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（仮称）箕面市手話言語条例（素案）
かしょう み の お し し ゅ わ げ ん ごじょうれい そ あ ん

目次
も く じ

前文
ぜんぶん

第一章 総則（第一条―第八条）
だいいっしょう そうそく だいいちじょう だいはちじょう

第二章 手話の利用環境の整備等（第九 条―第十一 条）
だい に しょう し ゅ わ り よ うかんきょう せ い びとう だいきゅうじょう だいじゅういちじょう

第三章 雑則（第十二条）
だいさんしょう ざっそく だいじゅうにじょう

附則
ふ そ く

手話は言語である
し ゅ わ げ ん ご

手話は、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表 情を使う独自の語彙や
し ゅ わ おんせい て ゆび からだ うご かお ひょうじょう つか ど く じ ご い

文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、手話は、聞こえる人たち
ぶんぽうたいけい も げ ん ご し ゅ わ つか しゃ し ゅ わ き ひと

の音声言語と同様に、大切な意思疎通のための手段である。
おんせいげ ん ご どうよう たいせつ い し そ つ う しゅだん

しかしながら、手話は、過去にろう学校において使用が禁止される等、ろう者に
し ゅ わ か こ がっこう し よ う き ん し とう しゃ

とって必要な言語として認められてこなかった長い歴史がある。そのため、ろう者
ひつよう げ ん ご みと なが れ き し しゃ

にとっては、 自 らの言語で意思疎通を図ることができないなど、日 常生活や
みずか げ ん ご いし そ つ う はか にちじょうせいかつ

社会生活を営む上で様々な困難を余儀なくされてきた。
しゃかいせいかつ いとな うえ さまざま こんなん よ ぎ

我が国が批准した障害者の権利に関する条約（平成二十六年条 約第一号）に
わ くに ひじゅん しょうがいしゃ け ん り かん じょうやく へいせいにじゅうろくねんじょうやくだいいちごう

おいて、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義
げ ん ご おんせいげ ん ごおよ し ゅ わ た けいたい ひ おんせいげ ん ご て い ぎ



2

された。これにより、手話は言語であることが、国内外で広く認められることとな
し ゅ わ げ ん ご こくないがい ひろ みと

った。

箕面市は、ろう者が日 常生活や社会生活を営む上で大切な言語である手話に対
み の お し しゃ にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ いとな うえ たいせつ げ ん ご し ゅ わ たい

する市民の理解を深め、ろう者があらゆる機会で手話を使用し、意思疎通を図るこ
し み ん り か い ふか しゃ き か い し ゅ わ し よ う いし そ つ う はか

とができる社会を目指し、この条例を制定するものである。
しゃかい め ざ じょうれい せいてい

第一章 総則
だいいっしょう そうそく

（目的）
もくてき

第一条 この条 例は、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定
だいいちじょう じょうれい し ゅ わ り か い そくしんおよ し ゅ わ ふきゅう かん き ほ ん り ね ん さだ

め、本市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関
ほ ん し せ き むなら し み んおよ じぎょうしゃ やくわり あき し ゅ わ かん

する施策の基本的事項を定めることにより、手話に関する施策の総合的かつ計画
し さ く き ほ んてきじ こ う さだ し ゅ わ かん し さ く そうごうてき けいかく

的な推進を図り、もって全ての人々が支え合い、共に生き、共に暮らす地域社会
てき すいしん はか すべ ひとびと ささ あ とも い とも く ち い きしゃかい

を実現することを目的とする。
じつげん もくてき

（定義）
て い ぎ

第二条 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
だい に じょう じょうれい つぎ かくごう かか よ う ご い ぎ とうがいかくごう さだ

ところによる。

一 ろう者 手話を言語として日 常生活又は社会生活を営む聴覚障害者を
いち しゃ し ゅ わ げ ん ご にちじょうせいかつまた しゃかいせいかつ いとな ちょうかくしょうがいしゃ

いう。

二 事業者等 市内に事務所又は事業所を有し、事業を行う個人及び法人その
に じぎょうしゃとう し な い じ む し ょまた じぎょうしょ ゆう じぎょう おこな こ じ んおよ ほうじん

他の団体（国及び地方公共団体を除く。)をいう。
た だんたい くにおよ ち ほ うこうきょうだんたい のぞ
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三 学校等 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する
さん がっこうとう がっこうきょういくほう しょうわ に じゅう に ねんほうりつだい に じゅうろくごう だいいちじょう き て い

