
人吉市
ひ と よ し し

手話
し ゅ わ

言語
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

の促進
そくしん

に関する
かん

条例
じょうれい

 

 

言語
げ ん ご

は、お互い
たが

の感情
かんじょう

を分
わ

かり合
あ

い、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

上
うえ

で欠
か

かすことができないものであり、人類
じんるい

の発展
はってん

に大
おお

きく寄与
き よ

してき

た。  

手話
し ゅ わ

は、音声
おんせい

言語
げ ん ご

とは異
こと

なる語彙
ご い

及
およ

び文法
ぶんぽう

体系
たいけい

を有
ゆう

し、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
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

である。  

ろう者
しゃ

は、物事
ものごと

を 考
かんが

え、コミュニケーションを図
はか

り、お互
たが

いの気持
き も

ちを理解
り か い

し合
あ

うこと、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

み、守
まも

り、受
う

け継
つ

いできた。  

しかしながら、手話
し ゅ わ

は、ろう教育
きょういく

において読
どく

唇
しん

と発声
はっせい

の訓練
くんれん

を中心
ちゅうしん

とする口話
こ う わ

教育
きょういく

が導入
どうにゅう

されたことにより、長年
ながねん

にわたり言語
げ ん ご

として認
みと

められてこなかった。  

このため、手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

することができる環境
かんきょう

の整備
せ い び

が十分
じゅうぶん

になされ

ず、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図
はか

ることが

困難
こんなん

であり、多
おお

くの不便
ふ べ ん

や不安
ふ あ ん

を感
かん

じながら生活
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

で採択
さいたく

され、平成
へいせい

２６年
ねん

に我
わが

が国
くに

も批准
ひじゅん

した障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

において、手話
し ゅ わ

は音声
おんせい

言語
げ ん ご

と

同
おな

じく言語
げ ん ご

であることが国際的
こくさいてき

に認知
に ん ち

されることとなった。  

また、平成
へいせい

２３年
ねん

に改正
かいせい

された障害者
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

）において、すべての 障
しょう

がい者
しゃ

は、可能
か の う

な限
かぎ

り、言語
げ ん ご

（手話
し ゅ わ

を含
ふく

む。）その他
た

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

を図
はか

ることが規定
き て い

された。  

このような 状 況
じょうきょう

にもかかわらず、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることの理解
り か い

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の手段
しゅだん

を選択
せんたく

することがで

きる環境
かんきょう

の整備
せ い び

が十分
じゅうぶん

に進
すす

んでいるとは言
い

えない。  

よって、ここに人吉市
ひ と よ し し

は、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることを普及
ふきゅう

し、 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

を図
はか

ることにより、

すべての市民
し み ん

が 障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、お互
たが

いの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を 尊重
そんちょう

し合
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

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、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

が言語
げ ん ご

であることの普及
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

についての基本
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、

市
し

の施策
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

し、もってすべての市民
し み ん

が 障
しょう

が

いの有無
う む

にかかわらず、人格
じんかく

と個性
こ せ い

が尊重
そんちょう

され、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

の実現
じつげん

に寄
き

与
よ

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、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。  

