
甲賀市
こ う か し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

及び
およ  

情 報
じょうほう

・コミュニケーション促進
そくしん

条 例
じょうれい

 

 

 手話
し ゅ わ

は、音声
おんせい

言語
げ ん ご

と異なり
こと    

、手
て

及び
およ  

指
ゆび

、体
からだ

等
など

の動き
うご  

並び
なら  

に顔
かお

の 表 情
ひょうじょう

を使
つか

って視覚的
し か く て き

に表 現
ひょうげん

する言語
げ ん ご

です。これまで、ろう者
しゃ

等
など

は、物事
ものごと

を考え
かんが 

、意思
い し

疎通
そ つ う

を図り
はか  

、お互い
 た が  

の気持ち
き も  

を理解
り か い

し合う
 あ  

ために、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

を大切
たいせつ

に育んで
はぐく   

きた歴史
れ き し

があります。 

 また、人
ひと

と人
ひと

との結びつき
む す     

及び
およ  

絆
きずな

を大切
たいせつ

にする上
うえ

で、全て
すべ  

の 障
しょう

がい者
しゃ

が可能
か の う

な限り
か ぎ り

、手話
し ゅ わ

を含む
ふく  

多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

を用いて
も ち    

、お互い
 た が  

の気持ち
き も  

を理解
り か い

し合う
 あ  

機会
き か い

を確保
か く ほ

する

ことは、共 生
きょうせい

社会
しゃかい

に課
か

せられた責務
せ き む

です。 

 私
わたし

たちは、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることを理解
り か い

し、また 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応じた
お う    

コミュニケーショ

ン手段
しゅだん

の選択
せんたく

及び
およ  

情 報
じょうほう

取得
しゅとく

又
また

は利用
り よ う

の手段
しゅだん

の選択
せんたく

の機会
き か い

が保障
ほしょう

され、 障
しょう

がいの有無
あるなし

にかかわ

らず、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりの人権
じんけん

が尊 重
そんちょう

され、人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合い
 あ  

ながら共
とも

に生きる
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

します。 

 

