
小城市
お ぎ し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

及
およ

び障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じたコミュニ 

ケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

の促進
そくしん

に関
かん

する条例
じょうれい

（案
あん

） 

 

 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らしたいという思
おも

いは

市民
し み ん

の共通
きょうつう

の願
ねが

いである。その実現
じつげん

に向
む

けて、お互
たが

いに理解
り か い

し合
あ

うこと

が必要
ひつよう

であり、言語
げ ん ご

をはじめとしたコミュニケーションの手段
しゅだん

は、意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

り、情報
じょうほう

を得
え

る上
うえ

で大切
たいせつ

な役割
やくわり

を担
にな

っている。 

 その中
なか

でも、ろう者
しゃ

のコミュニケーション手段
しゅだん

である手話
し ゅ わ

は、ろう者
しゃ

が

日常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むために欠
か

くことのできない言語
げ ん ご

であるということを踏
ふ

まえ、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として明確
めいかく

に位置付
い ち づ

け、市民
し み ん

の理解
り か い

を深
ふか

めていく必要
ひつよう

が

ある。 

 また、 障
しょう

がいのある人
ひと

が、日常
にちじょう

生活
せいかつ

において意思
い し

疎通
そ つ う

を円滑
えんかつ

に図
はか

る

ために、障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じたコミュニケーション手段
しゅだん

を選択
せんたく

して利用
り よ う

することが大切
たいせつ

であり、コミュニケーションの手段
しゅだん

についての理解
り か い

を 促
うなが

し利用
り よ う

しやすい環境
かんきょう

を整
ととの

えていく必要
ひつよう

がある。 

 これらのことから、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることを普及
ふきゅう

させるとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

とするコミュニケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

を促進
そくしん

するこ

とにより、誰
だれ

もがお互
たが

いに人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し、地域
ち い き

で支
ささ

え合
あ

いながら

安心
あんしん

して暮
く

らすことのできる共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、この条例
じょうれい

を

制定
せいてい

する。 

（目的
もくてき

） 

第
だい

１条
じょう

 この条例
じょうれい

は、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

及
およ

び障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じたコミ

ュニケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

の促進
そくしん

に関
かん

する基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、市
し

の責務
せ き む

並
なら

びに市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

を明
あき

らかにするとともに、その総合的
そうごうてき

か

つ計画的
けいかくてき

な施策
し さ く

を推進
すいしん

することで、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず全
すべ

ての

市民
し み ん

が 心
こころ

を通
かよ

わせ、互
たが

いの人格
じんかく

及
およ

び個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

い、もって全
すべ

て

の市民
し み ん

が安心
あんしん

して暮
く

らすことができる共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを

目的
もくてき

とする。 

 （定義
て い ぎ

） 

第
だい

２条
じょう

 この条例
じょうれい

において、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は、当該
とうがい

各号
かくごう

に定
さだ

めるところによる。 



 (１) 障
しょう

がい 身体障
しんたいしょう

がい、知的
ち て き

障
しょう

がい、精神障
せいしんしょう

がい（発達障
はったつしょう

がい

を含
ふく

む。）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障
しょう

がいをいう。 

 (２) コミュニケーション手段
しゅだん

 手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、筆談
ひつだん

、点字
て ん じ

、

音訳
おんやく

、拡大
かくだい

文字
も じ

、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

、実物
じつぶつ

や絵図
え ず

の提示
て い じ

、身振
み ぶ

り、情報
じょうほう

機器
き き

その他
た

の障
しょう

がいのある人
ひと

が、日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

において情報
じょうほう

の取得
しゅとく

並
なら

びにコミュニケーションを 行
おこな

う際
さい

に必要
ひつよう

な手段
しゅだん

として

利用
り よ う

されるものをいう。 

 (３) 市民
し み ん

 市内
し な い

に居住
きょじゅう

する者
もの

及
およ

び市内
し な い

に通勤
つうきん

又
また

は通学
つうがく

する者
もの

をい

う。 

 (４) 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 市内
し な い

において事業
じぎょう

又
また

は活動
かつどう

を 行
おこな

う法人
ほうじん

その他
た

の団体
だんたい

をいう。 

 (５) ろう者
しゃ

 手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

む者
もの

を

いう。 

 (６) コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

 手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

、点
てん

訳者
やくしゃ

、

音
おん

訳者
やくしゃ

その他
た

の障
しょう

がいのある人
ひと

の意思
い し

疎通
そ つ う

の支援
し え ん

を 行
おこな

う者
もの

をいう。 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第
だい

３条
