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～障害者
しょうがいしゃ

とコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

で共 生
きょうせい

できる社会
しゃかい

の実現
じつげん
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“みんな違って
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、みんないい。「みんなが真ん中
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」にいられたらいい” 



犬山市手話言語の普及及び障害の特性に応じた コミュニケーション手段の利用促進に関する条例(案) 

1 
 

◇ 前文
まえぶん

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

もかけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

され、社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文
ぶん

化
か

その他
た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が確保
か く ほ

され、さまざまな人
ひと

との出
で

会
あ

い

と交流
こうりゅう

を持
も

ち、心
こころ

豊
ゆた

かに暮
く

らすことは、市民
し み ん

共通
きょうつう

の願
ねが

いである。そのためには、

お互
たが

いの考
かんが

えや気
き

持
も

ちを伝
つた

え合
あ

い、理
り

解
かい

し合
あ

うことが大
たい

切
せつ

である。 

 障害者
しょうがいしゃ

は、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

において、その障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じ
おう

、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点字
て ん じ

、音訳
おんやく

、筆談
ひつだん

、拡大
かくだい

文字
も じ

、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

など多様
た よ う

なコミュニケーション

手段
しゅだん

を用
もち

いてきた。 

 その中
なか

でも、手話
し ゅ わ

は、独自
ど く じ

の言語
げ ん ご

体系
たいけい

を持
も

ち、手指
て ゆ び

や体
からだ

の動
うご

き、表 情
ひょうじょう

を使って
つか

視覚的
しかくてき

に表現
ひょうげん

する言語
げ ん ご

である。これまでろう者
しゃ

は、物事
ものごと

を考え
かんが

、コミュニケーショ

ンを図り
はか

、お互
たが

いの気
き

持
も

ちを理解
り か い

し合う
あ

ため、また、知識
ち し き

を蓄
たくわ

え、文化
ぶ ん か

を創造
そうぞう

する

ために必要
ひつよう

な言語
げ ん ご

として、手話
し ゅ わ

を大切
たいせつ

に育
はぐく

んできた。 

 しかし、我
わ

が国
くに

では、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として認
みと

めていなかった過去
か こ

もあり、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として使用
し よ う

することができる環境
かんきょう

が整えられて
ととの

こなかったことから、ろう者
しゃ

は、

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を得
え

ることやコミュニケーションをとることにも不便
ふ べ ん

や不安
ふ あ ん

を

感じながら
かん

生活
せいかつ

してきた。 

 こうした中
なか

、平成
へいせい

１８年
ねん

の国際
こくさい

連合
れんごう

総会
そうかい

にて「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

」が

採択
さいたく

され、言語
げ ん ご

とは、「音
おん

声
せい

言
げん

語
ご

及
およ

び手
しゅ

話
わ

その他
た

の形態
けいたい

の非音声
ひおんせい

言語
げ ん ご

」と定義
て い ぎ

される

とともに、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
ほう

律
りつ

第
だい

８４号
ごう

。以下
い か

「基本法
きほんほう

」という。）に

おいても、平成
へいせい

２３年
ねん

の改正
かいせい

によって手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

であると位
い

置
ち

づけられ、「障害者
しょうがいしゃ

１段落
だんらく

 

２段落
だんらく

 

３段落
だんらく

 

４段落
だんらく

 

