
（別紙
べ っ し

） 

「綾部市
あ や べ し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の確
かく

立
りつ

及
およ

び多
た

様
よう

なコミュニケーション手段
しゅだん

の促進
そくしん

に関
かん

する条
じょう

例
れい

（案
あん

）」に対
たい

するご意
い

見
けん

の概要
がいよう

及
およ

びご意
い

見
けん

に対
たい

する市
し

の考
かんが

え方
かた

について 

番号
ばんごう

 項目
こうもく

 ご意
い

見
けん

の概要
がいよう

 意見
い け ん

に対
たい

する市
し

の考
かんが

え方
かた

 

１ 総論
そうろん

 綾
あや

部
べ

市
し

を含
ふく

む市
し

町
ちょう

村
そん

や都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

の多
おお

くから、手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

条例
じょうれい

の制定
せいてい

に関
かん

する意
い

見
けん

書
しょ

が出
だ

されているにも関
かか

わら

ず、国
くに

が手話
し ゅ わ

言
げん

語法
ご ほ う

を制定
せいてい

していない中
なか

、他市
た し

に先
さき

駆
が

け

て「手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の確立
かくりつ

」と「多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の促進
そくしん

」に関
かん

する条
じょう

例
れい

を制定
せいてい

されるのは素
す

晴
ば

らしい。 

本条例
ほんじょうれい

制定
せいてい

を機
き

に、全
すべ

ての市民
し み ん

が、手話
し ゅ わ

が独立
どくりつ

した言語
げ ん ご

であるということを認識
にんしき

し、多様
た よ う

な

障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた多
た

様
よう

なコミュニケーション手段
しゅだん

を知
し

り活
かつ

用
よう

していただけるよう、取
と

り組
く

み

を進
すす

めるとともに条例
じょうれい

とその理念
り ね ん

の啓発
けいはつ

を実施
じ っ し

します。 

２ 総論
そうろん

 条例
じょうれい

の名前
な ま え

に「手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

」が含
ふく

まれているのが良
よ

い。 

３ 総論
そうろん

 これまでの法
ほう

では、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

は手話
し ゅ わ

等
とう

の「等
とう

」にまと

められることが多
おお

かったので、この条例
じょうれい

に「要約
ようやく

筆記
ひ っ き

」

と明記
め い き

されていることが、うれしい。 

４ 総論
そうろん

 手話
し ゅ わ

のみならず、いこいの村
むら

栗
くり

の木寮
きりょう

に入所
にゅうしょ

のろう

重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

にとって大切
たいせつ

なコミュニケーション手段
しゅだん

で

ある身
み

振
ぶ

りやサイン、絵
え

図
ず

等
とう

、多
た

様
よう

なコミュニケーショ

ン手段
しゅだん

の保障
ほしょう

をも網羅
も う ら

したものになっていることを大変
たいへん

うれしく受
う

け止
と

めている。 

５ 総論
そうろん

 さまざまなコミュニケーション手段
しゅだん

を持
も

っている方
かた

が

共
とも

に暮
く

らしやすい街
まち

となることを願
ねが

う。 

６ 総論
そうろん

 入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

で暮
く

らすろう重複
ちょうふく

の方々
かたがた

が、将来
しょうらい

、地域
ち い き

に

おいて地域
ち い き

社会
しゃかい

の一人
ひ と り

として暮
く

らすことができる社会
しゃかい

の

実現
じつげん

を目
め

指
ざ

して、この 条
じょう

例
れい

が道
みち

しるべとなることを願
ねが

う。 

７ 総論
そうろん

 伝
つた

えるということが当
あ

たり前
まえ

の綾部市
あ や べ し

になってほし

い。 

８ 総論
そうろん

 条例
じょうれい

制定後
せいていご

、多
おお

くの人
ひと

に知
し

ってもらいたい。一般
いっぱん

市民
し み ん

に広
ひろ

める方
ほう

法
ほう

も大切
たいせつ

だ。 

９ 総論
そうろん

 コミュニケーション手段
しゅだん

としての「要約
ようやく

筆記
ひ っ き

」が明記
め い き

さ

れたことは画期的
かっきてき

で、一般
いっぱん

市民
し み ん

に関心
かんしん

を持
も

っていただけ

るきっかけになることが期待
き た い

される。 

１０ 総論
そうろん

 一般
いっぱん

の人
ひと

に分
わ

かりやすく身
