江町情報公開条例（平成１３年淀江町条例第５号。以下

「旧町条例」という。）（これらに基づく規則を含む。以下「旧例規」と総称する。）の規

定によりされた公開決定等の処分、通知、照会その他の行為（以下「処分等の行為」とい

う。）又はこの条例の施行の際現に旧例規の規定によりされている公開請求その他の行為

（行政不服審査法による不服申立て（以下単に「不服申立て」という。）を除く。以下「請

求等の行為」という。）に対するこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にお

けるこの条例（これに基づく規則を含む。以下この項及び次項において同じ。）の適用に

ついては、この条例の相当の規定によりされた処分等の行為又は請求等の行為とみなす。 

３ 前項の規定によりこの条例の相当の規定によりされたものとみなされる処分等の行為又

は請求等の行為について、旧例規において期間又は期限を定めてすることとされていたも

のに係る当該旧例規において定めた期間又は期限は、この条例の相当の規定により定めた

期間又は期限とみなす。 

（不服申立てに関する経過措置） 

４ 施行日前に従前の米子市又は西伯郡淀江町の実施機関（旧市条例第２条第１号又は旧町

条例第２条第１号に規定する実施機関をいう。以下「旧実施機関」という。）が行った公

文書の全部若しくは一部の公開決定又は公文書の全部を公開しない旨の決定（以下「旧実

施機関による公開等の決定」という。）について、この条例の施行の際現に旧例規の規定

による不服申立てが行われている場合にあっては、当該不服申立ては旧実施機関に相当す

る第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実施機関相当の実施機関」という。）に対

し行われているものとみなし、この条例の施行の際に旧例規の規定による不服申立てが行

われておらず、かつ、当該不服申立てを行うことができる期間が経過していない場合にあ
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っては、この条例の相当の規定により旧実施機関相当の実施機関に対し不服申立てを行う

ことができるものとする。 

５ 前項の規定により不服申立てを行うことができる場合において、当該不服申立てを行う

ことができる期限は、当該旧実施機関による公開等の決定の際に不服申立てを行うことが

できる期間として教示された期間の満了日とする。 

（施行の状況の公表に関する経過措置） 

６ 市長は、平成１６年度における旧市条例又は旧町条例の施行の状況について、第２１条

の規定の例により、これを取りまとめ、公表するものとする。 

（手数料等に関する経過措置） 

７ この条例の施行前において旧例規の規定により納付すべきであった手数料並びに公文書

の写しの作成及び送付に要する費用については、なお従前の例による。 
 

 

【趣旨】 

附則は、この条例の施行期日、合併に伴う経過措置（旧米子市及び旧淀江町の情報

公開条例からの円滑な移行をするための経過措置）等について定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係（施行期日） 

本項は、この条例の施行期日を、新米子市が設置された平成17年３月31日とする

ものである。 
 

２ 第２項関係（処分、請求等に関する経過措置） 

本項は、この条例の施行前に旧市条例若しくは旧町条例の規定によりされた公開決定等

の処分、通知、照会その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧例規の規定によりされて

いる公文書公開請求その他の行為に対する施行日以後におけるこの条例の適用については、

この条例の相当の規定によりされた処分等の行為又は請求等の行為とみなすものである。 
 

３ 第３項関係 

本項は、前項の規定によりこの条例の相当の規定によりされたものとみなされる処分等

の行為又は請求等の行為について、旧例規において期間又は期限を定めてすることとされ

ていたものに係る当該旧例規において定めた期間又は期限は、この条例の相当の規定によ

り定めた期間又は期限とみなすものである。 
 

４ 第４項関係（不服申立てに関する経過措置） 

本項は、施行日前に旧市又は旧町の実施機関が行った公文書の全部若しくは一部の公開

決定又は公文書の全部を公開しない旨の決定について、この条例の施行の際現に不服申立

てが行われている場合にあっては、当該不服申立ては旧実施機関相当の実施機関に対し行

われているものとみなし、この条例の施行の際に不服申立てが行われておらず、かつ、当

該不服申立てを行うことができる期間が経過していない場合にあっては、旧実施機関相当

の実施機関に対し不服申立てを行うことができるものとするものである。 
 

５ 第５項関係 

本項は、前項の規定により不服申立てを行うことができる場合において、当該不服申立
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てを行うことができる期限は、当該旧実施機関による公開等の決定の際に不服申立てを行

うことができる期間として教示された期間の満了日とするものである。 
 

６ 第６項関係（施行の状況の公表に関する経過措置） 

本項は、平成16年度における旧市条例又は旧町条例の施行の状況について、第21条の規

定の例により、これを取りまとめ、公表することとするものである。 
 

７ 第７項関係（手数料等に関する経過措置） 

本項は、合併日をまたがって公文書の公開に係る手数料、公文書の写しの作成及び送付

に要する費用の納付を要する者について、その費用については、なお従前の例によること

とするものである。 

 

附 則（平成１９年３月２８日条例第７号） 
  

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の米子市情報公開条例第１５条第２項の規定は、この条例の施行

の日以後に行う公開請求に対する公文書の公開に係る手数料について適用し、同日前に行

った公開請求に対する公文書の公開に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

【趣旨】 

改正条例の施行期日及び必要な経過措置を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

米子市情報公開条例の一部を改正する条例（平成19年米子市条例第７号）により、

この条例の一部を改正した。本項は、その施行期日を平成19年７月１日とするもの

である。 
 

２ 第２項関係 

本項は、改正条例の施行前に行われた公文書公開請求に対する公文書の公開に係る手数

料については、なお従前の例によることとするものである。 

 

附 則（平成１９年９月２８日条例第５２号） 
  

 この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 
 

【趣旨】 

改正条例の施行期日を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

米子市情報公開条例の一部を改正する条例（平成19年米子市条例第52号）により、

この条例の一部を改正し、その施行期日を平成19年10月１日とした。 
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附 則（平成２６年８月２７日条例第２３号） 
  

この条例中第１条から第３条までの規定は公布の日から、第４条から第６条までの

規定は平成２６年１０月１日から、第７条及び第８条の規定は平成２７年１月１日か

ら、第９条の規定は同年４月１日から施行する。 
 

【趣旨】 

改正条例の施行期日を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

法律等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例（平成26年米子市条例第23号）第

９条により、この条例の一部を改正し、その施行期日を平成27年４月１日とした。 

 

附 則（平成２８年３月２５日条例第１４号抄） 
  

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

【趣旨】 

改正条例の施行期日を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成28年米子市条例第

14号）第２条により、この条例の一部を改正し、その施行期日を平成28年４月１日と

した。 

 

附 則（令和２年３月２７日条例第１号抄） 
  

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （米子市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の米子市情報公開条例第１４条及び第１５条並びに

別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に行う公開請求に対する

公文書の公開の実施及び公文書の公開に係る手数料等について適用し、同日前に行

った公開請求に対する公文書の公開の実施及び公文書の公開に係る手数料等につ

いては、なお従前の例による。 
 

【趣旨】 

改正条例の施行期日及び必要な経過措置を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

米子市情報公開条例及び米子市個人情報保護条例の一部を改正する条例（令和２

年米子市条例第１号）第１条により、この条例の一部を改正した。本項は、その施

行期日を令和２年４月１日とするものである。 
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２ 第２項関係 

本項は、米子市情報公開条例及び米子市個人情報保護条例の一部を改正する条例による

改正後の米子市情報公開条例の施行前に行われた公文書公開請求に対する公文書の公開の

実施及び公文書の公開に係る手数料等については、なお従前の例によることとするもので

ある。 

 

附 則（令和５年３月２９日条例第３号抄） 
  

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
 

【趣旨】 

改正条例の施行期日を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（令和５

年米子市条例第３号）第１条により、この条例の一部を改正し、その施行期日を令和

５年４月１日とするものである。 
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別表第１（第１４条関係） 

別表第１（第１４条関係） 

公文書の種別 公開の方法 

１ 文書又は図画（フィルムを除く。） 閲覧 

写しの交付 

２ 図画（フィルムに限る。） 専用機器により映写したもの又は用紙に

印刷したものの閲覧 

写しの交付 

３ 電磁的記録のうち、録音テープに記

録されているもの又は音声ファイル 

専用機器により再生したものの聴取 

４ 電磁的記録のうち、ビデオテープに

記録されているもの又は動画ファイル 

専用機器により再生したものの視聴 

５ 電磁的記録（３の項又は４の項に該

当するものを除く。） 

ディスプレイその他の出力機器により出

力したものの閲覧 

写しの交付 
 

 

【趣旨】 

第14条第２項の規定により、公文書を公開する場合には、公文書の種別に応じて定

めた公開の方法によることとしている。本表は、その公開の方法を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

１ 電磁的記録のうち、録音テープに記録されているもの若しくは音声ファイル又は

ビデオテープに記録されているもの若しくは動画ファイルについては、その公開の

方法を聴取又は視聴とし、写しの交付は行わないこととしている。これらの音声又

は動画に係る電磁的記録には、個人の声、容貌などの情報が含まれている場合があ

る。聴取し、又は視聴した場合、音声又は動画の利用はその場限りとなるが、光デ

ィスクに保存したものなどを写しとして交付した場合、後にその音声又は動画が流

布され、又は加工され悪用されることもあり得る。そのため、音声又は動画に係る

電磁的記録については、これに含まれる個人に関する情報を保護する観点から、聴

取又は視聴により公開することとしたものである。 

  なお、音声又は動画に係る電磁的記録については、第７条各号に該当する非公開

情報であるものが当該電磁的記録に含まれている場合には、第８条第１項により非

公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができる場合以外は、聴取又は視聴

による公開もしない旨の決定を行うこととなる。 
 

２ 「写しの交付」の具体的な方法については、別表第２を参照する。 
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別表第２（第１５条関係） 

別表第２（第１５条関係） 

公文書の種別 写しの交付の方法 手数料の額 

１ 文書又は図画

（フィルムを除く

く。以下この項に

おいて同じ。） 

⑴ 複写機により用紙に複写

したものの交付（⑵に掲げ

る方法に該当するものを除

く。） 

用紙１枚につき１０円 

⑵ 複写機により用紙にカラ

ーで複写したものの交付 

用紙１枚につき２０円 

⑶ スキャナにより読み取っ

てできた電磁的記録を光デ

ィスク（日本産業規格Ｘ０

６０６及びＸ６２８１に適

合する直径１２０ミリメー

トルの光ディスクの再生装

置で再生することができる

ものに限る。）に複写したも

のの交付 

光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適

合する直径１２０ミリメート

ルの光ディスクの再生装置で

再生することができるものに

限る。）１枚につき１００円に

当該文書、図画又は写真１枚

ごとに１０円を加えた額 

⑷ スキャナにより読み取っ

てできた電磁的記録を光デ

ィスク（日本産業規格Ｘ６

２４１に適合する直径１２

０ミリメートルの光ディス

クの再生装置で再生するこ

とができるものに限る。）に

複写したものの交付 

光ディスク（日本産業規格Ｘ

６２４１に適合する直径１２

０ミリメートルの光ディスク

の再生装置で再生することが

できるものに限る。）１枚につ

き１２０円に当該文書、図画

又は写真１枚ごとに１０円を

加えた額 

２ 図画（フィルム 

 に限る。） 

⑴ 用紙に印刷したものの交

付（⑵に掲げる方法に該当

するものを除く。） 

用紙１枚につき１０円 

⑵ 用紙にカラーで印刷した

ものの交付 

用紙１枚につき２０円 

３ 電磁的記録（録

音テープに記録さ

れているもの若し

くは音声ファイル

又はビデオテープ

に記録されている

もの若しくは動画

ファイルを除く。）

⑴ 用紙に出力したものの交

付（⑵に掲げる方法に該当

するものを除く。） 

用紙１枚につき１０円 

⑵ 用紙にカラーで出力した

ものの交付 

用紙１枚につき２０円 

⑶ 光ディスク（日本産業規

格Ｘ０６０６及びＸ６２８

１に適合する直径１２０ミ

光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適

合する直径１２０ミリメート
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リメートルの光ディスクの

再生装置で再生することが

できるものに限る。）に複写

したものの交付 

ルの光ディスクの再生装置で

再生することができるものに

限る。）１枚につき１００円に

当該電磁的記録１ファイルご

とに１３０円を加えた額 

⑷ 光ディスク（日本産業規

格Ｘ６２４１に適合する直

径１２０ミリメートルの光

ディスクの再生装置で再生

することができるものに限

る。）に複写したものの交付 

光ディスク（日本産業規格Ｘ

６２４１に適合する直径１２

０ミリメートルの光ディスク

の再生装置で再生することが

できるものに限る。）１枚につ

き１２０円に当該電磁的記録

１ファイルごとに１３０円を

加えた額 

備考 

１ 用紙に複写し、印刷し又は出力したものを交付する場合において、用紙の両面

に複写され、印刷され又は出力されたものについては、片面を１枚として算定す

る。 

２ 用紙に複写し、印刷し又は出力したものを交付する場合において、日本産業規

格Ａ列３番を超える規格の用紙を用いたものについては、当該用紙を日本産業規

格Ａ列３番の大きさに分割して換算した枚数として算定する。 
 

 

【趣旨】 

第15条第２項の規定により、公文書の写しの交付を行う場合には、公文書の種別及

び写しの交付の方法の区分に応じて定めた額の手数料を徴収することとしている。本

表は、その手数料の額を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

 １ 手数料の額は、用紙代や光ディスク代等の消耗品費、備品等の減価償却費のほか、

写しを作成する人件費を基に算出したものである。 
 

２ 「光ディスク（日本産業規格Ｘ0606及びＸ6281に適合する直径120ミリメートルの

光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。）」とは、ＣＤ－Ｒを指

す。 
 

３ 「光ディスク（日本産業規格Ｘ6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク

の再生装置で再生することができるものに限る。）」とは、ＤＶＤ－Ｒを指す。 
 

４ 用紙に複写し、印刷し又は出力したものを交付する場合の手数料の額については、

日本産業規格Ａ列３番までの規格の用紙１枚につき、モノクロ10円、カラー20円と

しており、両面を使用した場合には、片面を１枚として算定することとしている。

また、日本産業規格Ａ列３番を超える用紙を用いた場合は、当該用紙を日本産業規

格Ａ列３番の大きさに分割して換算した枚数として手数料を算定することとしてい
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る。 
 

５ 本表の左欄に掲げる公文書の種別において、「電磁的記録」から「録音テープに記

録されているもの若しくは音声ファイル又はビデオテープに記録されているもの若

しくは動画ファイルを除く」こととされているが、これは、「録音テープに記録され

ているもの若しくは音声ファイル又はビデオテープに記録されているもの若しくは

動画ファイル」については、別表第１により、その公開の方法が専用機器により再

生したものの聴取又は視聴に限られており、写しの交付は行わないこととしている

ためである。 
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米子市情報公開条例 公開・非公開判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この基準は、米子市情報公開条例第７条各号に規定する非公開情報に該当するかどうかの判断に当た

っての具体的内容の例示をまとめたものである。 

 

 公開・非公開の決定に当たっては、次の点に留意のうえ、判断するものとする。 

 

１ 請求のあった公文書に記録されている情報の一つひとつについて、当該情報が第７条各号の非公開

情報に該当するかどうかを検討し、不服申立てや訴訟になることを前提に、十分な論理構成のもと、

慎重かつ適正に判断するものとする。 

 

２ 具体例は、あくまでも公開・非公開に該当する確率が高いものを例示したものであり、そのすべて

を挙げたものではない。また、この例示に該当するものが常に非公開（公開）となるものではない。 

 

３ 一つの情報が、第７条各号の複数に該当する場合は､それぞれに検討するものとする。 

 

４ 非公開事項に該当する情報が記録されている公文書であっても、そのすべてが非公開となるのでは

なく、一部公開をしなければならないこと、又は一定の期間の経過により公開できることに留意しな

ければならない。 
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第７条第１号 個人に関する情報 

 

(１）第１号本文に該当して非公開となる情報 

 