５段落
だんらく
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の意思
い し

疎通
そ つ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

されるとともに、情報
じょうほう

の

取得
しゅとく

又
また

は利用
り よ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

の拡大
かくだい

が図
はか

られること」と定
さだ

めら

れた。 

 よって、犬山市
いぬやまし

においても、障害者
しょうがいしゃ

が円滑
えんかつ

に意思
い し

の疎通
そ つ う

ができるよう、さまざま

な施策
し さ く

を進
すす

めてきた。 

 しかしながら、手話
し ゅ わ

をはじめとする障害者
しょうがいしゃ

が用
もち

いる多
た

様
よう

なコミュニケーション

手段
しゅだん

については、その選択
せんたく

と利用
り よ う

の機会
き か い

が十分
じゅうぶん

に確保
か く ほ

されているとは言
い

えない現
げん

状
じょう

がある。 

 犬山市
いぬやまし

では、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であるとの理解
り か い

を促
うなが

すとともに、障害
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

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

及び
お よ  

利用
り よ う

促進
そくしん

を図る
は か  

ことにより、全
すべ

ての市民
し み ん

が

互
たが

いにその人
ひと

らしさを認
みと

め合
あ

いながら、やさしく元気
げ ん き

な地域
ち い き

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。 

障害者
しょうがいしゃ

とコミュニケーションで共生
きょうせい

できる社会
しゃかい

の実現
じつげん

 

みんな違
ちが

って、みんないい。「みんなが真
ま

ん中
なか

」にいられたらいい 

 

【解説
かいせつ

】 

前文
まえぶん

では、手話言語
し ゅ わ げ ん ご

の普及
ふきゅう

及び
お よ  

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 

利用
り よ う

促進
そくしん

に関する
かん    

条例
じょうれい

を制定
せいてい

するに至った
いた    

経緯
け い い

と趣旨
し ゅ し

を説明
せつめい

しています。 

 

６段落
だんらく

 

７段落
だんらく

 

８段落
だんらく
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前文
まえぶん

の第１
だい  

段落
だんらく

では、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の理念
り ね ん

にのっとり、共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

の大切さ
たいせつ  

を記して
しる    

います。障害
しょうがい

は個性
こ せ い

であり、個性
こ せ い

を認めて
みと    

、自分
じ ぶ ん

と異なる
こと    

人
ひと

であっても

お互い
 た が  

に尊重
そんちょう

できるような社会
しゃかい

が本当
ほんとう

の多様性
たようせい

のある社会
しゃかい

と考えます
かんが    

。 

 

第２
だ い  

段落
だんらく

から第４
だ い  

段落
だんらく

では、我が国
わ   くに

において手話
し ゅ わ

に対する
た い   

理解
り か い

が進んで
す す   

おらず、

ろう者
しゃ

が生活
せいかつ

の中
なか

で多く
お お  

の不便
ふ べ ん

や不安を感じながら
かん       

生活
せいかつ

してきたことを指摘
し て き

してい

ます。 

手話
し ゅ わ

は独自
ど く じ

の言語
げ ん ご

体系
たいけい

を持ち
も  

、ろう者
しゃ

の間
あいだ

で大切
たいせつ

に育まれて
はぐく     

きましたが、1880年
ねん

（明治
め い じ

13年
ねん

）イタリア・ミラノで開かれた
ひ ら     

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

教育
きょういく

国際
こくさい

会議
か い ぎ

( I C E D
アイシーイーディ

)ミラ

ノ会議
か い ぎ

で「ろう学校
がっこう

で手話
し ゅ わ

を使う
つか  

ことを禁止
き ん し

し口話
こ う わ

のみを奨励
しょうれい

する」と決議
け つ ぎ

された

ことをうけ、日本
に ほ ん

のろう学校
がっこう

でも発音
はつおん

訓練
くんれん

を中心
ちゅうしん

とする口話法
こうわほう

の導入
どうにゅう

により、

手話
し ゅ わ

の使用
し よ う

が事実上
じじつじょう

禁止
き ん し

され、手話
し ゅ わ

の使用
し よ う

が制約
せいやく

された時代
じ だ い

があったことが背景
はいけい

に

あります。 

 

第５
だ い  

段落
だんらく

では、平成
へいせい

18年
ねん

の国際
こくさい

連合
れんごう

総会
そうかい

で採択
さいたく

され、平成
へいせい

26年
ねん

に日本
に ほ ん

が批准
ひじゅん

した

「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

」において手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることが定義
て い ぎ

されたこと

や、平成
へいせい

23年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

で、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

として位置づけられ
い ち     

、

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

の確保
か く ほ

及び
お よ  

拡大
かくだい

の必要性
ひつようせい

に

ついて定められた
さだ       

ことを説明
せつめい

しています。 

 