み

近
ぢか

な条例
じょうれい

になってほしい。 

１１ 総論
そうろん

 できて良
よ

かった条
じょう

例
れい

になると良
よ

い。 



１２ 総論
そうろん

 手話
し ゅ わ

は私
わたし

たちにとって大切
たいせつ

な言語
げ ん ご

です。 本条例
ほんじょうれい

を制定
せいてい

するにあたり、手話
し ゅ わ

が独立
どくりつ

した言語
げ ん ご

であるということの認識
にんしき

を広
ひろ

め、ろう者
しゃ

の

方
かた

が手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

し、より主体的
しゅたいてき

に社会
しゃかい

参加
さ ん か

できる環
かん

境
きょう

づくりの推
すい

進
しん

に努
つと

めます。 １３ 総論
そうろん

 手話
し ゅ わ

を身
み

につけ、手話
し ゅ わ

で話
はな

したり、手
しゅ

話
わ

で学
まな

んだりす

ることで、お互
たが

いに高
たか

め合
あ

うことができる。 

１４ 総論
そうろん

 自分
じ ぶ ん

に適
てき

したコミュニケーション方法
ほうほう

で情報
じょうほう

を獲得
かくとく

することにより、私
わたし

たちはさらに多
おお

くのことを知
し

り、学
まな

び、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

を得
え

ることができる。（３件
けん

） 

手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

と認識
にんしき

することや、様々
さまざま

なコミュニケーション手段
しゅだん

を活用
かつよう

するということは単
たん

に

手段
しゅだん

を充実
じゅうじつ

させるということだけではなく、その先
さき

にあらゆる人
ひと

が尊重
そんちょう

される社会
しゃかい

を目
め

指
ざ

す

という理念
り ね ん

があるということを全
すべ

ての市
し

民
みん

及
およ

び事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

に理解
り か い

いただけるよう啓発
けいはつ

を行
おこな

いま

す。 

１５ 総論
そうろん

 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーションが成立
せいりつ

しにくい

原因
げんいん

は、音声
おんせい

中心
ちゅうしん

の社会
しゃかい

であることだ。そのことを十分
じゅうぶん

周知
しゅうち

していくことが、環境
かんきょう

整備
せ い び

のうえで欠
か

かせないと思
おも

う。 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のみならず、あらゆる障害
しょうがい

の特性
とくせい

やコミュニケーションの課題
か だ い

については、第
だい

８

条
じょう

及
およ

び第
だい

１２条
じょう

に基
もと

づきパンフレットの配布
は い ふ

など様々
さまざま

な手段
しゅだん

により市
し

民
みん

及
およ

び事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

の理解
り か い

を深
ふか

めるための啓発
けいはつ

を行
おこな

います。 

１６ 総論
そうろん

 聞
き

こえにくい人
ひと

もいるということが市民
し み ん

全体
ぜんたい

に広
ひろ

ま

り、耳
みみ

や聞
き

こえのことなどを、たくさんの人
ひと

に知
し

っても

らいたい。 

１７ 総論
そうろん

 より多
おお

くの人
ひと

に手話
し ゅ わ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

などのコミュニケーシ

ョン方
ほう

法
ほう

を学
まな

んでほしい。（３件
けん

） 

１８ 総論
そうろん

 難聴者
なんちょうしゃ

（感音性
かんおんせい

難聴
なんちょう

や人生
じんせい

の途上
とじょう

で聴 力
ちょうりょく

を失
うしな

った

方
かた

々
がた

）の医療
いりょう

受診後
じゅしんご

の補聴器
ほちょうき

装着
そうちゃく

訓練
くんれん

や新
あたら

しいコミュ

ニケーション獲
かく

得
とく

のためにリハビリ訓
くん

練
れん

も必要
ひつよう

と 考
かんが

え

る。 

リハビリ訓練
くんれん

等
など

の必要性
ひつようせい

については理解
り か い

しておりますが、本条例
ほんじょうれい

の範囲
は ん い

ではないため、規定
き て い

しておりません。 

１９ 総論
そうろん

 病院
びょういん

や駅
えき

、店
みせ

など、どこでも手話
し ゅ わ

（筆談
ひつだん

、触
しょく

手
しゅ

話
わ

な

ども含
ふく

む）で会
かい

話
わ

が出
で

来
き

れば安
あん

心
しん

だ。（２件
けん

） 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

による合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、平
へい

成
せい

２８年
ねん

４月
がつ

から施行