学校、同法第百二十四条に規定する専修学校（高等課程を置くものに限
がっこう どうほうだいひゃく に じゅうよんじょう き て い せんしゅうがっこう こうとうか て い お かぎ

る。）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十 九 条第一項
じ ど う ふ く しほう しょうわ に じゅう に ねんほうりつだいひゃくろくじゅうよんごう だいさんじゅうきゅうじょうだいいっこう

に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
き て い ほいくしょ しゅうがくまえ こ かん きょういく ほ い くとう そうごうてき ていきょう

の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第六項に規定す
すいしん かん ほうりつ へいせいじゅうはちねんほうりつだいななじゅうななごう だい に じょうだいろくこう き て い

る認定こども園及び子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）
にんてい えんおよ こ こ そ だ し え んほう へいせい に じゅう よ ねんほうりつだいろくじゅう ご ごう

第七条第五項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。
だいななじょうだい ご こう き て い ち い きがたほ い くじぎょう おこな じぎょうしょ

四 合理的な配慮 障 害 者が他の者との平 等を基礎として全ての人権及び
よん ご う りてき はいりょ しょうがいしゃ た もの びょうどう き そ すべ じんけんおよ

基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な
き ほ んてきじ ゆ う きょうゆう また こ う し か く ほ ひつよう てきとう

変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、
へんこうおよ ちょうせい とくてい ば あ い ひつよう

均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
きんこう しっ また か ど ふ た ん か

（基本理念）
き ほ んり ね ん

第三条 手話の利用機会の確保は、市民が障害の有無にかかわらず相互の違いを
だいさんじょう し ゅ わ り よ うき か い か く ほ し み ん しょうがい う む そ う ご ちが

理解し、その個性と人格とを互いに尊重することを基本として行われなければ
り か い こ せ い じんかく たが そんちょう き ほ ん おこな

ならない。

２ 手話を利用する人が有している障 害の特性に応じて意思疎通を円滑に図る
し ゅ わ り よ う ひと ゆう しょうがい とくせい おう いし そ つ う えんかつ はか

権利は、最大限尊 重されなければならない。
け ん り さいだいげんそんちょう

３ 手話の普及は、手話が独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産である
し ゅ わ ふきゅう し ゅ わ ど く じ げ ん ごたいけい れ き してきはいけい ゆう ぶ ん かてきしょさん

と理解されることを基本として行われなければならない。
り か い き ほ ん おこな
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（市の責務）
し せ き む

第四条 市は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる施策を推進するものとす
だいよんじょう し ぜんじょう き ほ んり ね ん つぎ かか し さ く すいしん

る。

一 「手話言語の国際デー」等の機会を活用した、手話に対する市民及び事業者
いち し ゅ わげ ん ご こくさい とう き か い かつよう し ゅ わ たい し み んおよ じぎょうしゃ

等の理解を促進するための施策
とう り か い そくしん し さ く

二 ろう者が手話を選択して利用する機会が確保され、情報を取得し、利用す
に しゃ し ゅ わ せんたく り よ う き か い か く ほ じょうほう しゅとく り よ う

ることができる環 境の整備を促進する施策
かんきょう せ い び そくしん し さ く

三 市が主催する行事等において、手話通訳者の配置を進める施策
さん し しゅさい ぎょうじとう し ゅ わつうやくしゃ は い ち すす し さ く

（市民の役割）
し み ん やくわり

第五条 市民は、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
だい ご じょう し み ん つぎ かくごう かか じ こ う つと

一 手話に対する理解を深めること。
いち し ゅ わ たい り か い ふか

二 ろう者が、手話を選択して利用する機会が確保され、情 報を取得し、利用
に しゃ し ゅ わ せんたく り よ う き か い か く ほ じょうほう しゅとく り よ う

することが、ろう者の日 常生活及び社会生活にとって必要不可欠であること
しゃ にちじょうせいかつおよ しゃかいせいかつ ひつようふ か け つ

を理解すること。
り か い

三 相互に手話を利用することを尊 重すること。
さん そ う ご し ゅ わ り よ う そんちょう

四 手話の普及及び利用の促進に係る市の施策に協 力すること。
よん し ゅ わ ふきゅうおよ り よ う そくしん かか し し さ く きょうりょく

（事業者等の役割）
じぎょうしゃとう やくわり

第六条 事業者等は、次の各号に掲げる事項に努めるものとする。
だいろくじょう じぎょうしゃとう つぎ かくごう かか じ こ う つと
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一 手話に対する理解を深めること。
いち し ゅ わ たい り か い ふか