第６
だい  

段落
だんらく

から第８
だい  

段落
だんらく

では、以上
いじょう

を踏まえ
ふ   

、犬山市
いぬやまし

において手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であると

の理解
り か い

を促し
うなが 

、障害
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

の普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

及び
お よ  

利用
り よ う
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促進
そくしん

を図る
は か  

ことにより、地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指す
め ざ  

ため、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

しま

す。 

～障害者
しょうがいしゃ

とコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

で共生
きょうせい

できる社会
しゃかい

の実現
じつげん

～ 

“みんな違って
ちが    

、みんないい。「みんなが真ん中
ま  な か

」にいられたらいい” 

 

 

◇第１条
だい じょう

 

（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

び障害
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

促進
そくしん

に関
かん

し、その基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、市
し

の責
せき

務
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、市
し

が定
さだ

めた施策
し さ く

を推進
すいしん

することで、障害者
しょうがいしゃ

がその障害
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、利用
り よ う

することにより、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとり

が安心
あんしん

して暮
く

らすことができる地域
ち い き

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。 

【解説
かいせつ

】 

 この条
じょう

では、条例
じょうれい

の内容
ないよう

を総括的
そうかつてき

に示す
し め  

とともに、条例
じょうれい

の目的
もくてき

を定めて
さだ    

いま

す。 

 

 手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

及び
お よ  

障害
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

の利用
り よ う

促進
そくしん

に

関する
かん    

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定め
さ だ  

、市
し

の責務
せ き む

と市民
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、手話
し ゅ わ

が

言語
げ ん ご

であることの理解
り か い

を促進
そくしん

し、障害
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

を

障害
しょうがい

者
しゃ

自ら
みず  

が選択
せんたく

し、利用
り よ う

することができるよう施策
し さ く

を推進
すいしん

することで、市民
し み ん

一人
ひ と り
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ひとりが安心
あんしん

して暮らす
く   

ことができる地域
ち い き

社会
しゃかい

が実現
じつげん

することを、条例
じょうれい

の目的
もくてき

とし

ています。 

 

 

◇第２条
だい  じょう

 

（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、それぞれ当該
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

 基
き

本
ほん

法
ほう

第
だい

２条
じょう

第
だい

１号
ごう

に規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

をいう。 

 (2) 市民
し み ん

 市内
し な い

に居住
きょじゅう

し、通勤
つうきん

し、又
また

は通学
つうがく

する者
もの

をいう。 

 (3) 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

２５年
ねん

法
ほう

律
りつ

第
だい

６５号
ごう

。以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」という。）第
だい

２条
じょう

第
だい

７号
ごう

に規定
き て い

す

る事
じ

業者
ぎょうしゃ

のうち、市内
し な い

で商 業
しょうぎょう

  その他
た

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

をいう。 

(4) コミュニケーション手段
しゅだん

 手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点字
て ん じ

、音訳
おんやく

、筆談
ひつだん

、拡大
かくだい

文字
も じ

、

平易
へ い い

な表現
ひょうげん

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

の日常
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

におけるコミュニケ

ーションのための手段
しゅだん

をいう。 

【解説
かいせつ

】 

この条
じょう

では、この条例
じょうれい

で用いる
もち    

用語
よ う ご

について、その意味
い み

を定めて
さだ    

います。 

 

(1)では、「障害者
しょうがいしゃ

」について明らか
あき    

にしています。 
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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  

。）その他
  た

の心身
しんしん

の

機能
き の う

の障害がある者
もの

であって、障害
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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受ける
う   

状態
じょうたい

にあるものとしています。 

 

