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千葉市
ち ば し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

 

手段
しゅだん

の利用
り よ う

を促進
そくしん

する条例
じょうれい

（案
あん

） 

 

手話
し ゅ わ

は、音声
おんせい

言語
げ ん ご

である日本語
に ほ ん ご

とは異
こと

なる独自
ど く じ

の文法
ぶんぽう

体系
たいけい

を持
も

つ言語
げ ん ご

としてろう者
しゃ

の間
あいだ

で大切
たいせつ

に引
ひ

き継
つ

がれ発展
はってん

し、ろう者
しゃ

独自
ど く じ

の文化
ぶ ん か

を育んで
はぐく

きた。しかしながら、明治
め い じ

１３年
ねん

に

イタリア
い た り あ

のミラノ
み ら の

で開
かい

催
さい

された国際
こくさい

会議
か い ぎ

において、ろう教育
きょういく

における口話
こ う わ

法
ほう

の優位性
ゆ う いせ い

が

宣言
せんげん

されて以降
い こ う

、平成
へいせい

１８年
ねん

の国際
こくさい

連合
れんごう

における障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
かん

条約
じょうやく

の採択
さいたく

まで、

手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

として認
みと

められてこなかった。我が国
わ   く に

においても、長年
ながねん

にわたり同様
どうよう

の状 況
じょうきょう

が

続く
つづ

など苦難
く な ん

の歴史
れきし

を経て
へ

、平成
へいせい

２３年
ねん

に障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ んほ う

（昭和
しょうわ

４５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

８４号
ごう

）が改正
かいせい

され手話
し ゅ わ

が初
はじ

めて言語
げ ん ご

として位置
い ち

付
づ

けられ、平成
へいせい

２６年
ねん

に同条約
どうじょうやく

が批准
ひじゅん

されるに至
いた

った。

我々
われわれ

は、その事実
じ じ つ

を正
ただ

しく認識
にんしき

するとともに、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

を獲得
かくとく

及び
およ

習得
しゅうとく

し、使用
しよう

する権利
け ん り

を保障
ほしょう

し、普及
ふきゅう

促進
そくしん

に努
つと

めていく必要
ひつよう

がある。 

また、言語
げ ん ご

は、事実
じ じ つ

や思
おも

いを表現
ひょうげん

し伝
つた

え、人
ひと

同士
ど う し

がコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

をとるために

不可欠
ふ か け つ

なものである。障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

については、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

、点字
て ん じ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、

触手話
しょくしゅわ

など、様々
さまざま

な支援
し え ん

が整
ととの

いつつあるが、未
いま

だ十分
じゅうぶん

に普及
ふきゅう

しているとは言
い

い難
がた

く、多
おお

く

の障害者
しょうがいしゃ

が不安
ふ あ ん

や困難
こんなん

を抱
かか

えている。障害者
しょうがいしゃ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

び利用
り よ う

並
なら

びに意思
い し

疎通
そ つ う

に係
かか

る施策
し さ く

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（令和
れ い わ

４年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

５０号
ごう

）が施行
せ こ う

され、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対
たい

して、情報
じょうほう

技術
ぎじゅつ

の発展
はってん

とともに、より一層
いっそう

の施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

が求
もと

められている。 

加
くわ

えて、障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の支援
し え ん

にあたっては、多様
た よ う

な障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた

適正
てきせい

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

であることを認識
にんしき

する必要
ひつよう

がある。例
たと

えば、タッチパネル
た っ ち ぱ ね る

の普及
ふきゅう

は視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

には逆
ぎゃく

に不便
ふ べ ん

となるなど、情報
じょうほう

技術
ぎじゅつ

の発展
はってん

は、障害者
しょうがいしゃ

にとって必
かなら

ずしも利便性
り べ んせ い

の

向上
こうじょう