せ こ う

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

により既
すで

に努力
どりょく

義務
ぎ む

とされています。 

さらに、本条例
ほんじょうれい

の施行
せ こ う

により、多様
た よ う

なコミュニケーション手
しゅ

段
だん

での対
たい

応
おう

等
など

が広
ひろ

がっていく

よう、事業者
じぎょうしゃ

（お店
みせ

や会
かい

社
しゃ

、自
じ

治
ち

会
かい

等
など

も含
ふく

め）の方
かた

にも協 力
きょうりょく

していただき、施策
し さ く

を推進
すいしん

して

いきます。 

２０ 総論
そうろん

 小学校
しょうがっこう

入学
にゅうがく

時
じ

より他
ほか

の科目
か も く

と同
おな

じように手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

を学
まな

ぶ時
じ

間
かん

を持
も

ってもらいたい。 

また、総合的
そうごうてき

な学習
がくしゅう

の時間
じ か ん

や学級
がっきゅう

活動
かつどう

（福祉
ふ く し

教育
きょういく

）、

放課
ほ う か

後
ご

クラブ等
など

から取
と

り入
い

れる方
ほう

法
ほう

もある。その場合
ば あ い

も

一部
い ち ぶ

の学校
がっこう

だけでするのではなく、市内
し な い

の全学校
ぜんがっこう

で同様
どうよう

に位
い

置
ち

づけてほしい。 

国
くに

においては、「学習
がくしゅう

指導
し ど う

要領
ようりょう

」に「教科
きょうか

」の目標
もくひょう

や教育
きょういく

内容
ないよう

が示
しめ

され、また、学校
がっこう

教育法
きょういくほう

施行
せ こ う

規則
き そ く

には年間
ねんかん

の授業
じゅぎょう

時数
じ す う

が定
さだ

められています。現在
げんざい

、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

は、「教科
きょうか

」として

定
さだ

められておらず、学校
がっこう

教育
きょういく

のカリキュラムとしての指導
し ど う

は行
おこな

えていません。 

今後
こ ん ご

、本条例
ほんじょうれい

の目的
もくてき

、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基
もと

づき、手話
し ゅ わ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

を学習
がくしゅう

する機会
き か い

の支援
し え ん

に努
つと

めま

す。 

２１ 総論
そうろん

 ろう学校
がっこう

の先生
せんせい

に異動
い ど う

があり、手話
し ゅ わ

の技術
ぎじゅつ

が磨
みが

けず、

次
つぎ

に来
き

た先
せん

生
せい

も一
いち

から覚
おぼ

えないといけない。事前
じ ぜ ん

に研修
けんしゅう

等
など

をするべき。 

手話
し ゅ わ

技能
ぎ の う

は、ろう学校
がっこう

教員
きょういん

に求
もと

められる重
じゅう

要
よう

な専
せん

門
もん

性
せい

であると捉
とら

えております。教育
きょういく

の

専門性
せんもんせい

の向上
こうじょう

を図
はか

るため、ろう学校
がっこう

の設置者
せっちしゃ

である京都府
きょうとふ

教育
きょういく

委員会
いいんかい

が研修
けんしゅう

を計画
けいかく

・実施
じ っ し

し

ております。 



２２ 総論
そうろん

 条例
じょうれい

を見
み

ても難
むずか

しくて頭
あたま

に入
はい

ってこず、具体的
ぐたいてき

にど

うしたらいいのか分
わ

からない。 

対応
たいおう

方法
ほうほう

などを分
わ

かりやすく書
か

いてあるものを普及
ふきゅう

し

たらどうか。 

いただきましたご意
い

見
けん

のとおり、条例
じょうれい

の内容
ないよう

や対応
たいおう

方法
ほうほう

などをわかりやすく説明
せつめい

したパン

フレットの配布
は い ふ

など様々
さまざま

な方法
ほうほう

で市民
し み ん

等
など

への理解
り か い

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

２３ 総論
そうろん

 「手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

の確立
かくりつ

」と「多様
た よ う

なコミュニケーション手
しゅ

段
だん

の促
そく

進
しん

」を、二
ふた

つの条
じょう

例
れい

に分
わ

けて同時
ど う じ

に制定
せいてい

すること

はできないか。タイトルも長
なが

くなり、重
じゅう

点
てん

がどちらなの

かはっきりしなくなるような気
き

がする。 

手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として認識
にんしき

することを前提
ぜんてい

とし、その上
うえ

で点字
て ん じ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

などあらゆる障害
しょうがい