【参考
さんこう

条文
じょうぶん

】 

〇障害者
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

5月
がつ

21日
にち

法律
ほうりつ

第84号
だい   ごう

） 

（定義
て い ぎ

） 

第二条 この法律
ほうりつ

において、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲げる
かか    

用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は、それぞれ当該
とうがい

各号
かくごう

に定める
さだ    

ところによる。 

一 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  

。）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

であつて、障害
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

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受ける
う   

状態
じょうたい

に

あるものをいう。 

二 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 障害
しょうがい

がある者
もの

にとつて日常
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
ものごと

、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。 

 

(2) では、「市民
し み ん

」について明らか
あき    

にしています。 

市内
し な い

に居住
きょじゅう

する者
もの

だけでなく、市内
し な い

にある事務所
じ む し ょ

などに通勤
つうきん

する者
もの

、市内
し な い

に

ある学校
がっこう

や幼稚園
ようちえん

、施設
し せ つ

などに通学
つうがく

、通園
つうえん

、通所
つうしょ

する者
もの

も含めます
ふ く     

。 

 

(3)では、 「事
じ

業者
ぎょうしゃ

」について明らか
あき    

にしています。 

市内
し な い

で商 業
しょうぎょう

その他
  た

の事業
じぎょう

を行う
おこな  

企業
きぎょう

や団体
だんたい

、店舗
て ん ぽ

で、目的
もくてき

の営利
え い り

・非営利
ひ え い り

、
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個人
こ じ ん

・法人
ほうじん

の別
べつ

を問いません
と     

。個
こ

人事
じ ん じ

業者
ぎょうしゃ

や対価
た い か

を得ない
え   

無報酬
むほうしゅう

の事業
じぎょう

を行う
おこな 

者
もの

、

非営利
ひ え い り

事業
じぎょう

を行う
おこな  

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

や特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

、ボランティア活動
かつどう

をする

グループなども事
じ

業者
ぎょうしゃ

に含みます
ふく     

。 

 

【参考
さんこう

条文
じょうぶん

】 

〇障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

25年
ねん

6月
がつ

26日
にち

法律
ほうりつ

第
だい

65号
ごう

） 

（定義
て い ぎ

） 

第二条
だいにじょう

 この法律
ほうりつ

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、それぞれ当該
とうがい

各号
かくごう

に定
さだ

め

るところによる。 

 一
いち

～六
ろく

  略
りゃく

 

七
しち

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 商 業
しょうぎょう

その他
た

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

（国
くに

、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

及
およ

び地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

を除
のぞ

く。）をいう。 

 

【参考
さんこう

条文
じょうぶん

】 

○障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほうしん

（令和
れ い わ

５年
ねん

３月
がつ

14日
にち

閣議
か く ぎ

決定
けってい

） 

第
だい

２ 行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

が講
こう

ずべき障害を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解
かい

消
しょう

するための措置
そ ち

に関
かん

する共通的
きょうつうてき

な事項
じ こ う

  

１ 法
ほう

の対象
たいしょう

範囲
は ん い

 

（１） 略
りゃく
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（２）事
じ

業者
ぎょうしゃ

 

対象
たいしょう

となる事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、商 業
しょうぎょう

その他
た

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

（地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の

経営
けいえい

する企業
きぎょう

及
およ

び公営
こうえい

企業型
きぎょうがた

地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

を含
ふく

み、国
くに

、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

等
とう

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

及
およ

び公営
こうえい

企業型
きぎょうがた

以外
い が い

の地方
ち ほ う

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

を除
のぞ

く。）であ

り、目的
もくてき

の営利
え い り

・非営利
ひ え い り

、個人
こ じ ん

・法人
ほうじん

の別
べつ

を問
と

わず、同種
どうしゅ

の行為
こ う い

を反復
はんぷく

継続
けいぞく

す

る意思
い し

をもって行
おこな

う者
もの

である。したがって、例
たと

えば、個
こ

人事
じ ん じ

業者
ぎょうしゃ

や対価
た い か

を得
え

ない無報酬
むほうしゅう

の事業
じぎょう

を行
おこな

う者
もの

、非営利
ひ え い り

事業
じぎょう

を行
おこな

う社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

や特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

も対象
たいしょう

となり、また対面
たいめん

やオンラインなどサービス等
とう

の提供
ていきょう

形態
けいたい

の

別
べつ

も問
と

わない。 

（３） 略
りゃく

 