（目的
もく てき

） 

第１条
だい 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

及び
お よ   

情 報
じょうほう

・コミュニケーションの促進
そくしん

に関
かん

し、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定め
さだ  

、市
し

の責務
せ き む

並び
なら  

に市民
し み ん

及び
およ  

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

を明らか
あ き    

にするとともに、施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となる

事項
じ こ う

を定める
さ だ    

ことにより、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることを理解
り か い

し、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミ

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

し、もって 障
しょう

がいの有無
あるなし

によって分け隔て
わ   へ だ  

られることなく、

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も互
たが

いに認め合い
み と   あ   

、共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

とします。 

（定義
て い ぎ

） 

第２条
だい 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

めるところにより

ます。 

 （１） 障
しょう

がい者
し ゃ

 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、難 病
なんびょう

その他
ほか

の心身
しんしん

の機能
き の う

の 障
しょう

がい（以下
い か

「 障
しょう

がい」と総 称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、 障
しょう

がい及び
およ  

社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に制限
せいげん

を受
う

ける状 態
じょうたい

にあるものをいいます。 

 （２） 社会的
しゃ かいてき

障 壁
しょうへき

 障
しょう

がい者
しゃ

にとって日 常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で障 壁
しょうへき

となる社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、概念
がいねん

その他
ほか

一切
いっさい

のものをいいます。 

 （３） 障
しょう

がい特性
とく せい

に応
お う

じた多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅ だん

 手話
し ゅ わ

（触手話
しょくしゅわ

及
およ

び弱視
じゃくし

手話
し ゅ わ

を

含
ふく

む。）、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、筆談
ひつだん

、字幕
じ ま く

、点字
て ん じ

、指
ゆび

点字
て ん じ

、音訳
おんやく

、拡大
かくだい

文字
も じ

、代読
だいどく

、代筆
だいひつ

、平易
へ い い

な表 現
ひょうげん

、

絵図
え ず

、記号
き ご う

、身振
み ぶ

り、手振
て ぶ

り、豊
ゆた

かな 表 情
ひょうじょう

、口話
こ う わ

、透明
とうめい

文字盤
も じ ば ん

その他
ほか

障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じ

て利用
り よ う

される、人々
ひとびと

が互
たが

いに情 報
じょうほう

を伝達
でんたつ

し、意思
い し

を疎通
そ つ う

し、並
なら

びに気持ち
き も  

及び
およ  

心
こころ

を通
かよ

わせ

て理解
り か い

し合
あ

う伝達
でんたつ

手段
しゅだん

をいいます。 

 （４） 合理的
ご う り て き

配慮
はい りょ

 市
し

、市民
し み ん

及び
およ  

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が、個々
こ こ

の場面
ば め ん

において、障
しょう

がい者
しゃ

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の意思
い し

表 明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

に、過度
か ど

な負担
ふ た ん

にならない範囲
は ん い

で、 障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することとならないよう 行
おこな

う必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

な現 状
げんじょう

の変更
へんこう

又
また

は調 整
ちょうせい

をいいます。 

 （５） 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

 市内
し な い

で事業
じぎょう

を 営
いとな

む個人
こ じ ん

、法人
ほうじん

及
およ

び団体
だんたい

をいいます。 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第３条
だい じょう

 第１条
だい じょう

に規定
き て い

する共 生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とします。 

 （１） 手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることの理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

び 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーシ

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

がお互
たが

いに理解
り か い

し、人格
じんかく

及
およ

び個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

することを

基本
き ほ ん

として 行
おこな

うこと。 



 （２） 個人
こ じ ん

の 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

を確保
か く ほ

するため、市
し

、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が責務
せ き む

及
およ

び役割
やくわり

を認識
にんしき

し、連携
れんけい

して取
と

り組
く

むこと。 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第４条
だい 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

が言語
げ ん ご

で

あることの理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

び 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

な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

の施策
し さ く

を推進
すいしん

するものとします。 

２ 市
し

は、その事務
じ む

又
また

は事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーショ

ン手段
しゅだん

を利用
り よ う

できるようにするための合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うものとします。 

３ 市
し

は、緊 急
きんきゅう

時
じ

及
およ

び災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

においても、障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーショ

ン手段
しゅだん

が利用
り よ う

される共 生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

けた取組
とりくみ

を 行
おこな

うものとします。 

（市民
し み ん

の役割
やく わり

） 

第５条
だい 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、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーショ

ン手段
しゅだん

を利用
り よ う

できるようにするための合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うよう努
つと

めるものとします。 

（事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の役割
やく わり

） 

第６条
だい 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

の施策
し さ く

に 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとし

ます。 

２ 事
じ

業 者
ぎょうしゃ

は、その事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

を利用
り よ う

できるようにするための合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うよう努
つと

めるものとします。 

（市
し

の施策
し さ く

） 

第７条
だい じょう

 市
し

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基
もと

づき、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業 者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

して、次
つぎ

に掲
かか

げる施策
し さ く

を推進
すいしん

するも

のとします。 

 （１） 手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることの理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

び 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーシ

ョン手段
しゅだん

の普及
ふきゅう

に関
かん

する施策
し さ く

 

 （２） 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

を利用
り よ う

しやすい環 境
かんきょう

づくりに

関
かん

する施策
し さ く

 

 （３） 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

を支援
し え ん

する者
もの

の確保
か く ほ

及
およ

び養成
ようせい

に

関
かん

する施策
し さ く

 

 （４） 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

での情 報
じょうほう

発信
はっしん

及
およ

び情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

に

関
かん

する施策
し さ く

 

 （５） 学校
がっこう

教 育
きょういく

における 障
しょう

がい特性
とくせい

に応
おう

じた多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の理解
り か い

及
およ

び

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を図
はか

るための施策
し さ く

 

 （６） 前各号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、この条 例
じょうれい

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

 

２ 市
し

は、前項
ぜんこう

の施策
し さ く

を推進
すいしん

するに当
あ

たり、その進 捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

に努
つと

め、必要
ひつよう

に応
おう

じて施策
し さ く

の見直し
み な お  

を 行
おこな

います。 

（委任
い に ん

） 

第８条
だい じょう

 この条 例
じょうれい

に定
さだ

めるもののほか、この条 例
じょうれい

の施行
し こ う

に関
かん

し必要
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

ます。 

   付
ふ

 則
そく

 

 この条 例
じょうれい

は、令和
れ い わ

３年
ねん

１０月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

します。 