につながるものだけでない。また、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

でも、人生
じんせい

の途中
とちゅう

で障害
しょうがい

を負
お

い、手話
し ゅ わ

ではなく要約
ようやく

筆記
ひ っ き

や筆談
ひつだん

などを主
おも

に使用
し よ う

する中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

や難聴者
なんちょうしゃ

もいるほか、聴覚
ちょうかく

及
およ

び

視覚
し か く

に双方
そうほう

に障害
しょうがい

がある盲
もう

ろう者
しゃ

など、障害
しょうがい

の特性
とくせい

や求
もと

められる支援
し え ん

は大
おお

きく異
こと

なる。 

ここに、本市
ほ ん し

として、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の理解
り か い

や普及
ふきゅう

促進
そくしん

、将来
しょうらい

への継承
けいしょう

とともに、障害
しょうがい

のある

人
ひと

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の多様
た よ う

な手段
しゅだん

の確保
か く ほ

、発展
はってん

により、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も互
たが

い

に理解
り か い

し合
あ

い、助
たす

け合
あ

う地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の構築
こうちく

を目指
め ざ

すため条例
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

が独自
どくじ

の文法
ぶんぽう

体系
たいけい

を持つ
も

言語
げんご

である認識
にんしき

のもと、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の
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理解
り か い

、普及
ふきゅう

を促進
そくしん

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

が、情報
じょうほう

を十分
じゅうぶん

に取得
しゅとく

、理解
り か い

、利用
り よ う

し円滑
えんかつ

に

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を図
はか

るため、基本
きほん

理念
りねん

を定める
さだ

ほか、市
し

の責務
せ き む

、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

にし、計画的
けいかくてき

に施策
し さ く

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

とする。 

（用語
よ う ご

の定義
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）障害者
しょうがいしゃ

 身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ちてき

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含む
ふく

。）難病
なんびょう

その他
た

の心身
しんしん

の

機能
き の う

の障害
しょうがい

（以下
い か

「障害
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、障害
しょうがい

または社会的
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

又
また

は断続的
だんぞくてき

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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にある者
もの

をいう。 

（2）社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 障害者
しょうがいしゃ

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

を営む
いとな

上
うえ

で障壁
しょうへき

となるような

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

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のものをいう。 

（3）ろう者
しゃ

 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のうち、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

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営む
いとな

者
もの

をい

う。 

（4）盲
もう

ろう者
しゃ

 聴覚
ちょうかく

及び
およ

視覚
しかく

の機能
き の う

の障害
しょうがい

がある者
もの

であって、障害
しょうがい

または社会的
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

又
また

は断続的
だんぞくてき

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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にある者
もの