 

(4)では、「コミュニケーション手段
しゅだん

」について明らか
あき    

にしています。 

手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点字
て ん じ

、音訳
おんやく

、筆談
ひつだん

、拡大
かくだい

文字
も じ

、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

を始め
はじ  

、視覚
し か く

障害者用
しょうがいしゃよう

活字
か つ じ

文書
ぶんしょ

読上げ
よ み あ げ

装置
そ う ち

や聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

支援
し え ん

アプリなどの機器
き き

も

含みます
ふく     

。 

 

◇第３条
だい じょう

 

（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、障害
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

を享受
きょうじゅ

する個人
こ じ ん

と

して尊重
そんちょう

されるものとする。 
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２ 手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

に当
あ

たっては、手話
し ゅ わ

が独自
ど く じ

の体系
たいけい

を有
ゆう

する言
げん

語
ご

であり、手話
し ゅ わ

を使
つか

う

者
もの

が知的
ち て き

で心
こころ

豊
ゆた

かな日常
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

であると理解
り か い

し、これを行
おこな

うものとする。 

３ コミュニケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

促進
そくしん

に当
あ

たっては、障害
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

を障害者
しょうがいしゃ

自
みずか

らが選択
せんたく

し、及
およ

び利用
り よ う

できることの重要性
じゅうようせい

を市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

が理解
り か い

し、可能
か の う

な限
かぎ

り障害者
しょうがいしゃ

がコミュニケーション手段
しゅだん

を利用
り よ う

できる機会
き か い

が確保
か く ほ

され

るものとする。 

【解説
かいせつ

】 

この条
じょう

では、条例
じょうれい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

について定めて
さだ    

います。 

 

第１項
だい  こう

では、障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も、人
ひと

が生まれながら
う      

にしてもつ権利
け ん り

（基本的
きほんてき

人権
じんけん

）は同じ
おな  

であり、障害
しょうがい

によってその権利
け ん り

が享受
きょうじゅ

できないことがあっ

てはならないことを定めます
さだ      

。 

第２項
だい  こう

では、手話
し ゅ わ

に対する
たい    

理解
り か い

の促進
そくしん

は、我が国
わ   くに

で手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

する環境
かんきょう

が

整えられて
ととの      

こなかった歴史
れ き し

を踏まえ
ふ   

、手話
し ゅ わ

は独自
ど く じ

の体系
たいけい

を有す
ゆ う  

る言語
  げんご

であると理解
り か い

した上
うえ

で、進められなければ
す す          

ならないことを定めます
さだ     

。 

第３項
だい  こう

では、コミュニケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

促進
そくしん

は、障害
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

を障害者
しょうがいしゃ

自ら
みずか  

が選択
せんたく

し、利用
り よ う

できることの重要性
じゅうようせい

を市民
し み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

が理解
り か い

し、可能
か の う

な限り
かぎ  

全て
すべ  

の障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

できる機会
き か い

が確保
か く ほ

されることを

定めます
さ だ    

。 
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【参考
さんこう

条文
じょうぶん

】 

〇日
に

本国
ほんこく

憲法
けんぽう

（抄
しょう

） 

（基本的
きほんてき

人権
じんけん

） 

第十一条
だいじゅういちじょう

 国民
こくみん

は、すべての基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

を妨
さまた

げられない。この憲法
けんぽう

が国民
こくみん

に

保障
ほしょう

する基本的
きほんてき

人権
じんけん

は、侵
おか

すことのできない永久
えいきゅう

の権利
け ん り

として、現在
げんざい

及
およ

び将来
しょうらい

の国民
こくみん

に与
あた

へられる。 

 