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

を活用
かつよう

するという２つのことの関係性
かんけいせい

を 表
あらわ

すために

も、一
ひと

つの条例
じょうれい

で定
さだ

めることに意義
い ぎ

があると認識
にんしき

していますので、ご理
り

解
かい

いただきますよう

お願
ねが

いします。 

２４ 総論
そうろん

 手話
し ゅ わ

以外
い が い

のコミュニケーション手段
しゅだん

の存在感
そんざいかん

が薄
うす

いよ

うに思
おも

う。 

手話
し ゅ わ

以外
い が い

のコミュニケーション手
しゅ

段
だん

については第
だい

３章
しょう

に規定
き て い

しているところであり、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として認識
にんしき

するということが前提
ぜんてい

ではありますが、手話
し ゅ わ

とその他
た

の点字
て ん じ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

など

のコミュニケーション手段
しゅだん

とは同等
どうとう

に尊重
そんちょう

されるものと認識
にんしき

していますのでご理解
り か い

いただき

ますようお願
ねが

いします。 

２５ 総論
そうろん

 条文
じょうぶん

の中
なか

に、「聞
き

こえないので視覚
し か く

情報
じょうほう

が大切
たいせつ

であ

る」と文章
ぶんしょう

を明記
め い き

してほしい。 

手話
し ゅ わ

も要約
ようやく

筆記
ひ っ き

も聞
き

こえない障
しょう

害
がい

を補
おぎな

っていること

が条文
じょうぶん

からは判読
はんどく

しづらいと考
かんが

える。 

多様
た よ う

な障害
しょうがい

がある中
なか

で、あらゆる障害
しょうがい

種別
しゅべつ

ごとにその困難性
こんなんせい

やコミュニケーションの

多様性
たようせい

を条例
じょうれい

の中
なか

に網羅
も う ら

することはできませんが、第
だい

８条
じょう

及
およ

び第
だい

１２条
じょう

に基
もと

づき、聞
き

こえ

ないという障
しょう

害
がい

を含
ふく

め、他
ほか

の障害
しょうがい

についても理解
り か い

を深
ふか

めるための啓
けい

発
はつ

を行
おこな

います。 

２６ 前文
ぜんぶん

 条例
じょうれい

案
あん

の前文
ぜんぶん

をみると、本
ほん

条例
じょうれい

がろう者
しゃ

対策
たいさく

の

出発点
しゅっぱつてん

となるように見
み

受
う

けられる。 

先進的
せんしんてき

に取
と

り組
く

まれてきた具
ぐ

体
たい

的
てき

な成
せい

果
か

や取
と

り組
く

んで

きた内容
ないよう

を前文
ぜんぶん

や付属
ふ ぞ く

資料
しりょう

に掲示
け い じ

し、市民
し み ん

への啓発
けいはつ

に努
つと

めてはどうか。 

またろう者
しゃ

の綾部市
あ や べ し

職員
しょくいん

への採用
さいよう

の現状
げんじょう

と課題
か だ い

等
など

、

取
とり

組
く

みへの不退転
ふたいてん

の決意
け つ い

を示
しめ

していただきたい。そうす

れば市民
し み ん

への理解
り か い

と 協 力
きょうりょく

も得
え

られやすいのではない

か。 

前文
ぜんぶん

において、「手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

のできる職員
しょくいん

の配置
は い ち

」や「ろう重複
ちょうふく

施設
し せ つ

の開設
かいせつ

」等
など

、ろう者
しゃ

対策
たいさく

においての文言
もんごん

を載
の

せておりますが、本条例
ほんじょうれい

はすべての障害
しょうがい

のある方
かた

を対象
たいしょう

にしています。 

具体的
ぐたいてき

な成果
せ い か

や取組
とりくみ

内容
ないよう

については、前文
ぜんぶん

の中
なか

に示
しめ

したり、付属
ふ ぞ く

資料
しりょう

として掲示
け い じ

することは

困難
こんなん

ですが、綾部市
あ や べ し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

などに数値
す う ち

を用
もち

いて実
じっ

績
せき

や目
もく

標
ひょう

を示
しめ

しています。 

職員
しょくいん

の採用
さいよう

については、特
とく

に障害者枠
しょうがいしゃわく

を設
もう

けておりませんが、身体
しんたい

等
など

に障害
しょうがい

があり、試験
し け ん

に際
さい

して配
はい

慮
りょ

を要
よう

する場
ば

合
あい

には事前
じ ぜ ん

に連絡
れんらく

していただく旨
むね

、募集
ぼしゅう

要項
ようこう

に明記
め い き

させていただいて

おります。 

前文
ぜんぶん

にある通
とお

り、「誰
だれ

もが障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、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