二 ろう者が、手話を選択して利用する機会が確保され、情 報を取得し、利用
に しゃ し ゅ わ せんたく り よ う き か い か く ほ じょうほう しゅとく り よ う

することが、ろう者の日 常生活及び社会生活にとって必要不可欠であること
しゃ にちじょうせいかつおよ しゃかいせいかつ ひつようふ か け つ

を理解すること。
り か い

三 ろう者が手話を利用できるよう、合理的な配慮を行うこと。
さん しゃ し ゅ わ り よ う ご う りてき はいりょ おこな

四 手話の普及及び利用の促進に係る市の施策に協 力すること。
よん し ゅ わ ふきゅうおよ り よ う そくしん かか し し さ く きょうりょく

（意見の聴取）
い け ん ちょうしゅ

第七条 市は、市障 害福祉計画等の策定又は変更の機会において、第四条各号
だいななじょう し し しょうがいふ く しけいかくとう さくていまた へんこう き か い だいよんじょうかくごう

に規定する施策の内容の検討及び見直しを行うに当たり、ろう者並びにその他
き て い し さ く ないよう けんとうおよ み な お おこな あ しゃなら た

の関係者及び関係団体の意見を聴くものとする。
かんけいしゃおよ かんけいだんたい い け ん き

（財政上の措置）
ざいせいじょう そ ち

第八条 市は、第四条各号に規定する施策を推進するため、予算の範囲内におい
だいはちじょう し だいよんじょうかくごう き て い し さ く すいしん よ さ ん はんいない

て、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
ひつよう ざいせいじょう そ ち こう

第二章 手話の利用環 境の整備等
だい に しょう し ゅ わ り よ うかんきょう せ い びとう

（手話を学ぶ機会の提 供）
し ゅ わ まな き か い ていきょう

第九 条 市は、市民及び事業者等が、手話に対する理解を深め、手話を習得で
だいきゅうじょう し し み んおよ じぎょうしゃとう し ゅ わ たい り か い ふか し ゅ わ しゅうとく

きる環 境を整備するため、関係機関と協 力し、市民及び事業者等に手話を学
かんきょう せ い び かんけい き かん きょうりょく し み んおよ じぎょうしゃとう し ゅ わ まな
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ぶ機会を提 供するものとする。
き か い ていきょう

２ 市は、前項の手話を学ぶ機会を提 供するにあたり、難聴者及び中途失聴者
し ぜんこう し ゅ わ まな き か い ていきょう なんちょうしゃおよ ちゅうとしっちょうしゃ

の参加に必要な配慮を行うものとする。
さ ん か ひつよう はいりょ おこな

（学校等による手話に対する理解の促進）
がっこうとう し ゅ わ たい り か い そくしん

第十 条 市は、学校等が手話に対する理解の促進を図る機会を提 供するため、
だいじゅうじょう し がっこうとう し ゅ わ たい り か い そくしん はか き か い ていきょう

学校等に対し、情 報の提 供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとす
がっこうとう たい じょうほう ていきょう ぎじゅつてき じょげん た ひつよう し え ん おこな

る。

（事業者等による手話に対する理解の促進）
じぎょうしゃとう し ゅ わ たい り か い そくしん

第十一条 市は、事業者等が手話に対する理解の促進を図る機会を確保するため、
だいじゅういちじょう し じぎょうしゃとう し ゅ わ たい り か い そくしん はか き か い か く ほ

事業者等に対し、情 報の提 供、技術的な助言その他必要な支援を行うものと
じぎょうしゃとう たい じょうほう ていきょう ぎじゅつてき じょげん た ひつよう し え ん おこな

する。

第三章 雑則
だいさんしょう ざっそく

（委任）
い に ん

第十二条 この条 例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
だいじゅう に じょう じょうれい し こ う かん ひつよう じ こ う し ちょう さだ

附 則
ふ そく

この条 例は、令和 年 月 日から施行する。
じょうれい れ い わ ねん がつ にち し こ う