⑴  ろう者
しゃ

 聴覚
ちょうかく

に 障
しょう

がいのある者
もの

であって、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として

使用
し よ う

し、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

むものをいう。  

⑵  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  

 を含
ふく

む。）、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
しょう

がい（以下
い か

「 障
しょう

がい」  

と総
そう

称
しょう

する。）がある者
もの

であって、 障
しょう

がい及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により  

継続
けいぞく

的
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  

ものをいう。  

⑶  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
た

一切
いっさい

のも

のをいう。  

⑷  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

 手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、筆談
ひつだん

、点字
て ん じ

、拡大
かくだい

文字
も じ

、音訳
おんやく

、代読
だいどく

、代筆
だいひつ

、触手話
しょくしゅわ

、指
ゆび

点字
て ん じ

、

代用
だいよう

音声
おんせい

（喉頭
こうとう

摘出
てきしゅつ

等
とう

により使用
し よ う

するものをいう。）、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

、

絵
え

図
ず

、コミュニケーションボード、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

その

他
た

障
しょう

がい者
しゃ

が日常
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

において使用
し よ う

する意思
い し

疎通
そ つ う

を

図
はか

るための手段
しゅだん

をいう。  

⑸  合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

 障
しょう

がい者
しゃ

が日常
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

において、 障
しょう

が

いのない 人
ひと

と同等
どうとう

の権利
け ん り

を行使
こ う し

するため、 個々
こ こ

の場面
ば め ん

において

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するための必要
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

及
およ

び調整
ちょうせい

等
とう

を 行
おこな

うことをいう。  

⑹  事
じ

業者
ぎょうしゃ

 市内
し な い

において 事業
じぎょう

活動
かつどう

を 行
おこな

う個人
こ じ ん

又
また

は法人
ほうじん

その他
た

の

団体
だんたい

をいう。  

 



 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

）  

第
だい

３ 条
じょう

 第
だい

１ 条
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

とする。  

⑴  手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の普及
ふきゅう

は、手話
し ゅ わ

が音声
おんせい

言語
げ ん ご

とは別
べつ

の独自
ど く じ

の体系
たいけい

を有
ゆう

す  

る言語
げ ん ご

であって、ろう者
しゃ

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

又
また

は社会
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 育
はぐく

み、守
まも

り、受
うけ

け継
つ

いできた文化的
ぶ ん か て き

所産
しょさん

であ  

るものと認識
にんしき

した上
うえ

で 行
おこな

わなければならない。  

⑵  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

の選択
せんたく

の機会
き か い

の

確保
か く ほ

と利用
り よ う

の機会
き か い

の拡
かく

大
だい

は、すべての市民
し み ん

が、様々
さまざま

な 障
しょう

がいの

特性
とくせい

によるコミュニケーション等
とう

の困難
こんなん

さがあることを理解
り か い

し、

障
しょう

がいの有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と

個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

することを旨
むね

として 行
おこな

わなければならない。  

 

（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

に定
さだ

める基本
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  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

を利用
り よ う

できるようにするための必要
ひつよう

かつ合理
ご う り

的
てき

な配慮
はいりょ

を 行
おこな

うものとする。  

 

（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

が実施
じ っ し

する手話
し ゅ わ

言語
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
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

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

が実施
じ っ し

する手話
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

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、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

を利用
り よ う

できるようにするための必要
ひつよう

かつ合理的
ご う り て き

な

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うものとする。  

 



（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

げる施策
し さ く

を推進
すいしん

するも

のとする。  

⑴  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

の普及
ふきゅう

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑵  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

を利用
り よ う

しやすい

環境
かんきょう

整備
せ い び

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑶  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

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑷  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

 

⑸  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

を必要
ひつよう

と

する 障
しょう

がい児
じ

及
およ

びその保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

への支援
し え ん

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑹  災害
さいがい

時
じ

における 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

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

の支援
し え ん

に関
かん

する施策
し さ く

 

⑺  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
ひつ

 

要
よう

な施策
し さ く

 

２  市
し

は、前項
ぜんこう

に掲
かか

げる施策
し さ く

を推進
すいしん

するに当
あ

たり必要
ひつよう

があると認
みと

めると

きは、 障
しょう

がい者
しゃ

その他
た

関係者
かんけいしゃ

から意見
い け ん

を聴取
ちょうしゅ

するものとする。  

 

（財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

）  

第
だい

８ 条
じょう

 市
し

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
ざいせい

上
じょう

の措置
そ ち

を講
こう

ずるよう努
つと

めるものとする。  

 

（委任
い に ん

）  

第
だい

９ 条
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

める。  

 

附
ふ

 則
そく

 

この条例
じょうれい

は、令和
れ い わ

５年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。  

 

 

  