し合
あ

いなが

ら、共
とも

に安
あん

心
しん

していきいきと暮
く

らしやすい共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

を実現
じつげん

する」という強
つよ

い決
けつ

意
い

で取
と

り組
く

み

を進
すす

めます。 

２７ 第
だい

２条
じょう

（定義
て い ぎ

） 障害
しょうがい

のある人
ひと

の定義
て い ぎ

が、大
おお

まかだと感
かん

じます。コミュ

ニケーションの促進
そくしん

をはかる条例
じょうれい

なので、「視覚
し か く

障害
しょうがい

」

「聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

」等
など

の具体的
ぐたいてき

な障害名
しょうがいめい

を明記
め い き

していただき

たい。 

「記載
き さ い

されている障害
しょうがい

のみが対象
たいしょう

である」と解釈
かいしゃく

されないように、具体的
ぐたいてき

な障害名
しょうがいめい

の

明記
め い き

はしておりません。 

 それぞれの障害
しょうがい

の具体的
ぐたいてき

な特性
とくせい

については、パンフレット等
など

にわかりやすく表記
ひょうき

するなど

様々
さまざま

な方法
ほうほう

で市民
し み ん

等
など

への理解
り か い

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

２８ 第
だい

２条
じょう

（定義
て い ぎ

） ろう者
しゃ

の定義
て い ぎ

だけが取
と

り上
あ

げられているが、多様
た よ う

なコ

ミュニケーション手段
しゅだん

を促進
そくしん

するためにも、いろいろな

障害者
しょうがいしゃ

について知
し

る（定義
て い ぎ

される）ことが必要
ひつよう

だと思
おも

い

ますので、他
ほか

の障害者
しょうがいしゃ

についての定義
て い ぎ

もしていただきた

「ろう者
しゃ

」については手話
し ゅ わ

を第一
だいいち

言語
げ ん ご

として使用
し よ う

する人
ひと

の定義
て い ぎ

としてとりわけ定義
て い ぎ

をしてい

ます。 

個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

をすることは困難
こんなん

ですが、それぞれの障害
しょうがい

の具体的
ぐたいてき

な特性
とくせい

について

は、パンフレット等
など

にわかりやすく表記
ひょうき

するなど様々
さまざま

な方法
ほうほう

で市民
し み ん

等
など

への理解
り か い

啓発
けいはつ

に努
つと

めま



い。 す。 

２９ 第
だい

２条
じょう

（定義
て い ぎ

） 話す
は な す

ことができるのに聞
き

こえない難
なん

聴
ちょう

者
しゃ

は、理解
り か い

され

ることが難
むずか

しいため、誰
だれ

もが気
き

づけるように、難聴者
なんちょうしゃ

の

定義
て い ぎ

を明記
め い き

してほしい。（２件
けん

） 

条文
じょうぶん

の中
なか

には「難聴者
なんちょうしゃ

」という言葉
こ と ば

は出
で

てこないため、定義
て い ぎ

する必要
ひつよう

はなく、「障害
しょうがい

のあ

る人
ひと

」に難聴者
なんちょうしゃ

も含
ふく

まれています。 

 聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の方
かた

の困難性
こんなんせい

については、第
だい

３条
じょう

第
だい

２項
こう

において、「多
た

様
よう

な障
しょう

害
がい

の特
とく

性
せい

がある

ことを踏
ふ

まえ」という点
てん

で、条文
じょうぶん

に含
ふく

んでおります。 

 またそれぞれの障害
しょうがい

の具体的
ぐたいてき

な特性
とくせい

については、パンフレット等
など

にわかりやすく表記
ひょうき

する

など様々
さまざま

な方法
ほうほう

で市民
し み ん

等
など

への理解
り か い

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

３０ 第
だい

２条
じょう

（定義
て い ぎ

） 「要約
ようやく

筆記
ひ っ き

」というと専門的
せんもんてき

な印象
いんしょう

を与
あた

えるので、簡
かん

単
たん

な言
こと

葉
ば

や言
い

い方
かた