 

◇第４条
だい じょう

 

  （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

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普
ふ

及
きゅう

及
およ

び障
しょう

害
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

促進
そくしん

について第
だい

８条
じょう

第
だい

１項
こう

の施策
し さ く

を推進
すいしん

するものとする。 

２ 市
し

は、前項
ぜんこう

の施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、市
し

民
みん

及
およ

び事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

と連携
れんけい

を図
はか

るものとする。 

【解説
かいせつ

】 

 この条
じょう

では、条例
じょうれい

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するために市
し

が果たす
は   

べき責務
せ き む

について定めて
さだ    

います。 

 

 第１項
だい  こう

では、市
し

は、この条例
じょうれい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

と障害者
しょうがいしゃ

が自ら
みずか 

選択
せんたく

したコミュニケーション手段
しゅだん

により情報
じょうほう

取得
しゅとく

が円滑
えんかつ

にできるよう、その

施策
し さ く

を進めて
すす    

いくことが定められて
さだ       

います。 
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 第２項
だい  こう

では、市
し

は、第１項
だい  こう

の施策
し さ く

を円滑
えんかつ

に進める
すす    

ため、市民
し み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

と連携
れんけい

を

図る
は か  

ことについて定めて
さだ    

います。 

 

 

◇第５条
だい じょう

 

  （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、第
だい

３条
じょう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

め、市
し

が推進
すいしん

する第
だい

８条
じょう

第
だい

１項
こう

の

施策
し さ く

の実施
じ っ し

に協力するよう努
つと

めるものとする。 

【解説
かいせつ

】 

 この条
じょう

では、条例
じょうれい

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するために市民
し み ん

の役割
やくわり

を定めて
さだ    

います。 

 

 この条例
じょうれい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基
もと

づき市
し

が行う
おこな  

施策
し さ く

に、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが協 力
きょうりょく

するよ

うに努める
つと    

ことを定めて
さだ    

います。 

 

 

◇第６条
だい じょう

 

 （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、第
だい

３条
じょう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対
たい

する理
り

解
かい

を深め
ふ か め

、市
し

が推進
すいしん

する第
だい

８条
じょう

第
だい

１項
こう

の施策
し さ く

の実施
じ っ し

に協力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

２ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第
だい

８条
じょう

第
だい

２項
こう

の規定
き て い

による配慮
はいりょ

を行
おこな

うものとする。 
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【解説
かいせつ

】 

 この条
じょう

では、条例
じょうれい

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するために事
じ

業者
ぎょうしゃ

が果たす
は   

べき役割
やくわり

について

定めて
さだ    

います。 

 

 第１項
だい  こう

では、事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、この条例
じょうれい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対する
たい    

理解
り か い

を深める
ふか    

とともに、

市
し

が行う
おこな  

施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努める
つと    

ことを定めて
さだ    

います。 

 第２項
だい  こう

では、事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、障害者
しょうがいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

を支援
し え ん

する人
ひと

から障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第８条
だい じょう

第２項
だい  こう

に基づく
もと    

配慮
はいりょ

を求められた
もと       

場合
ば あ い

、負担
ふ た ん

が重すぎない
お も      

範囲
は ん い

で配慮
はいりょ

をする

ことを定めて
さだ    

います。 

 

【参考
さんこう

条文
じょうぶん

】 

〇障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

２５年
ねん

６月
がつ

２６日
にち

法律
ほうりつ

第
だい

６５号
ごう

） 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

における障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

） 

第八条
だいはちじょう

 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、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

と

不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いをすることにより、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

してはならない。 

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、障害者
しょうがいしゃ

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

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

において、その実施
じ っ し

に伴
ともな

う負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でないと

きは、障害者
しょうがいしゃ

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、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じて、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じ っ し