非公開となる可能性が高い情報 

 大分類 小 分 類 情 報 の 具 体 例 

１ 基本的な事項に関する情報 

 

 

 

住所、氏名、性別、生年月日、出生地、国籍、本籍、父母・

兄弟等の親族関係・続柄等、婚姻、離婚、認知、死亡、養

子縁組、成年被後見人、被補佐人等に関する情報、その他

戸籍的事項に関する情報 

２ 社会的な

地位、活動、

経歴に関す

る情報 

⑴ 社会的な地位、活動に

関する情報 

団体等への加入状況、任意の団体であって、かつ、市と直

接関係しない団体等における地位・活動内容等各種社会的

な活動への参加の有無・参加内容等、寄付の内容等 

⑵ 学歴に関する情報 学校名、入学・卒業年度、在学期間、退学・休学等、課外

活動（生徒自治会、クラブ活動等）に関する情報 

⑶ 職歴に関する情報 会社名、職種、地位、就職・退職年月日、在職期間、昇格、

降格、配置転換、解雇、停職、休職、減給等に関する情報 

⑷ その他 受賞歴、犯罪・違反歴、補導歴、更生施設への入所歴等に

関する情報 

３ 知識、技

能、能力に関

する情報 

⑴ 能力、評価等に関する

情報 

学業成績、勤務成績、試験成績、免許、評価内容、順位、

業績、能力、熱意、人柄、昇任・昇格・昇給等に関する情

報 

⑵ 資格に関する情報 各種資格・免許等（名称、種類、番号、取得機関名、方法

等） 

４ 思想、信条等に関する情報 思想、信条、主義、主張、宗教、支持政党等に関する情報 

５ 経済的な 

状況に関す 

る情報 

  

 

 

 

⑴ 財産に関する情報 動産・不動産の所有状況・価格、債権・債務・現金・預貯

金・有価証券の額や所有状況等に関する情報 

⑵ 収入に関する情報 

 

所得金額（給与所得、譲渡所得、補償金等）、公的扶助の

有無等に関する情報 

⑶ 支出等に関する情報 生活費等（食費、衣料費、交通費、医療費等） 

 

⑷ 税等に関する情報 課税状況、納税状況、各種社会保険料、保育料等 

 

⑸ その他   持家・借家の別、居住期間等に関する情報 

６ その他個 

人生活に関 

する情報 

 

 

⑴ 社会保障等に関する

情報 

生活保護受給者である事実等、就学援助受給世帯である事

実等、各種社会保険加入・受給状況、各種手当該当等の事

実等 

⑵ 信用に関する情報 信用、風評等 

⑶ その他経済生活に関

する情報 

取引金融機関名、口座番号、預金種別等 
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 ⑷ 家庭生活に関する情

報 

家族構成、扶養関係、同居別居の別、同居人数、父子母子

家庭である事実、里親・里子である事実、近隣・親族との

交流の状況等、家庭での過ごし方、日課、食生活その他家

庭の状況 

⑸ 居住状況に関する情

報 

家屋の状態、住居の間取り、持家借家の区別、居住期間、

近隣の状況等 

⑹ 趣味・嗜好に関する情

報 

趣味・嗜好等 

⑺ 公の施設の入所等に

関する情報 

施設名、入・退所年月日、入所期間等 

⑻ 公の施設の利用等に

関する情報 

施設名、利用年月日、宿泊日数、目的等 

⑼ 各種相談に関する情

報 

生活・法律相談等の相談内容、苦情、要望等 

⑽ その他 その他個人生活に関する情報 

７ 心身に関

する情報 

⑴ 心身障害に関する情

報 

知的障害の有無・程度、身体障害の有無・障害の部位・程

度等に関する情報 

⑵ 傷病に関する情報 傷病歴、傷病名、傷病の程度・原因、死因、看護記録、訓

練記録、検査の名称・結果、治療の内容・方法（投薬の有

無・内容、通院・入院の別等）等に関する情報 

⑶ その他 健康状態、血液型、遺伝情報、体力、体格、出産、指紋、

運動能力に関する情報 

８ 人の生命、身体、財産又は社会的な地位

など個人の権利利益を害するおそれがあ

る情報 

・違法行為・不法行為の情報提供者、犯罪の被疑者・参考

人、取締り担当者の住所、氏名及びその他正常な生活が

脅かされるおそれのある情報 

・行政上の義務違反・違法行為等、不正行為の通報者・告

発者の住所、氏名及びその他正常な生活が脅かされるお

それのある情報 

９ その他特定の個人が識別され得る情報 電話番号・ファックス番号・Eメールアドレス等、被災状

況等その他特定の個人が識別され得る一切の情報 

10 原則公開とされる公文書のうち、個人の

権利利益を害するおそれがある情報 

原則公開とされる交際費支出に関する個人名のうち、相手

方の氏名等で、病気見舞い等相手方の権利利益を害するお

それがあるとして特段の配慮が必要と認められるもの 

11 特定の個人を識別することはできない

が、公にすることにより、なお個人の権利

利益を害するおそれがあるもの 

未公表の著作物、未公表の研究論文、研究計画 
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（２）第１号ただし書に該当して公開となる情報 

 

公開となる可能性が高い情報 

大分類   小分類       情 報 の 具 体 例 

該当する情報 記載内容 根拠法令 

ア 法令等の規

定により又は

慣行として公

にされ、又は公

にされること

が予定されて

いる情報 

⑴ 法令等の規定

により公にされ、

又は公にされる

ことが予定され

ている情報 

土地登記簿・建

物登記簿に記

載された情報 

土地の所在・地目・地積、

建物の所在・種類・構造・

床面積、登記権利者の氏

名・住所、登記原因等 

不動産登記法

第119条、120

条、121条 

選挙収支報告

書に記載され

た情報 

候補者に対して寄附した

者の氏名・住所、寄附金額

等 

公職選挙法第

192条 

 建築計画概要

書に記載され

た情報 

建築主の氏名・住所、建築

物の概要等 

建築基準法第

93条の2 

開発登録簿に

記録された情

報 

開発許可を受けた者の氏

名、予定建築物の用途、そ

の他開発行為の内容等 

都市計画法第

47条 

土地区画整理

事業に関する

情報 

土地区画整理事業計画等 土地区画整理

法第20条 

土地区画整理審議会委員

の選挙人名簿 

土地区画整理

法施行令第21

条 

登記簿に記録

されている情

報 

取締役等の氏名・住所等 商業登記法第

10条、第11条 

 ⑵ 慣行として公

にされ、又は公に

することが予定

されている情報 

・表彰受賞者名簿 

・附属機関等の委員名・役職名 

・民生委員名簿 

・高額納税者に関する公示として官報に登載された者の氏名 

・審議会委員の名簿 

 ⑶ 公表すること

を前提として本

人から留意に提

供された情報 

・選挙広報に登載するため候補者から提供された情報（経歴、

政見等） 

・市の刊行物への寄稿等 

・不用品交換申込書 

・議会に対する請願（代表者以外の署名者を除く。） 
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イ 人の生命、身体、健康、生活又は財

産を保護するため、公にすることが必

要であると認められている情報 

 

ウ 当該個人が

公務員等であ

る場合におい

て、当該情報

がその職務の

遂行に係る情

報であるとき

は、当該情報

のうち、当該

公務員 等の

職、氏名及び

当該職務遂行

の内容に係る

部分（当該公

務員等の権利

利益を不当に

害する場合を

除く。） 

 

⑴ 職務の遂行に係

る情報のうち、当

該公務員等の職、

氏名及び当該職務

遂行の内容に係る

部分 

・市議会議員の名簿 

・市職員の名簿（住所、電話番号を除く。） 

・発令後の人事異動 

・起案文書等の起案、決裁者名 

・旅行命令簿、旅行復命書の氏名 

・公用車運転日誌中の氏名 

・会議の議事録中の氏名 

・公務上の履歴事項 

⑵ 職務の遂行と関

係ない公務員等の

情報として、非公

開とされる情報 

・市職員の健康診断に関する情報 

・職員の休暇に関する情報 

・給与支給額、各種手当、扶養等に関する情報 

・職員住所録 

⑶ 当該公務員等の

権利利益を不当に

害するとして非公

開とされる情報 

 

エ 個人の権利利益を不当に害する 

 おそれがなく、公にすることが公益上

必要であると認められる情報 

・建築確認に関する情報のうち､これに該当するもの 

・道路費の占用許可に関する情報のうち、これに該当するもの 

・公費で開催した会議の出席者名 

オ 当該個人が公にすることに同意し

ている情報 

本人が公表することを明確に同意しているもの 
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第７条第２号 法人等に関する情報 

 

（１）第２号例示に該当して、非公開となる情報 

 

 ア 法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの 

 

非公開となる可能性が高い情報 

 大分類   中分類    小分類          情報の具体例 

１ 生産活

動上のノ

ウハウに

関する情

報 

⑴ 製造・加

工の工程

に係るノ

ウハウに

関する情

報 

ア 原材料に

関する情報 

原材料の種類・使用量・割合・保管場所・保管方法等に

関する情報 

イ 製造・加工

に用いる機

械、設備に関

する情報 

機械・設備の種類、名称、型式・能力・規模（台数）、

生産工程（機械・設備の配置）等に関する情報 

ウ その他 機械設備等の利用技術、生産工程の管理、製品の品質管

理等に関する情報 

⑵ 建築・土

木等の工

事に係る

ノウハウ

に関する

情報 

ア 建築等に

用いる資材

に関する情

報 

資材の種類・組成・寸法・加工、資材の試験結果等に関

する情報 

イ 建築等の

設計に関す

る情報 

設計図に表示された設計者の考案・工夫、設計に用いる

係数・計算式等に関する情報 

 

ウ 建築等の

施工に関す

る情報 

施工に用いる機械・設備の種類・規模（台数）・能力・

利用技術、施工に当たっての地質調査の結果等に関する

情報 

⑶ 生産活動の状況に関する

情報 

生産品目、生産量、出荷額、機械・設備の稼動状況、施

設からの排出物の種類・量等に関する情報 

⑷ 生産活

動の計画、

方針に関

する情報 

ア 生産品目

に係る計画、

方針に関す

る情報 

新製品の性能・仕様・開発状況・製造工程・量産開始時

期、新製品その他の生産品の生産計画等に関する情報 

イ 機械・設備

に係る計画、

方針に関す

る情報 

・新設・更新に係る機械・設備の種類 

・規模（台数）・能力、新設・更新の時期・経費等に関

する情報 

 

⑸ コンピュータ等による情

報処理等に係る技術上のノ

ウハウ等に関する情報 

コンピュータ等のプログラム及びドキュメント等に関

する情報 

 

⑹ その他生産活動上の秘密

に関する情報 
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２  販 売

（営業）

活動上の

ノウハウ

に関する

情報 

販売（営

業）活動の状

況に関する

情報 

 

ア 販売高、契

約内容、取引

先に関する情

報 

・販売実績、契約実績、契約内容、取引先・得意先の名

称・商取引の内容・実績・納品状況等に関する情報 

・提携、下請等に関する情報 

イ 店舗、営業

所等の新設等

の計画、方針

に関する情報 

売り場面積の拡張、店舗・営業所の改装・新設・移転、

新設に係る店舗・営業所の規模等の計画・方針に関する

情報 

ウ その他 職員の配置計画、資金調達計画等に関する情報 

３ 公開することにより信用上不利益を与え

る情報 

法人等の格付け・評価、法人等に対する指導・取締りと

その結果、借入金の額・借入の相手方・借入の条件・返

済計画・返済状況等に関する情報 

４ 人事、経理等専

ら法人等の内部情

報で公開すること

により、活動の自

由や結社の自由が

損なわれるもの 

⑴ 法人等の人事に関

する情報 

職員の採用計画・応募状況、職員の配置状況、労働条件

（給与、手当、労働時間等）職員研修の内容等に関する

情報 

⑵ 法人等の経理に関

する情報 

金銭の出納（予算、決算等）、経理上の処理等に関する

情報 

⑶ その他専ら法人等

の内部に関する情報 

労働組合の組織状況、労働争議等に関する情報 

５ その他公開することにより、明らかに法

人等に不利益を与えると認められる情報 

工場経営に係る相談等に関する情報 

労働組合の組織状況、労働争議等に関する情報 

労使交渉の内容 

※ 指定管理者の選定過程において取得・作成した関係資料については、別に定めた「情報公開の取扱

い」を参照することとする。 

 

イ 任意提供情報 

 

非公開となる可能性が高い情報 

大 分 類 中 分 類 文 書 件 名 例 

公開しないとの条件

で任意に提供された

情報 

法人又は個人における通例とし

て公にしないこととされている

ものその他の当該条件を付する

ことが当該情報の性質、当時の

状況等に照らして合理的である

と認められるもの 

・意識調査、実態調査等の調査で非公開を条件

として市民、企業等に提供を求め入手してい

る、各種アンケート調査に係る調査個票等の

情報 

・公開しないという了解のもとに市民、企業等

から任意に提供されている、各種表彰候補推

薦関係書類等の情報 
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（２）法人等の正当な利害を害するおそれがないとして公開となる情報 

 

公開となる可能性が高い情報 

 大 分 類 

 

小 分 類 

 

情 報 の 具 体 例 

該当する情報 記載内容 根拠条文 

１ 何人でも法

令の規定によ

り閲覧するこ

とができると

されている情

報 

⑴ 公証に

関するも

の 

商業登記簿に記載さ

れた情報 

目的、商号、取締役等の氏 

名・住所、資本金の額等 

商業登記法第10条、

第11条 

土地登記簿・建物登

記簿に記録された情

報 

土地の所在・地目・地籍、

建物の所在・種類・構造・

床面積、登記権利者の氏

名・住所、登記原因等 

不動産登記法第119

条、120条、121条 

自動車登録ファイル

に記録された情報 

所有者の氏名・住所、車

名・型式、使用の本拠の位

置等 

道路運送車両法第

22条 

漁船原簿に登録され

た情報 

所有者の氏名・住所、船名、

総トン数等 

漁船法第21条 

 

特許原簿等に記録さ

れた情報 

特許発明の内容、特許権の

設定・移転等 

特許法第186条 

意匠原簿等に記録さ

れた情報 

登録意匠の内容等、意匠権

の設定・移転等 

意匠法第63条 

実用新案原簿等に記

録された情報 

登録実用新案の名称・内

容、実用新案権の設定・移

転等 

実用新案法第55条 

著作権登録原簿、出

版権登録原簿、著作

隣接権登録原簿に記

録された情報 

著作物の題名・実演等の名

称、著作物の移転、出版権

の設定、移転等 

著作権法第78条、第

88条、第104条 

その他公証に関し、何人でも法令の規定により閲

覧できるとされている情報 

 

⑵ 取引の

安全に関

するもの 

不動産鑑定業者登録

簿等に記録されてい

る情報 

商号・名称、役員の氏名、

事務所の名称・所在地、不

動産鑑定士の氏名等 

不動産の鑑定評価

に関する法律第31

条 

建築士事務所登録簿

に記録された情報 

事務所の名称・所在地、１

級・２級・木造の別、役員

の氏名、建築士氏名等 

建築士法第23条の8 

一般建築業務許可申

請書（添付書類を含

む。）に記録された情

報 

商号・名称、営業所の名

称・所在地、資本金の額、

役員の氏名等 

建設業法第13条 
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  宅地建物取引業者名

簿、免許の申請等に

係る書類に記録され

た情報 

商号・名称、役員の氏名・

住所、事業所の名称・所在

地等 

宅地建物取引業法

第10条 

  海事代理士名簿に記

録された情報 

海事代理士氏名、生年月

日、事業所の所在地等 

海事代理士法第14

条 

旅行業者登録簿、旅

行業者代理業者登録

簿に記録された情報 

商号、旅行業の種別、営業

所の名称、所在地等 

旅行業法第21条 

建築計画概要書に記

録された情報 

建築主の氏名・住所、建築

物の概要、設計者、施工者

等 

建築基準法第93条

の2 

開発登録簿に記録さ

れた情報 

開発許可を受けた者の名

称・氏名、予定建築物の概

要等 

都市計画法第47条 

 工場立地調査簿に記

録された情報 

工場等の敷地面積・建築面

積等で事業者の秘密に属

する事項を除いたもの 

工場立地法第3条 

政治団体の収支報告

書に記録された情報

その他何人でも法令

の規定により閲覧で

きるとされている情

報 

政治団体の収支の総額・項

目別金額、寄付をした者及

び寄付をあっせんした者

の氏名・名称等 

政治資金規正法第

20条、第20条の2 

２ 公表するこ

とを目的とし

て作成し、又は

取得した情報 

⑴ 公表することを前提として法

人等から任意に提供された情報 

法人等から提供された商店街名簿、工場名簿に記

載された情報等 

⑵ 公表することについて当該法

人等の同意のある情報 

 