も入
い

れてほしい。 

条文
じょうぶん

の中
なか

に個々
こ こ

のコミュニケーション手段
しゅだん

の解説
かいせつ

や別
べつ

の言
い

い方
かた

も併記
へ い き

することは困難
こんなん

です

が、「要約
ようやく

筆記
ひ っ き

」がその言葉
こ と ば

と共
とも

に市民
し み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

に浸透
しんとう

し、活用
かつよう

されるよう、パンフレット等
など

にわかりやすく表記
ひょうき

するなど様々
さまざま

な方法
ほうほう

で市民
し み ん

等
など

への理解
り か い

啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

３１ 第
だい

２条
じょう

（定義
て い ぎ

） 定義
て い ぎ

に「ろう者
しゃ

は手
しゅ

話
わ

を第
だい

１言
げん

語
ご

としている人
ひと

」とあ

るが、いこいの村
むら

の仲間
な か ま

は、手話
し ゅ わ

よりも身
み

振
ぶ

りを主
おも

なコ

ミュニケーション手
しゅ

段
だん

としている人
ひと

が多
おお

いことを 考
かんが

え

ると、どうかと感
かん

じる。 

条例
じょうれい

でいう多様
た よ う

なコミュニケーションとは、音声
おんせい

言語
げ ん ご

や手話
し ゅ わ

だけではなく、身
み

振
ぶ

りなどの

コミュニケーションも含
ふく

まれています。 

 身
み

振
ぶ

りを主
おも

なコミュニケーション手
しゅ

段
だん

とする障害
しょうがい

がある人
ひと

にも注目
ちゅうもく

し、周囲
しゅうい

の人
ひと

が、理解
り か い

を深
ふか

めて意
い

思
し

疎
そ

通
つう

が図
はか

れるように周知
しゅうち

や啓発
けいはつ

等
など

の取
と

り組
く

みを行
おこな

います。 

３２ 第
だい

３条
じょう

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 第
だい

２項
こう

文
もん

言
ごん

中
ちゅう

の「多様
た よ う

な障害
しょうがい

の特性
とくせい

又
また

は重複
ちょうふく

障害
しょうがい

の困難性
こんなんせい

があることを踏
ふ

まえ」の文節
ぶんせつ

の意義
い ぎ

について、

綾部市
あ や べ し

の解釈
かいしゃく

をうかがいたい。（ろう者
しゃ

の基本的
きほんてき

人権
じんけん

の

尊重
そんちょう

についての（施策
し さ く

等上
とうじょう

の）制約
せいやく

を示唆
し さ

するもので

ないと思
おも

うが、確
かく

認
にん

を求
もと

める趣旨
し ゅ し

です。） 

ご意
い

見
けん

の通
とお

り、制約
せいやく

を示唆
し さ

するものではありません。 

この文節
ぶんせつ

は、「多様
た よ う

なコミュニケーション方法
ほうほう

を知
し

る前
まえ

段
だん

階
かい

として、まず多様
た よ う

な障害
しょうがい

の特性
とくせい

があるということ及
およ

び重
ちょう

複
ふく

障
しょう

害
がい

の困難性
こんなんせい

があることを知
し

ることが大切
たいせつ

である」ということで

す。 

３３ 第
だい

４条
じょう

（市
し

の責務
せ き む

） 財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

（予算的
よさんてき

な裏
うら

付
づ

け）のもと、条例
じょうれい

を市民
し み ん

に啓発
けいはつ

し施策
し さ く

を推進
すいしん

するべき。（２件
けん

） 

第
だい

４条
じょう

の市
し

の責務
せ き む

で施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

に進める
す す め る

と規定
き て い

しております。 

特段
とくだん

の明記
め い き

はしていませんが、施策
し さ く

の展開
てんかい

に伴
ともな

う必
ひつ

要
よう

な財政
ざいせい

措置
そ ち

を講
こう

ずることになります。 

３４ 第
だい

４条
じょう

（市
し

の責務
せ き む

） 条例
じょうれい

の内容
ないよう

をより具体的
ぐたいてき

かつ的確
てきかく

に協議
きょうぎ

するため、

条例
じょうれい

に関
かん

する施
し

策
さく