じょう

 全て
す べ て

の市民
し み ん

は、障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、等
ひと

しく基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

するかけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されるものとする。 

２ 手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

は、手話
し ゅ わ

が独自
ど く じ

の言語
げ ん ご

であって、ろう者
しゃ

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

むために大切
たいせつ

に受
う

け継
つ

いできた文化的
ぶ ん か て き

所産
しょさん

である

という認識
にんしき

を基本
き ほ ん

として行
おこな

うものとする。 

３ 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じたコミュニケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

の促進
そくしん

は、全
すべ

ての市民
し み ん

が障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、相互
そ う ご

の違
ちが

いを理解
り か い

し、人格
じんかく

と

個性
こ せ い

を互
たが

いに尊重
そんちょう

することを基本
き ほ ん

として 行
おこな

うものとする。 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第
だい

４条
じょう

 市
し

は、前条
ぜんじょう

に規定
き て い

する基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（以下
い か

「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」という。）

に基
もと

づき、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

及
およ

び障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じたコミュニケーシ

ョン手段
しゅだん

の利用
り よ う

の促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

を推進
すいしん

するものとする。 

２ 前項
ぜんこう

の規定
き て い

による施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、関係
かんけい

団体
だんたい

、県
けん

等
とう

と連携
れんけい

を

図
はか

るものとする。 

 （市民
し み ん

の役割
やくわり

） 



第
だい

５ 条
じょう

 市民
し み ん

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、市
し

が推進
すいしん

する施策
し さ く

に

協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

 （事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

） 

第
だい

６条
じょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、市
し

が推進
すいしん

する施策
し さ く

に

協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるとともに、障
しょう

がいのある人
ひと

が利用
り よ う

しやすいサー

ビスを提供
ていきょう

し、かつ、 働
はたら

きやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

するよう努
つと

めるものと

する。 

 （施策
し さ く

の推進
すいしん

方針
ほうしん

） 

第
だい

７ 条
じょう

 市
し

は、第
だい

４ 条
じょう

に規定
き て い

する責務
せ き む

を果
は

たすため、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げ

る施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

するものとする。 

 (１) 手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

に対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

び手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

に関
かん

する施策
し さ く

 

 (２) ろう者
しゃ

その他
た

の障
しょう

がいのある人
ひと

が、 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じたコ

ミュニケーション手段
しゅだん

を選択
せんたく

することができ、かつ、利用
り よ う

しやすい

環境
かんきょう

の整備
せ い び

に関
かん

する施策
し さ く

 

 (３) コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

の養成
ようせい

及
およ

び確保
か く ほ

に関
かん

する施策
し さ く

 

 (４) 前
ぜん

３号
ごう

に掲
かか

げるもののほか、市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める施策
せ さ く

 

 （学校
がっこう

等
とう

への支援
し え ん

） 

第
だい

８条
じょう

 市
し

は、教育
きょういく

又
また

は保育
ほ い く

の場
ば

において、コミュニケーション手段
しゅだん

に

対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

める機会
き か い

の確保
か く ほ

を図
はか

るため、学校
がっこう

等
とう

（小学校
しょうがっこう

及
およ

び

中学校
ちゅうがっこう

並
なら

びに保育所
ほ い く し ょ

等
とう

をいう。）に対
たい

し情報
じょうほう

の提供
ていきょう

その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。 

 （非常時
ひ じ ょ う じ

の支援
し え ん

） 

第
だい

９条
じょう

 市
し

は、災害
さいがい

その他
た

の非常
ひじょう

時
じ

において、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し、

コミュニケーション手段
しゅだん

による必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を迅速
じんそく

かつ的確
てきかく

に行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。 

 （委任
い に ん

） 

第
だい

１０条
じょう

 この条例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、市長
しちょう

が別
べつ

に定
さだ

める。 

附
ふ

 則
のり

 

この条例
じょうれい

は、令和
れ い わ

７年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
せ こ う

する。 