を

いう。 

（5）コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

 人々
ひとびと

が相互
そ う ご

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、気
き

持
も

ちや心
こころ

を通
かよ

わせて理解
り か い

し合
あ

うことをいう。 

（6）コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

 手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、筆談
ひつだん

、音訳
おんやく

、点字
て ん じ

、指
ゆび

点字
て ん じ

、触手話
しょくしゅわ

、手のひら
て

書き
が

、代筆
だいひつ

・代読
だいどく

、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

、重度
じゅうど

障害者用
しょうがいしゃよう

意思
い し

伝達
でんたつ

装置
そ う ち

、パ
ぱ

ー
ー

ソナルコンピュ
そ な る こ ん ぴ ゅ

ー
ー

タ
た

、

スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

等
とう

の情報
じょうほう

機器
き き

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

が情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

びコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

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

するものをいう。 

（7）コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

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

、盲
もう

ろう者向け
しゃむ

通訳
つうやく

・介助者
かいじょしゃ

、代筆
だいひつ

・代読
だいどく

支援者
しえんしゃ

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

が情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

びコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を行
おこな

う際
さい

に必要
ひつよう

な支援
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

 市
し

、市民
しみん

及び
およ

事業者
じぎょうしゃ

（以下
い か

「市
し

等
とう

」という。）は、手話
しゅわ

は独自
どくじ

の文法
ぶんぽう

体系
たいけい

を持つ
も

言語
げ ん ご

であるという認識
にんしき

の下
もと

、これを獲得
かくとく

及び
およ

習得
しゅうとく

し、使用
しよう

する権利
け ん り

を尊重
そんちょう

し、理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

び普及
ふきゅう

を目指
め ざ

すとともに、将来
しょうらい

に向
む

かって引
ひ

き継
つ

いでいくものとする。 

２ 市
し

等
とう

は、障害
しょうがい

特性
とくせい

に対応
たいおう

した手法
しゅほう

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

により、障害
しょうがい

のある人
ひと

が情報
じょうほう

を
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十分
じゅうぶん

に理解
り か い

し、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を選択
せんたく

し意思
い し

決定
けってい

できることを保障
ほしょう

するものとする。 

３ 市
し

等
とう

は、障害者
しょうがいしゃ

がその障害
しょうがい

特性
とくせい

に対応
たいおう

した手法
しゅほう

により情報
じょうほう

発信
はっしん

を行
おこな

い、自身
じ し ん

の意思
い し

を表明
ひょうめい

できることを保障
ほしょう

するものとする。 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第
だい

４条
じょう

 市
し

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基
もと

づき、手話
し ゅ わ

の言語
げ ん ご

としての理解
り か い

の促進
そくしん

及び
およ

手話
しゅわ

の普及
ふきゅう

、手話
し ゅ わ

を獲得
かくとく

及び
およ

習得
しゅうとく

し、使用
しよう

する権利
け ん り

の保障
ほしょう

並
なら

びに、障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の支援
し え ん

に

係る
かか

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。 

（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、障害
しょうがい

の有無
う む

に関
かか

わらず、基本
きほん

理念
りねん

に対する
たい

理解
りかい

を深め
ふか

、障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

取得
しゅとく

、利用
りよう

の重要性
じゅうようせい

を認識
にんしき

し、市
し

の施策
しさく

に協力
きょうりょく

するよう努める
つと

ものとする。 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

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

に対する
たい

理解
りかい

を深め
ふか

、障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

取得
しゅとく

、利用
り よ う

の重要性
じゅうようせい

を

認識
にんしき

し、障害者
しょうがいしゃ

に対し
たい

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をするほか、市
し

の施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努める
つと

ものとす

る。 

（施策
し さ く

の推進
すいしん

） 

第
だい

７条
じょう

 市
し

は、第
だい

４条
じょう

の規定
き て い

に基
もと

づき、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

に係
かかわ

る施策
し さ く

を推進
すいしん

するものとす

る。 

(1)手話
し ゅ わ

の言語
げ ん ご

としての理解
り か い

促進
そくしん

、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

を獲得
かくとく

及び
およ

習得
しゅうとく

し、使用
しよう

する権利
け ん り

の保障
ほしょう

、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

及び
およ

次
じ

世代
せだい

への継承
けいしょう

 

(2)コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の充実
じゅうじつ

や情報
じょうほう

機器
き き

の活用
かつよう

など、障害
しょうがい

の有無
う む

やその程度
て い ど

にかか

わらず情報
じょうほう

を取得
しゅとく

、理解
り か い

し、自分
じ ぶ ん

の意思
い し

を自由
じ ゆ う

に発信
はっしん

できる環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

(3)コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援者
し え んし ゃ

の育成
いくせい

 

(4)前
ぜん

３号
ごう

に掲
かか

げるもののほか、第
だい

１条
じょう

に規定
き て い

する目的
もくてき

を達成
たっせい

するために必要
ひつよう

な事項
じ こ う

 