にしぼって協議
きょうぎ

する条例
じょうれい

施策
し さ く

推進
すいしん

会議
か い ぎ

を設置
せ っ ち

していただきたい。 

委員
い い ん

はコミュニケーションに精通
せいつう

した方
かた

で組織
そ し き

し

継続的
けいぞくてき

な協議
きょうぎ

をしていただきたい。（２件
けん

） 

本条例
ほんじょうれい

の推進
すいしん

にあたっては、他
ほか

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

と連携
れんけい

を図
はか

りながら行
おこな

う内
ない

容
よう

等
など

があるため、

障害者
しょうがいしゃ

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

するために設置
せ っ ち

されている綾部市
あ や べ 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

において意見
い け ん

を聴
き

き、総合的
そうごうてき

に進
すす

めていくことが適
てき

切
せつ

であると考
かんが

えます。 

３５ 第
だい

４条
じょう

（市
し

の責務
せ き む

） 条例
じょうれい

案
あん

第
だい

２項
こう

第
だい

１号
ごう

において「綾部市
あ や べ 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

の意見
い け ん

を聴
き

くこと。」と規定
き て い

されているが、

協
きょう

議会
ぎ か い

の構成
こうせい

委員中
いいんちゅう

にろう者
しゃ

は含
ふく

まれているか、委員
い い ん

の

選考
せんこう

基準
きじゅん

と委員
い い ん

の出身分
しゅっしんぶん

野別
や べ つ

構成
こうせい

はどのようになって

綾部市
あ や べ 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

は、視覚
し か く

障害
しょうがい

や聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある委員
い い ん

や障害
しょうがい

のある人
ひと

の

家族
か ぞ く

など様々
さまざま

な委員
い い ん

で構成
こうせい

していますが、ろう者
しゃ

は含
ふく

まれていません。（聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

で手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を必要
ひつよう

とする委員
い い ん

が含
ふく

まれていますが、手話
し ゅ わ

を第一
だいいち

言語
げ ん ご

としている委員
い い ん

ではありません。） 

分野
ぶ ん や

別
べつ

の人数
にんずう

は以下
い か

のとおりです。 



いるか、協
きょう

議会
ぎ か い

委員
い い ん

に「常連
じょうれん

委員
い い ん

（協
きょう

議会
ぎ か い

委員
い い ん

を含
ふく

め

公
こう

的
てき

団
だん

体
たい

の委
い

員
いん

等
など

を２回
かい

以上
いじょう

就任
しゅうにん

）」は何人
なんにん

いるか、

条例
じょうれい

制定
せいてい

に合
あ

わせて現
げん

行
こう

協
きょう

議
ぎ

会
かい

委
い

員
いん

選
せん

任
にん

の見
み

直
なお

しの

必要性
ひつようせい

について綾部市
あ や べ し

の見解
けんかい

はどのようなものか、 協
きょう

議会
ぎ か い

会議録
かいぎろく

の作成
さくせい

、公開
こうかい

等
など

、情報
じょうほう

公開
こうかい

の方針
ほうしん

いかんをう

かがいたい。 

 ・障害者
しょうがいしゃ

及び
お よ び

障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する事
じ

業
ぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

 １２名
めい

 

 ・学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

 １名
めい

 

 ・関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職員
しょくいん

 １名
めい

 

 ・市
し

 ２名
めい

 