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を

するように努
つと

めなければならない。 
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◇第７条
だい じょう

 

 （来訪者
らいほうしゃ

への配慮
はいりょ

） 

第
だい

７条
じょう

 市
し

、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、第
だい

３条
じょう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、市
し

を来訪
らいほう

する障害者
しょうがいしゃ

が、

障害
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、及
およ

び利用
り よ う

できるよう、環
かん

境
きょう

づく

りに努
つと

めるものとする。 

【解説
かいせつ

】 

 この条
じょう

では、犬山市
いぬやまし

を訪れる
おとず    

障害者
しょうがいしゃ

への配慮
はいりょ

を定めて
さだ    

います。 

 

市
し

、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、市
し

を訪れる
おとず    

障害者
しょうがいしゃ

に対して
た い   

も障害
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

を選択
せんたく

し、利用
り よ う

するための環境づくり
かんきょう      

への配慮
はいりょ

を求めて
もと    

いま

す。 

 犬山市
いぬやまし

は、多く
お お  

の観光
かんこう

資源
し げ ん

を持つ
も  

東海
とうかい

地方
ち ほ う

有数
ゆうすう

の観光
かんこう

都市
と し

であり、多く
お お  

の人
ひと

が

来訪
らいほう

します。来訪
らいほう

した障害者
しょうがいしゃ

にも障害
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

と利用
り よ う

ができるよう定めた
さだ    

ものです。 

 

 

◇第８条
だい じょう

 

 （施策
し さ く

の推進
すいしん

方針
ほうしん

） 

第
だい

８条
じょう

 市
し

は、次
つぎ

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

が言語
げ ん ご

であることの理解
り か い

促進
そくしん
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 (2) コミュニケーション手段
しゅだん

の普
ふ

及
きゅう

及
およ

び利用
り よ う

促進
そくしん

 

 (3) コミュニケーション手段
しゅだん

による情報
じょうほう

を取得
しゅとく

する機会
き か い

の拡充
かくじゅう

 

 (4) コミュニケーション手段
しゅだん

を利用
り よ う

することができる環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 (5) コミュニケーション手段
しゅだん

を学
まな

ぶ機会
き か い

の提供
ていきょう

 

 (6) 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

等
など

の意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

者
しゃ

その他
た

の支援者
し え ん し ゃ

の確保
か く ほ

及
およ

び養成
ようせい

 

 (7) 災害
さいがい

その他
た

非常
ひじょう

の事態
じ た い

における障害者
しょうがいしゃ

のためのコミュニケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

環境
かんきょう

の確保
か く ほ

 

 (8) その他
た

第
だい

１条
じょう

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するため市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める施策
し さ く

 

２ 前項
ぜんこう

の施策
し さ く

は、基本法第
きほんほうだい

１１条
じょう

第
だい

３項
こう

の規定
き て い

により策定
さくてい

する犬山市
いぬや ま し

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に係
かか

る計
けい

画
かく

の趣
しゅ

旨
し

に沿
そ

うものでなければならない。 

３ 市
し

は、第
だい

１項
こう

の施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、犬山市
いぬや ま し

附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

設置
せ っ ち

条例
じょうれい

（平成
へいせい

２８年
ねん

条例
じょうれい

第
だい

３６号
ごう

）別
べっ

表
ぴょう

第
だい

１に定
さだ

める犬山市
いぬや ま し

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

に諮問
し も ん

するものとする。 

４ 市
し

は、第
だい

１項
こう

の施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、その進捗
しんちょく

を検証
けんしょう

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて改善
かいぜん

等
とう

を

行
おこな

うものとする。 

【解説
かいせつ

】 

 この条
じょう

では、市
し

が推進
すいしん

する施策
し さ く

の方針
ほうしん

について定めて
さ だ   

います。 

 