⑶ PR等の目的で法人等が自主的

に公表した資料から何人でも知

り得る情報 

社史、PR用パンフレット等に記載された情報等 

⑷ その他既に公表されている情

報であって、公開することによ

り、法人等の活動利益を害するお

それがないもの 

・弁護士名簿への登録の公告として官報に記載さ

れた弁護士の氏名等 

・税理士名簿への登録の公告として官報に記載さ

れた税理士の氏名等 

・入札結果書、下水道指定工事店一覧表等に記録

された情報等 

３ 統計的処理がなされていて特定の法人等が識別さ

れない情報 

工業統計調査、商業統計調査、事業所統計調査等

の集計結果 
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４ 法人等に対する行政指導 ・行政指導の内容（法人名を除く。） 

・法による強制力が担保される場合の行政指導

（法人名を含む。） 

５ 公共団体からの補助金、公共団体との取引 ・補助金交付申請書に添付された学校法人の資金

収支予算書、消費収支予算書、資金収支計算書、

消費収支計算書及び貸借対照表の大科目の部

分 

・国、地方公共団体から補助金を受けている団体

が提出する会計に関する資料 

・国、地方公共団体と締結した契約書、法人から

の請求書 

・外部委託調査報告書 

６ 法人等の概要等で公開しても、法人等に明らかに 

 不利益を与えると認められない情報 

・年商額 

・主要取引銀行 

・従業員数等 

・法人の所有する資産（土地、建物、所有施設） 

７ その他 ・ゴルフ場開発に係る土地利用計画図 

・ゴルフ場計画平面図のうち開発予定区域を明示

した境界線 

・指名設計競技方式の作品 

・著作物性の認められない各種図面 

・許認可及びその前提として行政指導に基づき 

提供された書類及び添付図面（産業廃棄物処理

場の配置図等（特殊なノウハウのないもの） 

・法人等から提出された領収書等に記載されてい

る取引金融機関名、口座番号及び担当者名 
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（３）人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため公開となる情報 

 

公開となる可能性が高い情報 

 大 分 類 小 分 類 情 報 の 具 体 例 

１ 人の生命、

身体、健康、

生活又は財産

を保護するた

め、公にする

ことが必要で

あると認めら

れるもの 

⑴ 人の生命、身体又は

健康を法人等又は個

人の事業活動によっ

て生ずる危害から保

護するため、公開する

ことが必要と認めら

れる情報 

・防火対象物立入検査結果、工場排水の分析結果、危険物貯

蔵状況、計量器立入検査結果等に関する情報のうち､これ

に該当するもの 

・食中毒発生施設と事件の概要等に関する情報のうち、これ

に該当するもの 

・公害、薬害、有害な食品等に関する情報 

・生活環境・自然環境の破壊等に関する情報で､これに該当

するもの 

⑵ 法人等又は個人の

違法又は不当な事業

活動によって生ずる

消費生活の安定に対

する著しい支障から

消費者を保護するた

め、公開することが必

要と認められる情報 

・貸金業者行政処分通知書 

・宅地建物取引業者行政処分通知書 

・消火器の訪問販売に係る苦情など悪質な訪問販売、消費生

活相談等に関する情報のうち、これに該当するもの 

・買占め、売り惜しみによる物品の欠乏、価格の高騰等に関

する情報等のうち、これに該当するもの 

⑶ 行政処分 ・立入検査結果の改善勧告、命令その他行政処分に係る情報

のうちこれに該当するもの 

・法違反に対する行政処分の内容（法人名を含む。） 

・食品衛生法違反により営業停止処分を受けた業者の指名 

⑷ 市民の生命、身体、

健康、生活等に関する

文書 

・医薬品添加剤の名称、配合目的 

・市民の健康に影響を及ぼす数値データ（大気、水質等測定

結果、測定値、測定地） 

・水質等の測定結果 

・農薬使用実績報告書及び農薬使用計画書（ゴルフ場名を含

む。） 

・市場に流通させた商品の品質・性状 

・予防接種健康被害発生受付兼報告書のワクチン製造者、接

種医院・病院、医師名 

⑸ その他公開するこ

とが客観的に必要と

みとめられる情報 
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第７条第３号 公共の安全等に関する情報 

 

非公開となる可能性が高い情報 

  大 分 類 小 分 類 情 報 の 具 体 例 

１ 公にすることに

より、犯罪の予防、

捜査、警備その他

公共の安全及び秩

序の維持に支障を

及ぼすおそれのあ

る情報 

⑴ 犯罪の予防に支

障を及ぼすおそれ

のあるもの 

・危険物、火薬等特殊な薬品類を取り扱う事務所の届出に

関するもの（毒物、劇薬台帳、火薬庫設置許可書等） 

・犯罪の標的となることが予想される施設の所在等に関す

る情報 

・特定人の行動予定、家屋構造、警備計画が明らかになり、

その結果、人が犯罪の被害を受けるおそれのあるもの 

⑵ 捜査に支障を及

ぼすおそれのある

もの 

・刑事訴訟法第197条第2項の規定による、照会及び報告、

既決犯罪通知書 

・検察庁の捜査に係る回答 

⑶ 警備に支障を及

ぼすおそれのある

もの 

・警備委託契約書のうち、委託内容、事務所、工場等にお

ける警備員の配置、警報装置の設置場所等犯罪を誘発

し、又はほう助するおそれのある情報 

・警備日誌（守衛日誌） 

・要人来庁スケジュール 

⑷ その他公共の安

全及び秩序の維持

に支障を及ぼすお

それのあるもの 

・違法行為・不法行為の通報・告発・情報提供に関する情

報 

・行政上の義務違反・違法行為等、不正行為の通報・告発・

情報提供に関する情報 

・拾得物台帳、遺失物届出書 

・犯罪の被疑者、参考人等が特定され、その結果、これら

の人々の生命、身体等に危害が加えられ、又はその地位

若しくは正常な生活が脅かされるおそれのある情報 
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第７条第４号 法令秘に属する情報 

 

非公開となる可能性が高い情報 

分 類 

 

情 報 の 具 体 例 

根拠条文 公開できないとされている情報 具体例 

１ 明文の規

定をもって、

閲覧等が禁

止されてい

るもの 

米子市印鑑条例

第17条 

印鑑登録原票その他印鑑の登録及び

証明に関する書類 

印鑑登録原票、印鑑登録申請

書、印鑑登録証明書交付申請

書等 

米子市認可地縁

団体印鑑条例第

14条 

印鑑登録原票その他認可地縁団体印

鑑の登録及びその証明に関する書類 

 

刑事訴訟法第47

条 

公判の開廷前の訴訟に関する書類  

著作権法第21条 著作物の複製 

 

 

２ 他目的使

用が禁止さ

れているも

の 

統計法第15条、

15条の2 

指定統計を作成するために集められ

た調査票 

指定統計準備調査名簿、国勢

調査世帯名簿、国勢調査区要

図等 

健康増進法第 

14条 

国民栄養調査の調査票  

３ 個別法に

基づき、守秘

義務が課せ

られている

もの 

地方税法第22条 地方税に関する調査に係る事務に従

事した者が､その事務に関して知り得

た秘密 

法人市民税申告書、更生請求

書、滞納処分処理票、徴収猶

予申告書、特別土地保有税課

税台帳等 

児童福祉法第61

条 

児童相談所において相談、調査及び判

定に従事した者がその職務上取り扱

ったことについて知り得た人の秘密 

措置委託決定通知書、児童委

託証明書、児童に関する調査

依頼書、重度肢体不自由児の

認定書 

医療法第72条 

 

 

医療録又は助産録の検査に関し知り

得た医師、歯科医師又は助産婦の業務

上の秘密又は個人の秘密 

 

刑法第134条 医師､薬剤師、医薬品販売業者、助産

婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれ

らの職にあった者が、その業務上取り

扱ったことについて知り得た人の秘

密 

診療録（カルテ）、処方箋等 

統計法第19条の

2 

 

 

指定統計に関する事務に従事する者

又は統計調査員が､その職務執行に関

して知り得た人、法人又はその他の団

体の秘密に属する事項 

指定統計調査票 
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精神保健及び精

神障害者福祉に

関する法律第53

条 

精神病院の管理者、指定医等がこの法

律に基づく職務の執行に関して知り

得た秘密 

 

  臨床検査技師等

に関する法律第

19条 

その業務上取り扱ったことについて

知り得た秘密 

 

理学療法士及び

作業療法士法第

16条 

その業務上知り得た人の秘密  

薬事法第86条 薬事法に基づいて得た他人の業務上

の秘密 

 

  消防法第4条 消防職員が関係ある場所に立ち入っ

て検査又は質問を行った場合に知り

得た関係者の秘密 

 

中小企業支援事

業の実施に関す

る基準を定める

省令第3条 

中小企業指導事業に従事する者又は

従事した者がその業務上取り扱った

ことに関して知り得た秘密 

工場診断・商店診断・商店街

診断等の結果等 

  住民基本台帳法

第35条 

住民基本台帳に関する調査に係る事

務に従事した者がその事務に関して

知り得た秘密 

 

結核予防法第62

条 

健康診断、ツベルクリン反応検査、予

防接種若しくは精密検査の実施に従

事した者が、その実施又は職務執行に

関して知り得た医師の業務上の秘密

又は個人の心身の秘密 

 

 労働安全衛生法

第104条 

健康診断の実施の事務に従事した職

員が、その実施に関して知り得た労働

者の心身の欠陥その他の秘密 

 

 

感染症の予防及

び感染症の患者

に対する医療に

関する法律第67

条 

職務の執行に関して知り得た人の秘

密 

 

母体保護法第27

条 

 

不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の

事務に従事した者等が、職務上知り得

た人の秘密 

 

公害紛争処理法

第37条 

公害審査会の調停委員会の調停の手

続 
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４ 法定受託事務に関して､処理基準により明示的に公開してはならない

と示されたもの（※下記参照） 

 

５ その他法

令等の趣旨

目的に照ら

して公開す

ることがで

きないと認

められる情

報 

最高裁昭和52年

12月19日第二小

法廷判決 

税務官庁が作成する事業所得の標準

率表及び業務別効率表に係る情報 

 ・一般旅券発給申請書 

・不当景品類及び不当表示防止法違反

事件関係記録 

 

※主務大臣等からの通達、処理基準等における非公開の指示については､ 

・非公開の実質的な理由が厳密に検討されているか 

・その範囲が必要最小限に限定されているか 

・非公開の理由が通達等に明示されているか 

等を総合し､法令の趣旨と公開による公益を比較衡量して､実施機関が判断する。（平成3年6月27日 関東地方

知事会の総理府、自治省等への要望） 

 

主務大臣の指示にかかわらず、公開される可能性が高い情報 

                 情報の具体例 

国土庁の非公開との通達に対し､国土法に基づく土地売買等届出のうち、売買に際して記入された土地の利

用目的等 
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第７条第５号 審議、検討又は協議に関する情報 

 

（１）本号に該当して､非公開となる情報 

【注】本号に該当する情報は､意思決定の中立性が看過し得ないほどに損なわれるおそれがあるものであり、

実施機関において立証可能な程度に高度の蓋然性が認められるものをいう。 

   よって、この表にある具体例においてもその適用に際しては､公益上の公開の必要性も考慮して､慎重

に判断する必要がある。 

 

非公開となる可能性が高い情報 

  大分類 小分類 情 報 の 具 体 例 

１ 公にすること

により、率直な

意見の交換若し

くは意思決定の

中立性が不当に

損なわれるもの 

 

⑴ 公にされると外部からの圧力や干渉等

を受けることなどにより、率直かつ活発な

意見の交換が阻害され、十分な議論のなさ

れない意思決定をもたらすおそれがある

もの 

 

 

⑵ 公にされると外部からの圧力や干渉等

を受けることなどにより、当該意思決定の

中立性が看過し得ないほどに損なわれる

おそれがあるもの 

・表彰候補者の内申 

・卓越技能者被表彰候補者の国への推

薦 

⑶ 公開することの利益を斟酌しても、な

お、公開のもたらす支障が重大な場合であ

り､非公開とすることに合理性が認められ

る場合 

 

⑷ 政策に関する情報であって、公開するこ

との利益を斟酌しても、なお、公開のもた

らす支障が重大な場合であり､非公開とす

ることに合理性が認められる場合 

 

⑸ 意見に関する情報であって、公開するこ

との利益を斟酌しても、なお、公開のもた

らす支障が重大な場合であり、非公開とす

ることに合理性が認められる場合 

公開することによって誤解を招き､率 

直な意見の交換が不当に損なわれる 

と思われる発言 

⑹ 事実に関する情報であるが、それをとり

あげたこと自体が一定の方針を示唆する

等、政策に関する情報と密接不可分であっ

て、公開することの利益を斟酌しても、な

お、公開のもたらす支障が重大な場合であ

り､非公開とすることに合理性が認められ

る場合 
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２ 公にすること

により、不当に

市民の間に混乱

を生じさせるも

の 

行政内部で審議中の事案のうち､内容の正

確性や確定性が未だ担保されているとはい

えない未成熟な情報であって、尚早な時期に

公開することにより、市民に無用の誤解を与

え､又は無用の混乱を招く蓋然性が高いと認

められる情報 

 

３ 公にすることにより、特定の者に不当に利益を与え若しくは

不利益を及ぼすもの 

 

 

 

（２）本号に該当せず公開となる情報 

 

公開となる可能性が高い情報 

分類 情 報 の 具 体 例 

１ 事実に関する情報 専門家が調査した自然界の客観的、科学的な事実、及びこれについての客

観的、科学的な分析の情報（安威川ダム訴訟・大阪高判平成6年6月29日・最

判平成７年4月27日判例集不登載上告棄却 ダム建設の調査の途中における

外部の地質調査専門会社に外注して得られた地質総合解析報告書） 

２ 工程において必然的に

予定されている行政の流

れに付随する手続に当た

る協議・覚書等 

・上記訴訟における、大阪府、茨木市、自治会の間の各種協議・覚書等の文

書 

・ゴルフ場開発事前協議関係文書（札幌地判平成6年10月13日・札幌高判平

成9年４月30日） 

３ 審議会の会議録 （根拠）中央省庁等改革基本法第３０条第５号における原則公開の方針 

４ 会議費 ・審議会、協議会等合議制機関の会議等の際の弁当、茶菓に要する経費 

・式典等の際の飲食に要する経費 

５ 内容が確定し､公益上

公開した方がよいとされ

る情報 

・情報が確定的な統計資料 

・行政内部での一応の検討を経て、決裁を受け外部に発せられた文書 

・調査報告書として、意思決定の終了しているもの 
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第７条第６号 国等との協力関係に関する情報 

 

（１）本号に該当し、非公開となる情報 

【注】 「支障」の程度については、抽象的な可能性では足りず､法的保護に値する程度の蓋然性が要求され

る。 

   よって、この表にある具体例においてもその適用に際しては､公益上の公開の必要性も考慮して、慎重

に判断する必要がある。 

 