（財政
ざいせい

措置
そ ち

） 

第
だい

８条
じょう

 市
し

は、第
だい

７条
じょう

に規定
き て い

する施策
し さ く

を推進
すいしん

するため、必要
ひつよう

な財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

ずるよ

う努める
つと

ものとする。 

（当事者
と う じし ゃ

の意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

） 

第
だい

９条
じょう

 市
し

は、第
だい

７条
じょう

に規定
き て い

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を確認
かくにん

するために、障害者
しょうがいしゃ

、学識
がくしき

経験
けいけん

を有
ゆう

する者
もの

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
いけん

を聴く
き

必要
ひつよう

がある場合
ばあい

は、千葉市
ち ば し

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

で調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

するものとする。 

（公共
こうきょう

施設
し せ つ

での啓発
けいはつ

） 
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第
だい

１０条
じょう

 市
し

は、広
ひろ

く市民
し み ん

に公共
こうきょう

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する施設
し せ つ

その他
た

関係
かんけい

機関
き か ん

において、市民
し み ん

に対
たい

する手話
し ゅ わ

への理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

びコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の普及
ふきゅう

のための積極的
せっきょくてき

な啓発
けいはつ

に

努
つと

めるものとする。 

（学
まな

ぶ機会
き か い

の提供
ていきょう

） 

第
だい

１１条
じょう

 市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援者
し え んし ゃ

及
およ

びこれらに関係
かんけい

する団体
だんたい

、学校
がっこう

等
とう

と協 力
きょうりょく

して、市民
し み ん

が手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

又
また

は障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

を学
まな

ぶ機会
き か い

の提供
ていきょう

に

努
つと

める。 

（通
つう

訳者
やくしゃ

の設置
せ っ ち

、派遣
は け ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

） 

第
だい

１２条
じょう

 市
し

は、行政
ぎょうせい

手続
て つ づ

きを行
おこな

う窓口
まどぐち

等
とう

に手話通
し ゅ わつ う

訳者
やくしゃ

を設置
せ っ ち

し、ろう者
しゃ

に対
たい

し行政
ぎょうせい

手続
て つ づ

き等
とう

に必要
ひつよう

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

のための支援
し え ん

を行
おこな

う。 

２ 市
し

は、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

、盲
もう

ろう者向け
しゃむ

通訳
つうやく

・介助者
かいじょしゃ

、代筆
だいひつ

・代読
だいどく

支援者
しえんしゃ

の派遣
はけん

その他
た

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の提供
ていきょう

に係
かか

る体制
たいせい

の整備
せ い び

及
およ

び充
じゅう

実
じつ

に努
つと

める。 

（障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

発信
はっしん

等
とう

） 

第
だい

１３ 条
じょう

 市
し

は、障害
しょうがい

者
しゃ

が市政
し せ い

に関
かん

する情報
じょうほう

を速
すみ

やかに取得
しゅとく

できるよう、必要
ひつよう

な

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

を使用
し よ う

して発信
はっしん

するとともに、行 政 上
ぎょうせいじょう

の手続
て つ づ

きに情報
じょうほう

技術
ぎじゅつ

を

活用
かつよう

する際
さい

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、情報
じょうほう

機器
き き

等
とう

の利用
り よ う

支援
し え ん

を行
おこな

うほか、当該
とうがい

機器
き き

等
とう

を利用
り よ う

す

ることが困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して代替
だいたい

手段
しゅだん

を確保
か く ほ

するなど、障害
しょうがい

特性
とくせい

に配慮
はいりょ

して取
と

り組
く

む

ものとする。 

（災害
さいがい

時
じ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の支援
し え ん

） 

第
だい

１４条
じょう

 市
し

は、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

、災害
さいがい

発生
はっせい

及
およ

び避難
ひ な ん

に係
かか

る情報
じょうほう

の発信
はっしん

並
なら

びに避
ひ

難所
なんじょ

等
とう

におけ

るコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

が円滑
えんかつ

に行
おこな

われるよう、障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

に努
つと

める。 

（委任
い に ん

） 

第
だい

１５条
じょう

 この条例
じょうれい

の施行
せ こ う

に必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、市長
しちょう

が定
さだ

める。 

 

附
ふ

 則
そく

 

この条例
じょうれい

は、令和
れ い わ

 年
ねん

 月
がつ

 日
にち

から施行
せ こ う

する。 

 

 