市
し

は、障害者
しょうがいしゃ

、市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対し
た い  

、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

としています。 
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 第１項
だい  こう

では、歴史的
れきしてき

背景
はいけい

も踏まえ
ふ   

、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることの理解
り か い

促進
そくしん

をはじめ、

障害者
しょうがいしゃ

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

の普及
ふきゅう

などについて、施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

を示して
しめ    

います。施策
し さ く

の推進
すいしん

にあたっては、現在
げんざい

実施
じ っ し

している手話通
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

派遣
は け ん

、手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

ボランティア養成
ようせい

講座
こ う ざ

の開催
かいさい

、福祉
ふ く し

実践
じっせん

教室
きょうしつ

の開催
かいさい

など、コミュニケーション手段
しゅだん

の普及
ふきゅう

等
とう

に関する
かん    

施策
し さ く

の推進
すいしん

や手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
など

の支援
し え ん

従事者
じゅうじしゃ

の養成
ようせい

等
とう

、また、あんしん電話
で ん わ

やＮＥＴ１１９
ねっといちいちきゅう

など災害
さいがい

その他
  た

非常
ひじょう

事態
じ た い

におけるコミュニケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

環境づくり
かんきょう     

などを

さらに拡充
かくじゅう

していくことを想定
そうてい

しています。 

 第２項
だい  こう

では、第１項
だい  こう

の施策
し さ く

は、犬山市
いぬやまし

における障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な指針
し し ん

を

示し
しめ  

、６年
 ね ん

ごとに見直し
み な お  

を行う
おこな  

「犬山市
いぬやまし

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」や障害者
しょうがいしゃ

や障害児
しょうがいじ

に

対する
たい    

サービス等
とう

の実施
じ っ し

計画
けいかく

となり３年
  ねん

ごとに見直し
み な お  

を行う
おこな  

「犬山市
いぬやまし

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」や「犬山市
いぬやまし

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」等
とう

との整合性
せいごうせい

を図らなければ
はか         

ならないことを

定めて
さだ    

います。 

 第３項
だい  こう

では、第１項
だい  こう

の施策
し さ く

の推進
すいしん

に当たって
あ    

は、犬山市
いぬやまし

附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

で、関係
かんけい

機関
き か ん

の

連携
れんけい

強化
きょうか

や障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

を図る
はか  

目的
もくてき

で設置
せ っ ち

し、有識者
ゆうしきしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

から構成
こうせい

された「犬山市
いぬやまし

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

」の意見
い け ん

を求める
もと    

ことを

定めて
さだ    

います。 

 第４項
だい  こう

では、第１項
だい  こう

の施策
し さ く

を進めて
す す   

いくため、その施策
し さ く

を常に
つ ね  

検証
けんしょう

、評価
ひょうか

し、

必要
ひつよう

があれば改善
かいぜん

をしていくことを定めて
さだ    

います。 
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◇第９条
だい じょう

 

 （財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第
だい

９条
じょう

 市
し

は、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普
ふ

及
きゅう

及
およ

びコミュニケーション手段
しゅだん

の利用
り よ う

促進
そくしん

に関
かん

する前条
ぜんじょう

第
だい

１項
こう

の施策
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

に努
つと

めるものとする。 

【解説
かいせつ

】 

この条
じょう

は、財政
ざいせい

措置
そ ち

について定めて
さだ    

います。 

 

 

◇第１０条
だい  じょう

 

 （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。 

【解説
かいせつ

】 

この条
じょう

は、この条例
じょうれい

に関する
かん    

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

について市長
しちょう

に委任
い に ん

することを定めて
さだ    

います。 

 

 

◇附則
ふ そ く

 

     附
ふ

 則
そく

 

この条例
じょうれい

は、令和
れ い わ

６年
ねん

●月
がつ

●日
にち

から施行
し こ う

する。 
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【解説
かいせつ

】 

本附則
ほんふそく

は、この条例
じょうれい

の施行
し こ う

期日
き じ つ

を定めて
さだ    

います。 

 