非公開とされる可能性が高い情報 

大分類 小 分 類 情報の具体例 

１ 市が実施す

る事務又は事

業について国

等との協議、依

頼等に基づい

て作成し､又は

取得した情報

であって、公開

することによ

り、国等との協

力関係を著し

く害するおそ

れのあるもの 

⑴ 市の事務又は事業の実施につい

て国等との協議に関して作成し､又

は取得した情報のうち国等との協

力関係を確保するために非公開と

する必要のあるもの 

・市の事務又は事業計画等に対して示された国

等との見解等についての情報のうち、これに

当たるもの 

・事業の実施に際し､国等と行っている協議等

についての情報のうち､これに当たるもの 

・市と国等との同種又は関連を有する調整等に

ついての情報のうち、これに当たるもの 

⑵ 市から国等に依頼し提供を受け

た情報のうち、国等との協力関係を

確保するため、非公開とする必要の

あるもの 

・国等における同種又は関連する事務又は事業

の実施状況・実施基準等についての情報 

・実験結果・調査結果その他のデータ等につい

ての情報のうち、これに当たるもの 

⑶ 国等からの通知等として取得し

た情報のうち、国等との協力関係を

確保するため非公開とする必要の

あるもの 

・補助金の内定通知等、審議中の法律改正案に

係る解釈指針等についての情報のうち、これ

に当たるもの 

⑷ 国等との会議等に際して作成し、

又は取得した情報のうち、国等のと

の協力関係を確保するため非公開

とする必要のあるもの 

・会議資料・会議記録等に記録された国等の事

務又は事業の実施状況・方針・懸案事項・検

討中の案・調査結果等のデータ等についての

情報 

・会議出席者の発言内容等についての情報のう

ちこれに当たるもの 

⑸ その他市が実施する事務又は事

業について作成し、又は取得した情

報のうち国等との協力関係を確保

するため非公開とする必要のある

もの 

 

２ 国等が実施

する事務又は

事業について

⑴ 調査等について、国等から示され

た調査の目的・内容・方法等につい

ての情報のうちこれにあたるもの 

・小規模小売店舗の概要調査 

・ラスパイレス指数変動分析調査 
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国との協議、

依頼等に基づ

き作成し、又

は取得した情

報であって、

公開すること

により、国等

との協力関係

を著しく害す

るおそれのあ

るもの 

⑵ 調査等の結果についての情報で

あって、国等において統一的に公表

する必要があるとされているもの

及び国等において公表するまで公

表してはならない旨の指示がある

もの 

 

⑶ 国等の事務又は事業に係る方針、

市に対する指導等の内容等につい

ての情報のうち、これに当たるもの 

 

⑷ 国等からの意見聴取等に基づき

提出した要望書等、国等の発意に基

づき作成し、又は取得した情報のう

ち、これに当たるもの 

 

⑸ 市から提供した情報であって、国

等での政策立案等の資料として用

いられるもので、これに当たるもの 

 

 

 

（２）本号に該当せず公開となる情報 

 

公開となる可能性が高い情報 

       分 類 情報の具体例 

協力関係及び信頼関係が問題とならな

いもの 

・法律に基づき実施される事業 

・市の負担により支出されたもの 

・契約等により守秘義務を負っている場合でも、市民の生命、健

康等に重大な被害を及ぼす緊急かつ明白なおそれがある事項 
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第７条第７号 事務事業の執行に関する情報 

 

(１) 本号に該当して非公開となる情報 

【注】 「支障」の程度については、抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が要求さ

れる。また、「適正」という要件を判断するに際しては、公開のもたらす支障のみならず、公開のもた

らす利益も比較衡量しなけれなならない。 

    よって、この表にある具体例においてもその適用に際しては、公益上の公開の必要性も考慮して、

慎重に判断する必要がある。 

 

非公開となる可能性が高い情報 

      分 類 情報の具体例 

ア 監査、検査、取締り又は試験に 

係る事務に関し、正確な事実の把

握を困難にし、又は違法若しくは

不当な行為を容易にし、若しくは

その発見を困難にすると認められ

るもの 

・実施前の試験問題・採点基準、実施前の入札予定価格等 

・過去の試験問題等に関する情報で将来の試験の出題傾向が推定さ

れるもの 

・立入り検査等の計画の内容（実施日時、対象地区、検査項目、検

査方法等） 

・商品テスト事業実施計画 

・医療監視の実施計画 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務

に関し、市の財産上の利益又は当

事者としての地位を不当に害する

と認められるもの 

・土地の購入に係る計画の内容・土地の所在・交渉の相手方・交渉

の方針等 

・買収・売却予定地の市内部での評価額等 

・購入予定品目及び数量、市内部での見積り等 

・用地買収・損失補償等に係る交渉等対外的交渉に係る市の方針等 

・訴訟その他の争訟事案に係る市の処理方針・顧問弁護士との打合

せの内容・準備書面等に関する情報 

・損害賠償・損失補償等に係る交渉等対外的交渉に係る市の方針等 

ウ 調査研究に係る事務に関し、そ

の公正かつ能率的な遂行を不当に

阻害すると認められるもの 

 

エ 人事管理に係る事務に関し、公

正かつ円滑な人事の確保に支障を

及ぼすと認められるもの 

 

オ 市が経営する企業に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利

益を害すると認められるもの 

 

カ その他当該事務又は事業の性質

上、その適正な遂行に著しい支障

を及ぼすと認められるもの 

・事務事業の実施基準、実施の経過等に関する情報であって、公開

することにより、以後の同種の事務事業の公正又は適正な執行に

著しい支障が生じると認められるもの 

・その他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に著しい支障

を及ぼすと認められるもの 

 

 

 



米子市情報公開条例 公開・非公開判断基準 

- 68 - 

(２) 本号に該当せず公開となる情報 

 

公開となる可能性が高い情報 

      分 類 情報の基準 

入札・契約手続における透明 

性及び公平性の確保のため、

公開すべきとされる情報 

(平成９年12月10日建設省通知) 

・明確な指名基準及びそれを具体的に補完する運用基準並びに指名停止基

準の策定及び公表 

・指名結果、入札経過及びその結果並びに発注標準の公表 

 

(平成10年４月１日建設省通知) 

・予定価格の事後公表 

・コストの内訳 

・低入札価格調査を実施した工事については、その結果 

・等級の公表を検討すること 

 

(平成11年１月19日建設省通知) 

・発注標準等の公表 

・多様な入札・契約方式の導入における民間からの技術提案についての審

査における審査結果の理由説明等 

・積算内訳 

・等級の公表を行うこと 

総括事項 ・事務事業情報で、法令上提出が義務づけられている情報（個人情報・法

人情報を除く。） 

・事務事業情報で、法に基づく検査・監査等により入手した資料、監査結

果（個人情報・法人情報を除く。） 

・事務事業情報で、相手方の同意を得ずに容易に入手できる資料 

・事務事業情報で、市民の生命、身体、健康、生活等に関する文書 

・事務事業情報で、議会に提供した資料（これと同等の情報を含む。） 

・補助金データ等客観的事実 

・観測データ等客観的事実 

・情報が確定的な統計資料 

・住民監査請求の一件記録のうち関係人の事情聴取書 

・公開しないとの条件で地権者の同意を得て行った地質調査について、地

元に強い反対もないこと、いずれは地質調査が必要となることなどを考

慮して公開となるもの 

行政処分 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に対する行政処分の内容（法人

名を含む。） 

行政指導 ・許認可権を背景にした開発行為等に関する行政指導 

・河川法による強制力が担保される場合の行政指導 

・産業廃棄物処理場に関する行政指導の内容（法人名を除く。） 

・マンション建築に際しての中高層建築物に関する指導要綱の協議書理由

書及び経緯書 
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議会や各種委員会の議事録 

 

・住民の傍聴を許している会議の議事録 

・公聴会の議事録 

・土地区画整理審議会の議事録 

・都市計画地方審議会の会議録のうち、事務局説明部分 

・国、公共団体の所管する各種委員会の議事録等 

用地買収に関する情報 ・用地買収に関する土地の表示（所在地、地目、面積）、債権者住所氏名、

支出費目支出方法 

教育関係 ・職員会議録は、一律非公開でなく、個々の内容によって具体的に判断 

・いじめ・体罰等の事故報告書は、個人を識別可能にする部分を除き公開

（学校名、事故の概要、けがの程度は公開） 

・差別事象が発生した学校名（個人名、イニシャルは非公開） 

公用車 ・公用車の運転日誌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

     

    東京都・情報公開事務の手引き(改訂版)・平成１６年３月発行 

    町田市・情報公開ハンドブック・平成１８年８月発行 

 

    『情報公開法の逐条解説』宇賀克也 

    『新・情報公開法の逐条解説』宇賀克也 

    『情報公開』松井茂記 

    『情報公開制度 改善のポイント（総務省・情報公開法制度運営検討会報告）』財団法人 行政管理

研究センター 
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米子市情報公開条例施行規則 （平成17年米子市規則第16号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例第２２号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公開請求書の様式） 

第２条 条例第６条第１項の公開請求書の様式は、別記様式第１号に定めるとおりとする。 

（公開請求者に対する通知） 

第３条 条例第１１条第１項及び第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる公開請求に

対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。 

⑴ 公文書の全部を公開するとき。 公文書公開決定通知書（別記様式第２号） 

⑵ 公文書の一部を公開するとき。 公文書一部公開決定通知書（別記様式第３号） 

⑶ 公文書の全部を公開しないとき。 公文書非公開決定通知書（別記様式第４号） 

２ 条例第１２条第２項の規定による通知は、公文書公開決定等延長通知書（別記様式第５

号）により行うものとする。 

３ 条例第１２条第３項の規定による通知は、公文書公開決定等特例延長通知書（別記様式

第６号）により行うものとする。 

（第三者に対する通知） 

第４条 条例第１３条第１項の規定による通知は、公文書公開第三者意見照会書（別記様式

第７号）により行うものとする。 

２ 条例第１３条第２項の規定による通知は、公文書公開第三者意見照会書（別記様式第８

号）により行うものとする。 

３ 条例第１３条第４項の規定による通知は、公文書公開決定第三者通知書（別記様式第９

号）により行うものとする。 

第５条 削除 

（公開１件の単位） 

第６条 条例第１５条第３項の公文書の公開１件とは、次の各号に掲げる公文書の種別の区

分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 文書（簿冊等に綴ってあるもの） 当該簿冊等のうち公開請求に係る件名を一にする

もの 

⑵ 文書（簿冊等に綴ってないもの） 事案決定手続等を一にするもの。ただし、１枚の

文書に複数の事案決定手続等を伴うものにあっては、１枚 

⑶ フィルム 事案決定手続等を一にするもの 

⑷ 録音テープ及びビデオテープ １巻 

⑸ 電磁的記録（前号に該当するものを除く。） １ファイル 

（費用の負担） 

第７条 条例第１５条第４項の規定により公開請求者の負担とする公文書の写しの送付に要

する費用の額は、当該送付に要する費用の実額とする。 

（条例の施行の状況について公表する事項） 

第８条 条例第２１条の規定による条例の施行の状況の公表は、次に掲げる事項について行 

うものとする。 
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⑴ 公開請求の件数 

⑵ 公開、非公開別の件数 

⑶ 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する裁決の内容 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項 

附 則 

この規則は、平成１７年３月３１日から施行する。 

附 則（平成１８年２月２０日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日規則第６号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２８年３月２５日規則第２１号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （米子市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の米子市情報公開条例施行規則（次項及び第４項において「改

正後の規則」という。）第７条第１項第２号の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例第２２号）第１１条第１項の

規定によりその全部又は一部を公開することと決定された公文書の写しの作成に係る費用

について適用し、施行日前に同項の規定によりその全部又は一部を公開することと決定さ

れた公文書の写しの作成に係る費用については、なお従前の例による。 

３ 米子市個人情報保護条例施行規則第９条第１項において準用する改正後の規則第７条第

１項第２号の規定は、施行日以後に米子市個人情報保護条例（平成１７年米子市条例第２

３号）第１７条第１項の規定によりその全部又は一部を開示することと決定された保有個

人情報の写しの作成に係る費用について適用し、施行日前に同項の規定によりその全部又

は一部を開示することと決定された保有個人情報の写しの作成に係る費用については、な

お従前の例による。 

４ 米子市情報公開条例第２１条の規定による平成２７年度における同条例の施行の状況の

公表に係る改正後の規則第８条の規定の適用については、同条第３号中「審査請求」とあ

るのは「不服申立て」と、「裁決」とあるのは「決定」とする。 

附 則（令和元年３月２７日規則第５号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 （米子市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の米子市情報公開条例施行規則第６条及び第７条並びに別記

様式第１号から第３号までの規定は、この規則の施行の日以後に行う公開請求（米子市情

報公開条例（平成１７年米子市条例第２２号）第５条に規定する公開請求をいう。以下同

じ。）並びに当該公開請求に対する公文書（同条例第２条第２号に規定する公文書をいう。

以下同じ。）の公開の実施及び公文書の公開に係る費用について適用し、同日前に行った公

開請求並びに当該公開請求に対する公文書の公開の実施及び公文書の公開に係る費用につ

いては、なお従前の例による。 
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別記 

様式第１号（第２条関係） 
 

公文書公開請求書 

年  月  日  

米子市長      様 

    請求者 住所（所在地）            

             氏名（名称及び代表者名）       

（電話番号          ） 

 

 米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例第２２号）第５条の規定により、

次のとおり公文書の公開を請求します。 
 

１ 請求する公文書の件名及び内容 

 

２ 公開の方法の区分 

（１）閲覧・聴取・視聴   （２）写しの交付   （３）写しの送付 

 〔写しの種類：①用紙（モノクロ） ②用紙（カラー） ③ＣＤ－Ｒ ④ＤＶＤ－Ｒ〕 

３ 請求者の区分 

（１）市内に住所を有する者 

（２）市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人等 

（３）市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

（４）市内に存する学校に在学する者 

（５）市が行う事務又は事業に利害関係を有する者 

   （利害関係の内容                       ） 

（６）その他 

（注意事項） 

１ 各欄に必要事項を記入し、該当する番号に○印を付けてください。 

２ 「請求する公文書の件名及び内容」は、なるべく具体的に記入してください。 
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様式第２号（第３条関係） 
 

公文書公開決定通知書 

年  月  日  

 

        様 

米子市長        印  

 

    年  月  日付けで請求のありました公文書の公開について、次の

とおり公開することに決定しましたので、米子市情報公開条例（平成１７年米子

市条例第２２号）第１１条第１項の規定により通知します。 

 
１ 公開請求書受付日 

      年  月  日 

２ 公開の方法   

（１）閲覧・聴取・視聴   （２）写しの交付   （３）写しの送付 

〔写しの種類：①用紙（モノクロ） ②用紙（カラー） ③ＣＤ－Ｒ ④ＤＶＤ－Ｒ〕 

３ 公開請求のあった公文書の件名及び内容 

 

４ 公開する公文書の件名及び内容 

 

５ 公開の実施 

（１）日時     年  月  日（  ）   時  分 

 （２）場所 

 

 

〔教示文記載〕 

 

（注意事項） 

   １ 指定された日時及び場所に来ることができないときは、あらかじめ連絡して

ください。 

２ 公開を受ける際には、この通知書を提示してください。 
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様式第３号（第３条関係） 
 

公文書一部公開決定通知書 

年  月  日  

 

        様 

米子市長        印  

 

    年  月  日付けで請求のありました公文書の公開について、次のと

おり一部公開することに決定しましたので、米子市情報公開条例（平成１７年米

子市条例第２２号）第１１条第１項の規定により通知します。 

 

１ 公開請求書受付日 
      年  月  日 

２ 公開の方法 
（１）閲覧・聴取・視聴   （２）写しの交付   （３）写しの送付 

〔写しの種類：①用紙（モノクロ） ②用紙（カラー） ③ＣＤ－Ｒ ④ＤＶＤ－Ｒ〕 

３ 公開請求のあった公文書の件名及び内容 
 

４ 公開する公文書の件名及び内容 
 

５ 公開の実施 

（１）日時     年  月  日（  ）   時  分 
（２）場所 

６ 公開しないと決定した部分及びその程度 
 

７ 一部を公開しない理由 
 

８ 一部を公開しない理由が消滅する時期 
 

 

〔教示文記載〕 

 

（注意事項） 

１ 指定された日時及び場所に来ることができないときは、あらかじめ連絡して

ください。 

２ 公開を受ける際には、この通知書を提示してください。 
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様式第４号（第３条関係） 
 

公文書非公開決定通知書 

年  月  日  

 

        様 

米子市長        印  

 

    年  月  日付けで請求のあった公文書の公開について、次のとお

り公開しないことに決定しましたので、米子市情報公開条例（平成１７年米子市

条例第２２号）第１１条第２項の規定により通知します。 

 
１ 公開請求書受付日 

      年  月  日 

２ 決定の内容   

（１）非公開 

（２）不存在 

（３）存否不応答（米子市情報公開条例第１０条該当） 

３ 公開請求のあった公文書の件名及び内容 

 

４ 公開しない理由 

 

５ 公開しない理由が消滅する時期 

 

 

 

〔教示文記載〕 
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様式第５号（第３条関係） 
 

公文書公開決定等延長通知書 

年  月  日  

 

        様 

米子市長        印  

 

    年  月  日付けで請求のあった公文書の公開について、公開決定

等を次のとおり延長しますので、米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例第

２２号）第１２条第２項の規定により通知します。 

 
１ 公開請求書受付日 

      年  月  日 

２ 公開請求のあった公文書の件名及び内容 

 

３ 延長する期間 

日間（延長後の期限     年  月  日） 

４ 延長の理由 
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様式第６号（第３条関係） 
 

公文書公開決定等特例延長通知書 

年  月  日  

 

        様 

米子市長        印  

 

    年  月  日付けで請求のあった公文書の公開について、一部の公

開決定等を次のとおり延長しますので、米子市情報公開条例（平成１７年米子市

条例第２２号）第１２条第３項の規定により通知します。 

 
１ 公開請求書受付日 

      年  月  日 

２ 公開請求のあった公文書の件名及び内容 

 

３ 公開決定等を延長する公文書の件名及び内容 

 

４ 延長する期間 

日間（延長後の期限     年  月  日） 

５ 延長の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 

 

様式第７号（第４条関係） 
 

公文書公開第三者意見照会書 

年  月  日  

 

        様 

米子市長        印  

 

米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例第２２号）に定めるところにより

公開請求のあった公文書に、あなたに関する情報が記録されています。 

つきましては、同条例第１３条第１項の規定により、その公文書を公開するか

どうかの判断の参考にするため意見を聴きたいと思いますので、意見があれば、

下記により意見書を提出してください。 

 
１ 公開請求のあった公文書の件名及び内容 

 

２ あなたに関する情報の内容 

 

３ 意見書の提出先 

 

４ 提出期限 

      年  月  日（  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

提出期限までに回答がない場合は、意見のないものとして取り扱います。 
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様式第８号（第４条関係） 
 

公文書公開第三者意見照会書 

年  月  日  

 

        様 

米子市長        印  

 

米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例第２２号）に定めるところにより

公開請求のあった公文書に、あなたに関する情報が記録されており、本市として

は、下記の理由により当該公文書を公開しようと考えています。 

つきましては、同条例第１３条第２項の規定により意見書を提出することがで

きますので、意見があれば、下記により意見書を提出してください。 

 
１ 公開請求のあった公文書の件名及び内容 

 

２ あなたに関する情報の内容 

 

３ 公開しようとする理由 

 

４ 意見書の提出先 

 

５ 提出期限 

      年  月  日（  ） 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

提出期限までに回答がない場合は、意見のないものとして取り扱います。 
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様式第９号（第４条関係） 
 

公文書公開決定第三者通知書 

年  月  日  

 

        様 

米子市長        印  

 

あなたが反対意見書を出された公文書の公開に対して、次のとおり公開するこ

とに決定しましたので、米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例第２２号）

第１３条第４項の規定により通知します。 

 
１ 反対意見書受付日 

      年  月  日 

２ 公開決定日 

      年  月  日 

３ 公開請求のあった公文書の件名及び内容 

 

４ 公開されるあなたに関する情報の内容 

 

５ 公開決定の理由 

 

６ 公開実施日 

     年  月  日（  ） 

 

 

〔教示文記載〕 
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１ 趣旨 
 
  この要領は、米子市が行う情報公開制度に関する具体的な事務処理、取扱い等につ

いて必要な事項を定めたものです。 

  情報公開制度に関する基本的な考え方は、米子市情報公開条例（平成17年米子市条

例第22号。以下「条例」という。）及び米子市情報公開条例施行規則（平成17年米子市

規則第17号。以下「規則」という。）を参照してください。 

 

２ 用語の定義  
 
  この要領で使用する用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例によります。 

 

３ 総合窓口 
 
  総務部総務管財課（以下「総務管財課」という。）に情報公開に係る総合窓口を設置

し、情報公開制度に係る総合調整を行います。 

 

４ 情報公開制度に関する事務分担 
 

⑴ 総務管財課が所掌する事務 

総務管財課が行う事務は、次のとおりとします。 

①  情報公開制度についての総合的な案内及び相談に関すること。 

② 情報公開制度についての連絡調整に関すること。 

③ 情報公開制度の運用状況の作成及び公表に関すること。 

④ 情報公開制度に係る不服申立てに関すること。 

⑤ 米子市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に関するこ
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と。 

⑥ その他情報公開制度に関すること。 

 
⑵ 所管課が所掌する事務 

   公文書を作成、管理している課（課に相当する組織を含む。以下「所管課」とい

う。）が行う事務は、次のとおりとします。 

①  ファイル名等の登録、変更及び廃止に関すること。 

②  公文書公開請求書（以下「請求書」という。）の受付に関すること。 

③  公文書公開請求（以下「公開請求」という。）に対する公開等の決定に関する

こと。 

④  公文書の公開に係る手数料の徴収及び還付に関すること。 

⑤  公文書の写しの送付に要する費用の徴収及び還付に関すること。 

 

５ 公文書公開請求に係る事務 
 

⑴ 請求に対する相談・案内 
 
   公開請求についての総合的な案内及び相談は、総務管財課に設置する総合窓口に

おいて応じるものとします。ここでは、実施機関がどのような公文書を管理してい

るかを明らかにするため、ファイル一覧表等を備え置き、来庁者がいつでも閲覧す

ることができるようにします。 

請求書の受付は、公開請求の対象となる公文書の所管課で行いますが、公開請求

をしようとする者が総合窓口へ来た場合は、総務管財課は、公開を求める公文書が

具体的にどのようなものであるかを聴き取り、当該公文書の所管課を特定し、案内

するものとします。 

なお、原則一請求に対して一決定であることから、所管課は一つですが、請求が

一括でされた場合等には、例外的に複数の課が所管課になり、それぞれで公開等の

決定をすることもあり得ます。 

 
⑵ 請求に係る事務 

 
ア 公文書の特定に必要な事項の聴取 

    所管課は、公開請求をしようとする者から、当該公開請求に係る公文書の特定

に必要な事項の聴取りを行うものとします。 
 

イ 条例に基づく請求であることの確認 

    所管課は、公開請求をしようとする者の求める公文書が、条例により対応すべ

きものであるか否かについて、次の手順により確認するものとします。 

① 対象公文書であることの確認 

     公開請求をしようとする者の求める公文書が条例第２条第２号に規定する公

文書であることを確認します。 

② 条例第16条に該当する公文書でないことの確認 
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条例第16条に該当する公文書については、この条例は、適用しません。した

がって、公開請求をしようとする者の求める公文書がこれに該当するかどうか

を確認する必要があります。 

③ 他の制度により公開することができるかどうかの確認 

他の制度により公開することができ、かつ、その制度を利用する方が簡便で

ある場合には、それにより対応します。また、任意の情報提供で対応が可能な

場合にも、同様とします。 
 

ウ 請求書の記載内容の確認 

所管課は、公開請求をしようとする者に請求書の記入を求め、その提出を受け

る際は、次の事項について確認を行うものとします。 

① 「請求者住所・氏名」欄は、公開請求をしようとする者及び公開可否決定の

通知先を特定するために正確に記載されていること。 

② 「請求する公文書の件名及び内容」欄は、公文書を特定するために必要な事

項が具体的に記載されていること。 

③ 「公開の方法の区分」欄は、該当する項目のいずれかに○が付けられており、

それが条例第14条第２項の規定に適合していること。（閲覧をした上で必要部分

のみの写しの交付を求める場合には、閲覧と写しの交付の両方に○が付けられ

ていること。また、写しの交付又は写しの送付を求める場合には、写しの種類

のいずれかに○が付けられていること。） 

なお、「公開の方法の区分」欄の記載が条例第14条第２項の規定に適合してい

ないことを理由として、当該公開請求を却下することはできません。しかし、

請求者には、本市の情報公開制度への理解を求める観点から、公開の方法につ

いて説明し、条例第14条第２項の規定に適合する項目に○を付けるよう指導し

てください。 

④ 「請求者の区分」欄は、該当する項目のいずれかに○が付けられていること。 
 

エ 補正の指導等 

所管課は、請求書の提出を受ける際に、当該請求書に書き漏れ、誤り、不明確

な点等不備な箇所がある場合には、条例第６条第１項の規定に基づき請求書を提

出した者（以下「請求者」という。）に対し、当該箇所を補正するよう指導するも

のとします。原則として、所管課において訂正はしません。 

なお、請求者が補正に応じず、そのまま請求書を提出する旨の意思を明確に示

した場合は、請求書は、そのまま受領するものとします。（当該請求については却

下する形で処理するものとします。） 

また、請求者が事前相談に応じないような場合は、事前相談なしに請求書を受

領するものとします。 
 

オ 請求書の受付 

所管課は、アからエまでの手続後、請求書を受け付け、請求書の写しを請求者

に渡します。 

なお、請求書を受け付ける段階で次のようなことが分かった場合でも、請求の
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内容審査をする必要があるので、当該請求書を受け付けるものとします。（内容審

査により、不適法と判断されれば、当該請求を却下する形で処理するものとしま

す。） 

① 請求に係る公文書が対象公文書でないこと。 

② 他の制度により、公文書の公開ができること。 
 

カ 請求者に対する説明 

所管課は、次の事項を請求者に説明します。 

① 請求に対する公開等の決定期間について 

ａ 決定には、当該請求に係る公文書の検索や公開等の検討のために、請求書

の提出を受けた日の翌日から起算して最長15日の日数がかかる場合があるこ

と。 

ｂ 決定期間は、やむを得ない理由により、30日間を限度として延長すること

もあり、その場合は、後日その期間及び理由を公文書公開等決定延長通知書

（以下「延長通知書」という。）で通知すること。 

② 決定通知について 

ａ 請求に対する公開等の決定は、書面により通知すること。 

ｂ 請求者に公文書公開決定通知書（規則別記様式第２号）、公文書一部公開決

定通知書（規則別記様式第３号）、公文書非公開決定通知書（規則別記様式第

４号）（以下「決定通知書」と総称する。）が到達するのは、郵便事情等によ

り、条例で定める決定期間を超える場合があること。 

ｃ 公開の実施の日時及び場所は、可能である限り、事前に請求者と調整をし、

決定したものを決定通知書に記入すること。（請求者と調整を行うことができ

ない場合は、所管課が決定し、決定通知書に記入すること。） 

③ 費用の負担について 

ａ 公開に当たり写しの交付が必要な場合は、条例第15条第２項に規定する手

数料が必要であること。さらに、写しの送付を求める場合は、当該送付に要

する費用が必要であること。 

ｂ 請求者区分が「その他」の者については、公開１件について条例第15条第

３項に規定する手数料が必要であること。 

ｃ ａ及びｂの手数料及び費用は、公文書の写しの交付又は送付を受ける前に

納付すること。 
 

キ 郵送、ファクシミリ又は電子申請による請求の取扱い 

 所管課は、遠隔地の請求者の利便等を考慮して、郵送、ファクシミリ又は電子

申請による請求も受け付けます。（電子メールによる請求は受け付けません。）た

だし、請求対象となる公文書の特定が困難なものについては、請求者に内容を確

認し、必要な場合は、補正を求めるものとします。 

 なお、郵送、ファクシミリ又は電子申請による請求の場合、オによる請求者へ

の請求書の写しの送付は行いません。（郵便による送付は、郵送に要する費用を請

求者に負担させることを想定していないことから、行いません。また、ファクシ
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ミリによる送信は、送信先の状況がわからないため、送信することが個人情報の

漏えいにつながる可能性があること、また、送信先における用紙への印刷に要す

る経費を請求者に負担させることとなることから、行いません。なお、電子申請

については、実施機関がシステムで受理処理を行うときに請求者に受理通知メー

ルを送信するため、行いません。） 

 
⑶ 公開等の決定に係る事務 

 
ア 請求に係る公文書の検索・内容の検討 

    所管課は、請求書の内容を確認の上、当該請求に係る公文書を検索して取り出

し、当該請求に係る公文書に記録されている情報が非公開情報（条例第７条各号）

に該当するかどうか等について慎重に検討するものとします。 
 

イ 第三者からの意見聴取 

    公開請求に係る公文書に第三者（本人以外の者）に関する情報が記録されてい

る場合には、その部分について請求者の請求に応じるか否かについて慎重かつ公

正な判断を行うために、必要に応じて当該第三者の意見を聴くものとします。意

見照会は、書面で行うこととし、公文書公開第三者意見照会書（規則別記様式第

７号）により行うこととします。 

    ただし、第三者に関する情報が含まれている公文書を公開しようとする場合で、

次に掲げる条件に該当するときは、必ず当該第三者の意見を聴きます。その場合

には、公文書公開第三者意見照会書（規則別記様式第８号）により行うこととし

ます。このとき、当該照会書の「公開しようとする理由」欄は、非公開情報に該

当しない理由又は公開することの公益性を具体的に詳細に記載します。 

ａ 条例第７条第１号イ又は同条第２号ただし書の規定に該当するとき。 

ｂ 条例第９条の規定により公開しようとするとき。 
 

ウ 内部調整 

    所管課は、公開請求に係る公文書の内容が所管課以外の課にも関係する場合は、

必要に応じ関係課と協議し、調整するものとします。 
 

エ 公開決定等事務 

    公開請求に対する公開等の決定手続は、起案により行うものとします。起案文

書には、次に掲げる書類を添付し、決裁に当たっては、必要に応じ関係課に合議

するものとします。 

    また、やむを得ない理由により公開等の決定期間を延長するときも、同様の決

定手続を行うものとします。 

① 請求書（公開等の決定期間を延長する場合は、請求書の写し） 

② 決定通知書の案又は延長通知書の案 

③ 請求のあった公文書の写し（可能な場合） 

④ その他公開等の決定の参考となる資料 
 

オ 決定通知書の記入方法 
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    決定通知書の記入方法は、次のとおりとします。 

① 「年月日」は、当該決定のあった日を記入してください。 

② 公文書公開決定通知書及び公文書一部公開決定通知書の「公開の方法」欄及

び公文書非公開決定通知書の「決定の内容」欄は、該当する項目に○を付けて

ください。 

  なお、公文書の公開は、条例第14条第２項の規定に適合する公開の方法によ

り行わなければなければなりません。したがって、仮に、請求書の「公開の方

法の区分」欄に記載された公開の方法が条例第14条第２項の規定に適合してい

なかったとしても、決定通知書には同項に適合する公開の方法を記載した上で

公開を実施することとなります。 

③ 「公開請求のあった公文書の件名及び内容」欄は、請求書に記載されている

内容をそのまま又は請求者が請求した内容であることが分かる程度に要約して

記入してください。 

④ 公文書公開決定通知書及び公文書一部公開決定通知書の「公開する公文書の

件名及び内容」欄は、請求に対してどのような決定（公文書の特定）がなされた

か分かるよう具体的に記入してください。 

⑤ 公文書公開決定通知書及び公文書一部公開決定通知書の「（公開の）日時」欄

は、公開を実施する日時について、電話等で請求者の希望を確認の上、所管課

の事務執行上の都合を考慮して決定し、記入してください。 

  なお、公開決定又は一部公開決定を行うに際して第三者から意見聴取を行い、

反対意見書が出された場合には、当該公開決定又は一部公開決定の日から公開

を行う日までの間に、当該第三者が不服申立手続を講ずるのに相当な期間（２

週間以上）を確保するものとします。 

  ただし、開示方法が写しの送付の場合は、公開を実施する日時等の調整は必

要ありませんが、「公開の実施」欄に「写しの送付」と記入してください。 

⑥ 公文書一部公開決定通知書の「公開しないと決定した部分及びその程度」欄

は、公開しない部分にどのような情報が含まれているか分かるよう具体的に記

入してください。 

⑦ 公文書公開決定通知書及び公文書一部公開決定通知書の「（公開の）場所」欄

は、原則として「○○課（米子市役所本庁舎○階）」のように所管課の場所を記

入してください。なお、開示方法が写しの送付の場合は、公開場所の記載は必

要ありませんが、「公開の実施」欄に「写しの送付」と記入してください。 

⑧ 公文書一部公開決定通知書及び公文書非公開決定通知書の「（一部を）公開し

ない理由」欄は、適用する条項（条例第７条第○号該当）と、その詳しい理由

を記入してください。理由は、「事務に支障があるため」のような漠然とした理

由ではなく、具体的な支障の内容を詳細に記入します。 

     また、複数の条項に該当する場合又は複数の理由がある場合には、代表で一

つだけ記入するのではなく、必ず該当する全ての条項又は理由を列記します 

   ⑨ 公文書一部公開決定通知書及び公文書非公開決定通知書の「（一部を）公開し

ない理由が消滅する時期」欄は、後日、公開しない理由が消滅する期日が明ら
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かにできるときは、その期日を記入してください。複数の公開しない理由があ

る場合には、全ての理由が消滅する時期を記入するものとします。また、期日

を明らかにすることができないときは、「なし」と記入してください。 
  
 カ 公文書公開第三者意見照会書の記入方法 

   ① 「公開請求のあった公文書の件名及び内容」欄は、請求書に記載されている

内容をそのまま又は請求者が請求した内容であることが分かる程度に要約して

記入してください。 

   ② 「あなたに関する情報の内容」欄は、第三者に関する情報の内容及び公文書

名をそのまま又は第三者が分かる程度に要約して記入してください。 

   ③ 「公開しようとする理由」欄（規則別記様式第８号のみ）は、公開の公益性

を具体的に記入してください。 

④ 「意見書の提出先」欄は、所管課の名称、所在地及び電話番号を記入してく

ださい。 

   ⑤ 「提出期限」欄は、回答に要する相当な期間を考慮した上で記入してくださ

い。 

     なお、相当な期間とは、最大限、２週間程度と考えます。 
 

キ 公文書公開決定第三者通知書の記入方法 

    反対意見書が出された公文書を公開するときは、公文書公開決定第三者通知書

（規則別記様式第９号）により当該第三者に通知します。当該通知書の記入方法

は、次のとおりとします。 

① 「年月日」は、当該第三者に通知する日を記入してください。 

② 「反対意見書受付日」欄は、反対意見書を市が受け付けた日（到達日）を記

入してください。 

③ 「公開決定日」欄、「公開請求のあった公文書の件名及び内容」欄及び「公開

実施日」欄は、反対意見書が出された公文書の公開に係る公文書公開決定通知

書又は公文書一部公開決定通知書の内容と同様に記入してください。 

④ 「公開されるあなたに関する情報の内容」欄は、公開される情報の内容が当

該第三者に分かるよう具体的に記入してください。 

⑤「公開決定の理由」欄は、公開しようとする公文書に記録されている情報が非

公開情報に該当しない理由又は公開の公益性を具体的に記入してください。 
 

ク 公文書公開決定等延長通知書の記入方法 

    公文書公開決定等延長通知書（規則別記様式第５号）の記入方法は、次のとお

りとします。 

① 「年月日」は、当該決定のあった日を記入してください。 

② 「公開請求のあった公文書の件名及び内容」欄は、請求書に記載されている

内容をそのまま又は請求者が請求した内容であることが分かる程度に要約して

記入してください。 

③ 「延長する期間」欄は、30日を限度とし、公開等の決定を行うことができる

期間を記入してください。 
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④ 「延長後の期限」欄は、請求を受けた日の翌日から起算して45日を限度とし

て、公開等の決定を行うことができる期限の年月日を記入してください。 

⑤ 「延長の理由」欄は、決定期間の延長を必要とする理由を具体的に記入して

ください。 
 

ケ 決定権者 

    公開請求に対する決定に係る決定権者（以下「決定権者」という。）は、米子市

事務専決及び代決規程（平成17年米子市訓令第２号）の定めるところによります。 
 

コ 決定通知書等の送付 

    所管課は、公開請求に対する公開等を決定したとき、又は決定期間の延長等を

決定したときは、速やかに、決定通知書又は延長通知書等を送付してください。 

 
⑷ 公開の実施に係る事務 

 
ア 請求者の確認 

    所管課は、公文書の公開を受けるため来庁した者に対し、決定通知書の提示を

求め、請求者の確認を行います。決定通知書の提示がない場合には、請求者であ

ることの確認ができないものとして、公文書の公開は行いません。 
 

イ 公開の実施 

    所管課は、決定した公開方法により、請求に係る公文書の公開を行うものとし

ます。 
 

ウ 閲覧・聴取・視聴の方法 

    公文書の閲覧・聴取・視聴は無料ですが、請求者が条例第15条第３項に規定す

る手数料を納付すべき者である場合には、所管課は当該手数料を徴収し領収証を

発行します。 

公文書の閲覧・聴取・視聴により公文書の公開を受ける者は、当該公文書を汚

損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければなりませんので、所

管課は、公開の実施中にこの取扱いに違反し、又は違反するおそれのある者に対

しては、当該公文書の閲覧・聴取・視聴を中止し、又は禁止することができます。 

    閲覧時に、請求者が持参したスキャナ、カメラ等を使用することについては、

公文書の破損等を生じないこと、庁舎管理上の問題が生じないことや他の窓口利

用者への支障等を来さないこと等を条件に、原則認めるものとします。ただし、

請求者が持参したスキャナ等を使用する際、庁舎内の電源を使用することは、市

がその経費を負担することとなるため、認めません。 

    聴取・視聴時に、請求者が持参したＩＣレコーダー、ビデオ等を使用すること

については、聴取・視聴の対象となる公文書（録音テープ・音声ファイル、ビデ

オテープ・動画ファイル）を写しの交付の対象としていない条例の趣旨を踏まえ、

認めません。 
 

エ 写しの交付の方法 

    所管課は、公文書の写しを交付するときは、条例第15条第２項に規定する手数
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料を徴収し領収証を発行します。また、請求者が条例第15条第３項に規定する手

数料を納付すべき者である場合には、当該手数料も同様に徴収します。 

公文書の写しの交付は、実施機関が保有する機器又は電子計算システムにより

実施することができる方法で行います。また、情報セキュリティの観点から、電

磁的記録の写しを作成する際に使用する光ディスクは、実施機関が用意すること

とし、請求者が持参したものは使用しません。 

    なお、写しの交付部数は、１件の公開請求につき１部とします。 
 

オ 写しの送付の方法 

    請求者が郵送により写しの交付を受ける場合は、所管課は、次のとおり手続を

行います。 

① 請求者に決定通知書を送付するとともに、電話等で次の事項を連絡するもの

とします。 

ａ 写しの交付に係る手数料及び写しの送付に要する費用の前納 

ｂ 条例第15条第３項に規定する手数料の前納（請求者が当該手数料を納付す

べき者である場合に限る。） 

② 請求者から①のａ及びｂが行われたことを確認した後、速やかに、当該公文

書の写しと領収証を請求者に郵送します。 
 

カ 手数料等の還付 

  写しの交付に係る手数料及び写しの送付に要する費用は、納付後は、原則とし

て還付しません。 

しかし、市長がやむを得ない事情があると認める場合には、例外的に還付する

ことができます。所管課は、やむを得ない事情があるかどうかを慎重に判断しま

す。 

 

６ 不服申立てに係る事務 
 

⑴ 条例による処分に対する不服申立て 

    条例による処分についての不服申立ては、行政不服審査法（平成26年法律第68号）

に基づく審査請求により行われます。具体的には、次の場合が考えられます。 

① 公開請求に対する処分に対する請求者からの審査請求 

② 不作為（条例第12条第１項、第２項又は第３項に規定する期間内に決定を行わ

なかった場合）に対する請求者からの審査請求 

③ 公開決定に対する第三者からの審査請求 

 
⑵ 審査請求の窓口 

   審査請求は、公開請求に対する公開等の決定を行った処分庁（実施機関）が審査

庁となりますので、当該審査庁（当該実施機関）に審査請求書を提出することによ

り行われます。審査請求書は、各実施機関でその提出を受けますが、実施機関が市

長の場合は総務管財課が、教育委員会の場合は教育総務課が、水道事業管理者の場

合は総務課が受けるものとします。 
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⑶ 審査請求書の記載内容の確認 

   総務管財課（審査庁）（市長以外の実施機関にあっては、審査請求書を受ける部署。

以下同じ。）は、審査請求をしようとする者から審査請求書の提出を受ける際は、次

の事項について確認を行うとともに、本人確認書類の提示又は提出を求め、審査請

求人の確認を行うものとします。 
 

ア 処分に対する審査請求の場合 

① 審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所 

② 審査請求に係る処分の内容 

③ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

④ 審査請求の趣旨及び理由 

⑤ 処分庁の教示の有無及びその内容 

⑥ 審査請求の年月日 
  

イ 不作為に対する審査請求の場合 

① 審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所 

② 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 

③ 審査請求の年月日    

 
⑷ 審査請求書の受付 

  総務管財課（審査庁）は、⑶の確認後、審査請求書を受け付けます。その後、直

ちに審査請求書の写しを所管課（処分庁）に送付します。 

 
⑸ 補正命令 

   総務管財課（審査庁）は、当該審査請求書の記載事項や添付書類に不備があるこ

とを発見した場合は、審査請求人に対し､相当の期間を定めて、その補正を命じるも

のとします。 

   なお、審査請求人がこの補正命令に応じない場合又は相当の期間経過後に補正を

した場合には、総務管財課（審査庁）は、裁決で、当該審査請求を不適法であると

して却下することとなります。 

 
⑹ 不適法な審査請求の取扱い 

   総務管財課（審査庁）は、要件審理の結果、審査請求が不適法であるときは、実

体審理に入ることなく、裁決で却下することとなります。 

 なお、不適法な審査請求の例としては、次の場合が挙げられます。 

① 審査請求が法定の期間経過後になされたとき。 

② 審査請求をすることができない事項について審査請求がなされたとき。 

③ 審査請求をする資格のない者から審査請求がなされたとき。 

④ 処分庁を誤った審査請求がなされたとき。 

⑤ 審査請求書に不備があり、補正を命じてもその補正がなされないまま審査請求
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がなされたとき。 

 
⑺ 審査請求の認容又は審査会への諮問 

   総務管財課（審査庁）は、要件審理の結果、審査請求が適法であるときは、所管

課（処分庁）から次に掲げる書類を徴取し、審査請求人の主張の内容を検討するも

のとします。 

① 請求書の写し 

② 決定通知書の写し 

③ 公開請求の対象となった公文書の写し 

ａ 公開請求者に公開（一部公開）した状態のもの 

ｂ 非公開部分がある場合、その判別ができるようにした状態のもの 

④ その他必要な資料 

その上で、公開決定等を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る請求の全部を

容認する公開決定等をすべきであると判断したとき（当該公開決定等について反対

意見書が提出されているときを除く。）は、当該審査請求を認容する裁決を行います。 

しかし、審査請求人の主張の内容を検討してもなお、当該審査請求の対象となっ

た公開決定等を維持すべきであると判断したときは、審査会に諮問し、答申を受け

た上で裁決を行うものとします。 

 

 ⑻ 弁明書及び反論書の提出要求と諮問書の提出 

審査会への諮問に先立ち、総務管財課（審査庁）は所管課（処分庁）に対し、審

査請求に対する弁明書（正本・副本。副本はコピーでも可。）の提出要求を行い、所

管課（処分庁）は弁明書を総務管財課（審査庁）に提出します。 

次に、総務管財課（審査庁）は、審査請求人に対し、弁明書の副本を送付すると

ともに、これに対する反論書（正本・副本。副本はコピーでも可。）の提出要求を行

い、審査請求人は、反論がある場合には、反論書（正本・副本）を総務管財課（審

査庁）に提出します。反論書が提出された場合、総務管財課（審査庁）は、所管課

（処分庁）に対し、反論書の副本を送付します。 

その後、総務管財課（審査庁）は審査会に対する諮問書を作成し、審査会に提出

します。諮問書は、審査請求書の写し、⑺の①、②、③のａ及び④に掲げる書類並

びに弁明書及び反論書の写しを添付して起案し、決裁するものとします。（諮問書に

⑺の③のｂに掲げる書類は添付しません。）決裁は、米子市事務専決及び代決規程の

定めるところによります。 

 
⑼ 審査請求人への諮問した旨の通知 

   総務管財課（審査庁）は、審査会に諮問したときは、直ちに次に掲げる者に通知

するとともに、所管課（処分庁）に対し諮問した旨を連絡します。 

① 審査請求人及び参加人 

② 公開請求者 

③ 公開決定等について反対意見書を提出した者 
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⑽ 審査会への資料の提出等 

 審査会は、米子市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成17年米子市条例第24 

号）第８条により、強力な調査権限が付与されています。所管課（処分庁）は、審 

査会から次に掲げる要請があった場合には、必ず応じなければなりません。 

① 審査請求に係る公文書の提出を求めること（インカメラ審査）。 

② 審査会の指定する方法で分類整理した資料（ヴォーン・インデックス）を作成

させ、その提出を求めること。 

 
⑾ 審査会からの答申後の審査請求に対する裁決 

  総務管財課（審査庁）は、審査会から答申を受けたときは、その答申を尊重して

当該審査請求に対する裁決を行わなければなりません。裁決書は、審査会からの答

申書を添付して起案し、決裁するものとします。決裁は、米子市事務専決及び代決

規程の定めるところによります。 

   なお、答申を受けてから裁決を行うまでの期間については、条例で定められては

いませんが、特に理由なく裁決に時間をかけることは適当ではないため、総務管財

課（審査庁）は、できるだけ速やかに裁決を行うものとします。 

また、審査請求人は、裁決の内容によっては新たに公文書の公開を受けることが

できるため、通常、裁決の内容を早く知りたいという意向を持っていると考えられ

ます。これに配慮し、答申を受けた日の翌日から起算して裁決を行うまでの期間が

45日を超えた場合（公開決定等の期限に準じる。）は、総務管財課（審査庁）は、審

査請求人に対し、次の事項を文書により通知するものとします。 

 ① 裁決に時間を要している理由 

 ② 裁決の時期（見込み） 

 ③ ②を示すことができない場合は、その理由 

 
⑿ 審査請求人への裁決内容の通知 

   総務管財課（審査庁）は、⑹、⑺又は⑾により審査請求に対する裁決を行ったと

きは、直ちに審査請求人に対し、裁決書の謄本を送達するとともに、所管課（処分

庁）に対し、裁決書の写しを送付するものとします。 

なお、審査請求人に対する裁決の送達を確実に行い、かつ、後日の紛争を防止す

るために、裁決書の謄本は、配達証明扱いの郵便で送付するものとします。 

 

 ⒀ 公文書公開決定通知書等の送付 

   所管課（処分庁）は、⑺又は⑾により審査請求の対象となった処分を取り消し又

は変更し、審査請求を認容する裁決書の写しを受領した場合には、速やかに当該裁

決に従った公文書（一部）公開決定通知書を審査請求人に送付するとともに、（一部）

公開しようとする公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三

者に対し、その決定内容を通知するものとします。 
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米子市情報公開・個人情報保護審査会条例 （平成17年米子市条例第24号） 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、情

報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、米子市情報公開・個人情報保

護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審査会は、次の各号に掲げる者の諮問に応じ、当該各号に定める事項を調査審議す

る。 

 ⑴ 米子市情報公開条例（平成１７年米子市条例第２２号）第２条第１号に規定する実施 

  機関 同条例第17条第１項の審査請求に関する事項 

 ⑵ 米子市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年米子市条例第２号）第２条第 

１項第１号に規定する実施機関  

次に掲げる事項 

  ア 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５条第３項におい 

て読み替えて準用する同条第１項の審査請求に関する事項 

  イ 米子市個人情報の保護に関する法律施行条例第６条の規定による意見の聴取に関す 

る事項 

ウ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２ 

 ５年法律第27号）第28条第１項に規定する評価書に記載された同法第２条第９項に規 

 定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項 

 ⑶ 議会 第１号に定めるもののほか、次に掲げる事項 

  ア 米子市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年米子市条例第１８号）第４５ 

条第１項の審査請求に関する事項 

  イ 米子市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による意見の聴取に関する 

事項 

  ウ 前号ウに定める事項 

２ 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個

人情報保護制度に関する事項について、同項各号に掲げる者に意見を述べることができる。 

（組織等） 

第３条 審査会は、委員５人以上７人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（委員の守秘義務） 

第４条 委員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。 

（会長） 

第５条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、
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その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、市長が招集する。 

３ 審査会は、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。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

５ 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。 

（行政不服審査法の準用） 

第６条の２ 審査会は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第１項の規定

に基づく機関として、第２条第１項第２号アに定める事項に係る同号に掲げる者の諮問に

応じる。 

２ 第２条第１項第２号アに定める事項に係る審査会の調査審議の手続は、個人情報の保護

に関する法律第１０６条第２項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第８１条

第３項において準用する同法第７４条から第７９条までに定めるところによるほか、次条、

第８条第１項から第３項まで、第１０条及び第１１条に定めるところによる。 

（審査請求に係る部会審査） 

第７条 審査会は、諮問された特定の事案に係る第２条第１項第１号、第２号ア又は第３号

アに規定する事項（以下「審査請求に係る事項」という。）について調査審議を行わせる

ため、必要に応じ、部会を設けることができる。 

２ 部会は、会長が委員（会長を含む。）のうちから指名する４人以上の者をもって構成す

る。 

３ 部会は、複数設けることを妨げない。 

４ 部会の長は、会長が指名する。 

５ 部会の会議については、第６条（第２項を除く。）の規定を準用する。この場合におい

て、同条第１項中「会長」とあるのは「部会の長」と、同条第３項中「委員の過半数」と

あるのは「当該部会に属する委員の過半数」と読み替えるものとする。 

６ 部会において決定した事項は、審査会において決定したものとみなす。この場合におい

て、部会の長は、直ちに、当該決定した事項（軽易な事項を除く。）の要旨を当該部会に

属していない委員に通知しなければならない。 

（審査会の調査権限） 

第８条 審査会（前条第１項の部会を含む。以下第１１条までにおいて同じ。）は、審査請

求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、当該諮問をした第２条第１項

各号に掲げる者（以下「諮問実施機関」という。）に対し、当該審査請求のあった処分に

係る公文書（米子市情報公開条例第２条第２号に規定する公文書をいう。以下同じ。）又

は保有個人情報（個人情報の保護に関する法律第６０条第１項に規定する保有個人情報又

は米子市議会の個人情報の保護に関する条例第２条第４項に規定する保有個人情報をいう。

以下同じ。）の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、

その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んで

はならない。 
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３ 審査会は、審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問実施

機関に対し、当該審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人

情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に

提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事項に関し、審査請求

人、参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。次条第２項及び第

１３条において同じ。）又は諮問実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又

は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定

を求めることその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述等） 

第９条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見

を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。 

２ 前項の規定により審査請求人又は参加人が意見を述べる場合においては、当該審査請求

人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 

（提出資料の写しの送付等） 

第１０条 審査会は、第８条第３項若しくは第４項若しくは前条第１項の規定による意見書

若しくは資料の提出又は個人情報の保護に関する法律第１０６条第２項の規定により読み

替えて適用する行政不服審査法第８１条第３項において準用する同法第７４条若しくは同

項において準用する同法第76条の規定による主張書面（同法第７４条に規定する主張書面

をいう。以下この条において同じ。）若しくは資料の提出があったときは、当該意見書、

資料又は主張書面の写し（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。）にあっては、当該電磁的記

録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書、資料又は主張書面を提出した審査請

求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれ

があると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書、資料又は主張書面の閲覧

（電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を審査会が定める方法により

表示したものの閲覧）又は視聴を求めることができる。この場合において、審査会は、第

三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧又は視聴を拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧若しくは視聴をさ

せようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは視聴に係る意見書、資料又は主張書面を

提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧又は視聴について、その日時及び場所を指定するこ

とができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第１１条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
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（答申の期限） 

第１２条 審査会は、諮問があった日から起算して６０日以内に答申するよう努めなければ

ならない。 

（答申書の送付等） 

第１３条 審査会は、審査請求に係る事項に関する諮問について答申をしたときは、答申書

の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月３１日から施行する。 

（委員の任期に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される審査会の委員の任期は、第３条第３項の規定

にかかわらず、当該委嘱の日から平成１９年３月３１日までとする。 

附 則（平成２０年３月２６日条例第４号抄） 

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成２６年１２月１７日条例第２９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の施行の日から、第２条の規定は同法附則第

１条第５号に掲げる規定の施行の日から、第３条及び次項の規定は公布の日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月２５日条例第１４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２６日条例第３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則 

 （施行期日）（令和５年３月２９日条例第３号抄） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第２条の規定による改正前の米子市情報公開・個人情報保護審 

査会条例（以下「改正前の審査会条例」という。）第３条第２項の規定により委嘱された米 

子市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第２条の 

規定による改正後の米子市情報公開・個人情報保護審査会条例（以下「改正後の審査会条 

例」という。）第３条第２項の規定により米子市情報公開・個人情報保護審査会の委員に委 

嘱されたものとみなす。この場合において、当該米子市情報公開・個人情報保護審査会の 

委員に委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第３項の規定にかかわらず、同日に 

おける改正前の審査会条例第３条第２項の規定により委嘱された米子市情報公開・個人情 

報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この条例の施行前に改正前の審査会条例第１条に規定する米子市情報公開・個人情報保 
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護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、 

改正後の審査会条例第１条に規定する米子市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問 

とみなす。この場合においては、当該米子市情報公開・個人情報保護審査会にされたもの 

とみなされる諮問に係る調査審議の手続に関しては、改正後の審査会条例の規定にかかわ 

らず、なお従前の例による。 
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米子市情報公開・個人情報保護審査会条例 逐 条 解 説 

 

第１条 設置 
  

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、

情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、米子市情報公開・個人情

報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 
 

 

【趣旨】 

地方自治法第138条の４第３項に規定する執行機関（市長）の附属機関として、情報公開

制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、米子市情報公開・個人情報保護審査

会を設置するものである。 

 

第２条 所掌事務 
  

第２条 審査会は、次の各号に掲げる者の諮問に応じ、当該各号に定める事項を調査審議

する。 

 ⑴ 米子市情報公開条例（平成17年米子市条例第22号）第２条第１号に規定する実施機 

関 同条例第17条第１項の審査請求に関する事項 

 ⑵ 米子市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年米子市条例第２号）第２条 

第１項第１号に規定する実施機関  

次に掲げる事項 

  ア 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第105条第３項において読 

み替えて準用する同条第１項の審査請求に関する事項 

  イ 米子市個人情報の保護に関する法律施行条例第６条の規定による意見の聴取に 

関する事項 

ウ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 

25年法律第27号）第28条第１項に規定する評価書に記載された同法第２条第９項に 

規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項 

 ⑶ 議会 第１号に定めるもののほか、次に掲げる事項 

  ア 米子市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年米子市条例第18号）第45 

条第１項の審査請求に関する事項 

  イ 米子市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による意見の聴取に関 

する事項 

  ウ 前号ウに定める事項 

２ 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び

個人情報保護制度に関する事項について、同項各号に掲げる者に意見を述べることがで

きる。 
 

 

【趣旨】 

審査会の所掌事務を規定したものである。 
 

javascript:OpenKokuhouDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_d1jfiledl.exe?PROCID=520801780&UKEY=1131505170&REFID=32210040006700000000&JYO=%31%33%38%20%34%20%30&KOU=%33%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1&KOKUHOU_WEB=1&LINKTYPE=2%27%29
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【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

審査会の所掌事務として米子市情報公開条例等に規定されている事項について諮問を

行う機関ごとに列記したものである。 

⑴ 米子市情報公開条例第２条第２項第１号に規定する実施機関からの公文書の公開決 

定に対する審査請求があった場合の諮問についての調査審議 

⑵ 米子市個人情報の保護に関する法律施行条例第２項第１項第１号に規定する実施機 

関からの下記ア～ウに掲げる事項の諮問についての調査審議 

ア 保有個人情報の開示決定等に対する審査請求に関する事項 

イ 米子市個人情報の保護に関する条例第６条に規定する意見の聴取に関する事項 

ウ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 

25年法律第27号。以下「番号法」という。）第28条第１項に規定する評価書（以下 

単に「評価書」という。）に記載された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９ 

項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。）の取扱いに関して実施機 

関が諮問した事項 

⑶ 議会からの下記ア～ウに掲げる事項の諮問についての調査審議 

ア 保有個人情報の開示決定等に対する審査請求に関する事項  

イ 米子市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による意見の聴取に関 

する事項 

   ウ 第２号ウと同じ  

第１号、第２号ア及び第３号アの事務は、公文書公開決定等、保有個人情報開示決

定等に係る審査請求についての調査審議であり、請求者の権利保護と実施機関の適正

な事務処理の確保を目的とする審査事務である。 

第２号イ及び第３号イの事務は、専門的な意見を聴くことが特に必要である場合に

おいて実施機関による個人情報の適正な取扱いについての調査審議であり、個人情報

の適正な保護を目的とする審査事務である。 

第２号ウ及び第３号ウの事務は、実施機関が実施する「特定個人情報保護評価」に

おいて作成した評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについての調査審

議であり、実施機関における特定個人情報（番号法第２条第８項に規定する特定個人

情報をいう。以下同じ。）の適正な取扱いの確保を目的とする審査事務である。 

番号法第28条の規定により、地方公共団体の機関等には「特定個人情報保護評

価」の実施が義務付けられている。「特定個人情報保護評価」とは、特定個人情

報ファイルを保有しようとする又は保有する地方公共団体の機関等が、個人のプ

ライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいそ

の他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適

切な措置を講ずることを宣言するものである。 

地方公共団体の機関等は、「特定個人情報保護評価」の実施に当たり、特定個

人情報ファイルの対象人数や取扱者数によって、評価書を作成する必要がある。

この評価書については、パブリックコメント等により広く住民等の意見を求め、

必要な見直しを行った後に、個人情報の保護に関する学識経験のある者を含む者
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で構成される合議制の機関等の意見を聴くこととされている（特定個人情報保護

評価に関する規則（平成26年特定個人情報保護委員会規則第１号）第７条）。 

第５号の事務により、実施機関は自らが作成した評価書の内容について審査会の

意見を聴くことができることとなる。 
 

２ 第２項関係 

審査会は、前項の所掌事務以外の情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項につ

いて、必要があると認めるときは、独自に実施機関に対して意見を述べることができると

したものである。 

対象となる事項の例は、以下のとおりである。 

① 必要な公文書が作成されていない等、公文書の作成に関する事項 

② 公文書の管理方法、検索体制その他の公文書の管理に関する事項 

③ 個人情報の具体的保護策その他の個人情報の管理に関する事項 

④ 審査会の組織、運営等に関する事項 

 

第３条 組織等 
  

第３条 審査会は、委員５人以上７人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 
 

 

【趣旨】 

審査会の組織を定めるものである。 
 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

審査会委員の定数は、５人以上７人以内とする。通常は５人を予定しているが、事案

の件数、内容等に応じて部会での審査を要する場合には、適宜７人まで増員して処理に

当たることとする。 
 

２ 第２項関係 

審査会の主たる事務は、審査請求に対する調査審議であり、実際には、条例の運用解

釈について判断するという審判・裁判的な行為を行うことである。したがって、情報公

開制度、個人情報保護制度について学識経験を有する者のみを適格者とし、その中から、

市長が委嘱するものとする。 
 

３ 第３項及び第４項関係 

委員の任期は２年（補欠の委員は前任者の残任期間）とし、再任もできることとした。 
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第４条 委員の守秘義務 
  

第４条 委員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 
 

 

【趣旨】 

委員の守秘義務を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

審査会の委員は、その調査審議の際に、個人情報をはじめ秘密に属する非公開情報・不

開示情報をも知ることとなるため、その職務上知ることができた秘密を（退職後も）漏ら

してはならない旨を、法定の義務として規定するものである。 

なお、審査会の委員は、個人情報の保護に関する法律において行政機関等の職員に含ま

れるので、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物（①電

子計算機を用いて検索できるよう体系的に構成したもの及び②①以外で氏名、生年月日、

その他の記述等により容易に検索できるように体系的に構成したもの）を正当な理由がな

いのに提供したとき、及びその業務に関して知り得た保有個人情報（個人の秘密に属さな

い情報も含む）を不正な利益を図る目的で提供又は盗用したときは同法に規定する罰則の

対象となる。（同法第176条及び第180条） 

 

第５条 会長 
  

第５条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員

が、その職務を代理する。 
 

 

【趣旨】 

審査会の会長について定めるものである。 
 

【解釈・運用】 

審査会に委員の互選による会長を置くこと、会長が会務を総理し会を代表すること、及

び会長の指名による職務代理者を置くこととした。 

 

第６条 会議 
  

第６条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、市長が招集する。 

３ 審査会は、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。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。 
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【趣旨】 

審査会の会議について定めるものである。 
 

【解釈・運用】 

審査会の会議は会長が招集し議長となること、ただし、委員の委嘱後初めての会議は市

長が招集すること、定足数は委員の過半数とすること、及び議事は議長を除く委員での過

半数での議決とし、可否同数のときは議長が決することとした。 

 

第６条の２ 行政不服審査法の準用 
  

第６条の２ 審査会は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第１項の規定に 

基づく機関として、第２条第１項第２号アに定める事項に係る同号に掲げる者の諮問 

に応じる。 

２ 第２条第１項第２号アに定める事項に係る審査会の調査審議の手続は、個人情報の 

保護に関する法律第106条第２項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第 

81条第３項において準用する同法第74条から第79条までに定めるところによるほか、 

次条、第８条第１項から第３項まで、第10条及び第11条に定めるところによる。 
 

【趣旨】 

審査会を行政不服審査法第81条第１項の規定に基づく機関として、個人情報の保護に関 

する法律の規定に基づいて行われた保有個人情報の開示決定等に係る審査請求に関する事 

項についての諮問に応じること、及びその調査審議の手続きについて行政不服審査法を準 

用すること等を定めたものである。 

 

第７条 審査請求に係る部会審査 
  
第７条 審査会は、諮問された特定の事案に係る第２条第１項第１号、第２号ア又は第３

号アに規定する事項（以下「審査請求に係る事項」という。）について調査審議を行わ

せるため、必要に応じ、部会を設けることができる。 

２ 部会は、会長が委員（会長を含む。）のうちから指名する４人以上の者をもって構成

する。 

３ 部会は、複数設けることを妨げない。 

４ 部会の長は、会長が指名する。 

５ 部会の会議については、第６条（第２項を除く。）の規定を準用する。この場合にお

いて、同条第１項中「会長」とあるのは「部会の長」と、同条第３項中「委員の過半数」

とあるのは「当該部会に属する委員の過半数」と読み替えるものとする。 

６ 部会において決定した事項は、審査会において決定したものとみなす。この場合にお

いて、部会の長は、直ちに、当該決定した事項（軽易な事項を除く。）の要旨を当該部

会に属していない委員に通知しなければならない。 
 

 
【趣旨】 

審査請求に係る審査会の部会審査について定めるものである。 
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【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

審査会に、審査請求に関する事項の調査審議のため、部会を設置することができるこ

ととしたものである。 

同時期に多数の審査請求がされた場合、特定の分野について専門的に検討する必要が

ある場合等に、部会を設けて審査するものである。 
 

２ 第２項から第４項まで関係 

部会は同時に複数設けることができ、一の部会は会長が指名する委員４人以上で構成

することとした。 
 

３ 第５項関係 

部会の会議については、審査会の会議に関する規定を一部除いて準用することとした。 

① 部会の会議は、部会の長が招集し、部会の長が議長となる。 

② 部会は、当該部会に属する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。 

③ 部会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

④ 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。 
 

４ 第６項関係 

部会において決定した事項は、審査会において決定したものとみなすこととした。し

たがって、部会で決定した事項は、あらためて審査会で審議する必要はない。 

なお、部会の長は、直ちに、当該決定した事項（軽易な事項＝答申の内容に直接関係

のない事項を除く。）の要旨を、当該部会に属していない委員に通知しなければならな

いこととした。 
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第８条 審査会の調査権限 
  

第８条 審査会（前条第１項の部会を含む。以下第11条までにおいて同じ。）は、審査請

求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、当該諮問をした第２条第１

項各号に掲げる者（以下「諮問実施機関」という。）に対し、審査請求のあった処分に

係る公文書（米子市情報公開条例第２条第２号に規定する公文書をいう。以下同じ。）

又は保有個人情報（個人情報の保護に関する法律第60条第１項に規定する保有個人情報

又は米子市議会の個人情報の保護に関する条例第２条第４項に規定する保有個人情報

をいう。以下同じ。）の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審

査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができ

ない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒ん

ではならない。 

３ 審査会は、審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問実

施機関に対し、当該審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有

個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審

査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事項に関し、審査請

求人、参加人（行政不服審査法（平成２６年法律６８号）第１３条第４項に規定する参

加人をいう。次条第２項及び第１３条において同じ。）又は諮問実施機関（以下「審査

請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知

っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができ

る。 
 

 

【趣旨】 

審査会の調査権限を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

⑴  審査会の調査権限として、審査請求に係る事項の調査審議に関して、実施機関に

対し、非公開とされた公文書又は不開示とされた保有個人情報の提示を求めること

ができるとするものである。（インカメラ審査） 

これは、実施機関が適正に法令及び条例を適用して非公開決定又は不開示決定を行

ったか否かを判断するためには、実施機関が対象となった公文書又は保有個人情報を

審査会が直接目にすべきことは当然である。それにより、次の点について、的確かつ

迅速に判断されることとなる。 

① 非公開の理由とされている情報が、実際に当該公文書に記録されているか。 

② 公開・非公開の判断が違法又は不当でないか。 

③ 一部開示が適切に行われているか。 

④ 存否応答拒否が適切に行われているか。 

⑤ 対象となった文書が条例に規定する公文書に該当するか否か。 

javascript:OpenResDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_resdata.exe?PROCID=532602436&CALLTYPE=4&REFID=41790101002200000000&KSNO=41790101002200000000&JYO=%32%20%30%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1%27%29
javascript:OpenResDataWin%28%27/cgi-bin/D1W_SAVVY/D1W_resdata.exe?PROCID=532602436&CALLTYPE=4&REFID=41790101002200000000&KSNO=41790101002200000000&JYO=%32%20%30%20%30&BUNRUI=H&HANSUU=1%27%29
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⑵ 審査会の事務も実施機関たる市長の事務であり、そこに提出された文書も公文書で

ある。したがって、情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律の規定からは、そ

の文書の公開請求又は保有個人情報の開示請求をすることができる。 

しかし、そもそも当該公文書（保有個人情報）の公開又は開示すべきかどうか判断

しようとしている過程であり、その判断の終了を待たずに再度実施機関（市長）に全

く同じ判断を求めることには、いたずらに事務手続を引き延ばすだけであり、意味が

ない。そのため、後段の規定は、その公開請求権又は開示請求権自体を制限したもの

である。 
 

２ 第２項関係 

第１項に定めるインカメラ審査を実現するためには、当該公文書又は保有個人情報が

必ず審査会に提示される必要がある。そのため、諮問実施機関に、当該公文書又は保有

個人情報の提示を義務付けたものである。理由のいかんを問わず、審査会から提示要請

があれば、諮問実施機関は、これを拒むことができない。 
 

３ 第３項関係 

審査請求に係る公文書又は保有個人情報が大量であるとき、複数の部分が複数の理由

により一部非公開とされたとき等には、当該事案の論点を明確にするため、それらを分

類し、整理することが重要となる。したがって、それらを審査会の指定する方法により

分類し、又は整理した資料（ヴォ－ン・インデックス）として実施機関に作成させ、提

出させる権限を、審査会に付与するものである。 

大量の公文書又は保有個人情報をインカメラ審査のみで審査することは、非効率であ

る上に、審査請求人や参加人に争点に関する実のある情報を与えないことになるので、

このヴォーン・インデックスを活用することで、審議手続の迅速化と、争点の明確化を

目指したものである。 

なお、ヴォーン・インデックスには、定まった様式はないが、非公開又は不開示とし

た部分がなぜ非公開又は不開示とされたのかが明確に読みとることができる必要がある。

諮問実施機関が提出したヴォーン・インデックスが不十分な場合には、審査会は更に詳

細なヴォーン・インデックスを作成させ、提出させることができる。また、ヴォーン・

インデックスだけでは的確な判断ができない場合には、一部のサンプル部分のみ、又は

重要な部分のみをインカメラ審査することにより、より迅速で的確な判断ができる。 
 

４ 第４項関係 

インカメラ審査及びヴォーン・インデックスによる審査だけでは、的確な判断ができ

ない場合には、審査会は、審査請求人、実施機関等に意見書又は資料の提出を求めるこ

とができることとし、争点を明らかにすることができることとする。 

また、適当と認める者（参考人）にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求め

ることその他必要な調査をすることができることとし、判断の材料にすることができる。 
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第９条 意見の陳述等 
  

第９条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意

見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。 

２ 前項の規定により審査請求人又は参加人が意見を述べる場合においては、当該審査請

求人又は参加人は、審査会の許可を受けて、補佐人とともに出頭することができる。 
 

 

【趣旨】 

審査請求人等から、口頭により意見陳述すること又は意見書・資料を提出することの申

出があった場合には、それを認めることができるとするものである。 
 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

行政不服審査法第31条第１項においては、審査請求人又は参加人から口頭で意見を述

べることの申立てがあったときには、「当該申立人の所在その他の事情により当該意見

を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合」を除き、その機会を与えな

ければならないこととされている。「当該申立人の所在その他の事情」とは、申立人が

刑事施設に収容されていて当面出所の見込みがない場合等を指す。 

本項においては、あくまでも審査会が認めた場合にのみ、口頭意見陳述を実施するよ

うに規定されているが、行政不服審査法第31条第１項の趣旨を踏まえ、審査会は原則と

して口頭意見陳述を認めるものとし、口頭意見陳述を省略できる相当な理由がある場合

のみ省略することができるものとする。意見書・資料を提出することについても同様で

ある。 

なお、審査会が口頭意見陳述を省略した場合には､諮問実施機関が直接口頭意見陳述の

場を設けることとなる。 

 

２ 第２項関係 

   「補佐人」とは、例えば、審査請求人に聴覚障がいがある場合の手話通訳者や、審査

請求人に足りない知識を持っている専門家などのように、当該審査請求人の口頭意見陳

述を補佐する者をいう。 

本項においては、前項と同様、審査会が許可した場合にのみ、審査請求人又は参加人

は補佐人とともに出頭することができるように規定されているが、当該者が補佐人とし

て参加することを不許可にし得る合理的な理由がある場合（当該者が補佐人としての有

効な貢献をなし得るとは到底認め難いような場合）を除いては、審査会は原則として補

佐人の出頭を許可するものとする。 
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第１０条 提出資料の写しの送付等 
 
第１０条 審査会は、第８条第３項若しくは第４項若しくは前条第１項の規定による意見

書若しくは資料の提出又は個人情報の保護に関する法律第106条第２項の規定により読

み替えて適用する行政不服審査法第81条第３項において準用する同法第74条若しくは

同項において準用する同法第76条の規定による主張書面（同法第74条に規定する主張書

面をいう。以下この条において同じ。）若しくは資料の提出があったときは、当該意見

書、資料又は主張書面の写し（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。）にあっては、当

該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書、資料又は主張書面を提

出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益

を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りで

ない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧（電磁的

記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を審査会が定める方法により表示し

たものの閲覧）又は視聴を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者

の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧又は視聴を拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧若しくは視聴を

させようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは視聴に係る意見書又は資料を提出し

た審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと

認めるときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧又は視聴について、その日時及び場所を指定する

ことができる。 
 

【趣旨】 

審査会は審査会への提出資料の写しを審査請求人等に送付すること、また、審査請求人

等は審査会への提出資料の閲覧又は視聴を求めることができることを定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

審査請求人等が審査手続において適切な主張立証を行えるようにするため、審査会は、

「正当な理由」がある場合を除き、審査請求人等から提出された意見書、資料又は主張

書面（ヴォーン・インデックス等）（以下「意見書等」という。）を他の審査請求人等

に送付することとしたものである。 

「正当な理由」とは、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときのほか、

当該意見書等が行政上の秘密に当たるとき等を指す。 
 

２ 第２項関係 

審査請求人等が、他の審査請求人等から提出された意見書等の閲覧又は視聴をするこ

とで、より実効的な意見の表明ができるようにするものである。 
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「正当な理由」とは、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときのほか、

当該意見書等が行政上の秘密に当たるとき、閲覧又は視聴の請求が権利の濫用となると

き等を指す。 
 

 ３ 第３項関係 

   審査会は、第１項の意見書等の写しの送付をし、又は前項の意見書等の閲覧若しくは

視聴をさせようとするときは、原則として、当該意見書等を提出した審査請求者等に意

見を聴かなければならないこととしたものである。ただし、審査会が、意見書等の内容

や状況を勘案し、当該審査請求者等の意見を聴くまでもないと認めるときは、この意見

聴取を省略することができるものとする。 

なお、審査会から意見を聴かれた審査請求者等が意見書等の写しの送付又は意見書等

の閲覧若しくは視聴に反対の意思表示をしたとしても、審査会は当該審査請求者等の意

見に拘束されるものではないから、審査会が当該送付をし、又は当該閲覧若しくは視聴

をさせることもあり得る。 
 

 ４ 第４項関係 

第２項の意見書等の閲覧又は視聴が審査会の所掌事務の支障となる場合等には、日時

を指定してこれを行うことができることを定めたものである。 

 

第１１条 調査審議手続の非公開 
  
第１１条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 
 

 

【趣旨】 

審査会の調査審議手続の非公開を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

審査会の調査審議手続は、非公開の対象となった公文書等も実際に見分することから、

その審査手続は、公開になじまないものであり、非公開とする。 

なお、会議の日程、概要等の公開については、「米子市審議会等会議公開指針」に基づ

いた措置を行う。 

 

第１２条 答申の期限 
  
第１２条 審査会は、諮問があった日から起算して６０日以内に答申するよう努めなけれ

ばならない。 
 

 

【趣旨】 

迅速な答申及び裁決を図るため、諮問から60日以内の答申期限を努力義務として定める

ものである。 
 

【解釈・運用】 

答申が60日を超えたからといって、直ちに違法となり、答申が無効となるものではない

が、なるべく迅速な調査審議を行い、期限を超えないよう努めなければならない。 
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第１３条 答申書の送付等 
  

第１３条 審査会は、審査請求に係る事項に関する諮問について答申をしたときは、答申

書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとす

る。 
 

 

【趣旨】 

答申書の審査請求人及び参加人への送付と、答申内容の公表を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

答申書は、本来、諮問実施機関に答申するだけでよいが、審査会の性質から、審査請求

人及び参加人にもその写しを送付することとする。 

また、情報公開制度の趣旨から、答申の内容は公表することとする。答申書には、個人

情報（審査請求人の氏名等）その他の非公開情報が記されている場合もあることから、こ

れらを除いたものを公表する。 

公表の方法は、総合窓口での縦覧、市ホームページでの公表などの方法による。 

 

第１４条 委任 
  

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 
 

 

【趣旨】 

市長の附属機関であるので、必要な事項は、市長が定めることとする。 

 

附 則 
  

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月３１日から施行する。 

（委員の任期に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される審査会の委員の任期は、第３条第３項の規

定にかかわらず、当該委嘱の日から平成１９年３月３１日までとする。 
 

【趣旨】 

この条例の施行期日及び必要な経過措置を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

１ 第１項関係 

この条例の施行期日を、新米子市設置の日である平成17年３月31日とした。 
 

２ 第２項関係 

委員の任期を年度に合わせるため、条例施行後最初に委嘱される審査会の委員の任期を

平成19年３月31日までとした。
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附 則（平成２０年３月２６日条例第４号抄） 
  

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。（後略） 
 

【趣旨】 

改正条例の施行期日を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

米子市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成20年米子市条例第４号）附則によ

り、この条例の一部を改正し、その施行期日を平成20年４月１日とした。 

 

附 則（平成２６年１２月１７日条例第２９号抄） 
  

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の施行の日から、第２条の規定は同法附

則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から、第３条及び次項の規定は公布の日から施

行する。 
 

【趣旨】 

改正条例の施行期日を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

米子市個人情報保護条例及び米子市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正す

る条例（平成26年米子市条例第29号）第３条により、この条例の一部を改正し、その施行

期日を公布の日（平成26年12月17日）とした。 

 

附 則（平成２８年３月２５日条例第１４号抄） 
  

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

【趣旨】 

改正条例の施行期日を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成28年米子市条例第14号）

第４条により、この条例の一部を改正し、その施行期日を平成28年４月１日とした。 

 

附 則（平成３０年３月２６日条例第３号抄） 
  

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

【趣旨】 

改正条例の施行期日を定めたものである
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【解釈・運用】 

米子市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成30年米子市条例第３号）附則第２

項により、この条例の一部を改正し、その施行期日を公布の日（平成30年３月26日）とし

た。 

 

附 則（令和５年３月２９日条例第３号抄） 
  

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第２条の規定による改正前の米子市情報公開・個人情報保護 

審査会条例（以下「改正前の審査会条例」という。）第３条第２項の規定により委嘱さ 

れた米子市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、 

第２条の規定による改正後の米子市情報公開・個人情報保護審査会条例（以下「改正後 

の審査会条例」という。）第３条第２項の規定により米子市情報公開・個人情報保護審 

査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該米子市情報公開・個人 

情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第３項の規定に 

かかわらず、同日における改正前の審査会条例第３条第２項の規定により委嘱された米 

子市情報公開・個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とす 

る。 

３ この条例の施行前に改正前の審査会条例第１条に規定する米子市情報公開・個人情報 

保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていない 

ものは、改正後の審査会条例第１条に規定する米子市情報公開・個人情報保護審査会に 

された諮問とみなす。この場合においては、当該米子市情報公開・個人情報保護審査会 

にされたものとみなされる諮問に係る調査審議の手続に関しては、改正後の審査会条例 

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

【趣旨】 

改正条例の施行期日及び必要な経過措置を定めたものである。 
 

【解釈・運用】 

 １ 第１項関係 

個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（令和５年 

米子市条例第３号）第２条により、この条例の一部を改正し、その施行期日を令和５年 

４月１日）とした。 

 ２ 第２項関係 

   本項は、改正条例の施行前に委嘱された委員について、改正条例の施行後も委嘱され 

たものとみなすものである。なお、その任期は施行日における任期の残任期間とする。 

 ３ 第３項関係 

   本項は、改正条例の施行前に行われた審査会への諮問であって、改正条例の施行日に 
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答申がされていないものについては、改正条例施行後の審査会へ諮問されたものとみ 

なし、その調査審議の手続きについては、なお従前の例によることとしたものである。 