全委員
ぜんいいん

１６名
めい

のうち、１２名
めい

は前期
ぜ ん き

からの再任
さいにん

です。また、他
ほか

の公的
こうてき

委員
い い ん

を兼務
け ん む

されている

委員
い い ん

もおられます。関係
かんけい

団体
だんたい

の代表者
だいひょうしゃ

などを委員
い い ん

として選任
せんにん

しており、結果的
けっかてき

に他
ほか

の委員会
いいんかい

と

兼任
けんにん

になったり、関係
かんけい

団体
だんたい

の代表者
だいひょうしゃ

に変更
へんこう

がないため、同
おな

じ委
い

員
いん

に再任
さいにん

していただくなどの

事情
じじょう

によるものです。 

条例
じょうれい

はあらゆる障害者
しょうがいしゃ

の多様
た よ う

なコミュニケーションの推進
すいしん

を目
め

指
ざ

すものですが、現状
げんじょう

の

協
きょう

議会
ぎ か い

はあらゆる障害
しょうがい

に関連
かんれん

のある委員
い い ん

を幅
はば

広
ひろ

く選
せん

任
にん

しています。今後
こ ん ご

、施策
し さ く

を推進
すいしん

する上
うえ

で必要
ひつよう

に応
おう

じ、委員
い い ん

の追加
つ い か

等
など

の再編
さいへん

も検討
けんとう

します。 

本
ほん

協議会
きょうぎかい

は傍聴
ぼうちょう

を 行
おこな

っておりませんが、会議
か い ぎ

資料
しりょう

等
など

の公開
こうかい

については綾部市
あ や べ し

情報
じょうほう

公開
こうかい

条例
じょうれい

に基
もと

づき対
たい

応
おう

しています。 

３６ 第
だい

４条
じょう

（市
し

の責務
せ き む

） 条例
じょうれい

案
あん

第
だい

２項
こう

第
だい

２号
ごう

で「市
し

民
みん

及
およ

び事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

の参
さん

加
か

及
およ

び

協 力
きょうりょく

を得
え

ること。」と規定
き て い

されている。市
し

が特
とく

に重要
じゅうよう

と

判断
はんだん

した施策
し さ く

については、市民
し み ん

説明会
せつめいかい

等
など

を開催
かいさい

するなど

広
ひろ

く市
し

民
みん

から意見
い け ん

を聴
き

く措
そ

置
ち

を講
こう

ずるべきでは。より

市民
し み ん

の関心
かんしん

と協 力
きょうりょく

が得
え

やすくなると思
おも

う。 

また、説明会
せつめいかい

等
など

を行
おこ

なう場
ば

合
あい

、自治
じ ち

会長
かいちょう

のみを集
あつ

めて

説
せつ

明
めい

するなどの方法
ほうほう

ではなく、市民
し み ん

直接
ちょくせつ

参加
さ ん か

の方式
ほうしき

によ

り行
おこ

なうべきではないか。 

施策
し さ く

の推進
すいしん

においては綾部市
あ や べ し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

、綾部市
あ や べ し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

などとも連携
れんけい

し取
と

り組
く

んで

いくこととなります。 

計画
けいかく

の策
さく

定
てい

並
なら

びに本条例
ほんじょうれい

の策定
さくてい

段階
だんかい

において、市民
し み ん

の方
かた

からのヒアリング調査
ちょうさ

やアンケー

トなどを実施
じ っ し

しており、今後
こ ん ご

の施策
し さ く

を展開
てんかい

する上
うえ

で必要
ひつよう

に応
おう

じ、市民
し み ん

や事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
など

からの意見
い け ん

を

聴
き

く措
そ

置
ち

を実施
じ っ し

します。 

また、本条例
ほんじょうれい

の趣旨
し ゅ し

や理念
り ね ん

等
など

については、様々
さまざま

な手段
しゅだん

を用
もち

いて市民
し み ん

一人一人
ひ と り ひ と り

に浸透
しんとう

するよ

う啓発
けいはつ

に努
つと

めます。 

３７ 第
だい

９ 条
じょう

（コミュニケー

ションができる 環境
かんきょう

整備
せ い び

） 

相談
そうだん

支援
し え ん

等
など

を 行
おこな

う環境
かんきょう

整備
せ い び

が規定
き て い

されているが、

相談
そうだん

事案
じ あ ん

によっては国
くに

、府
ふ

、事
じ

業者等々
ぎょうしゃとうとう

にまたがるもの

もあるなど関係
かんけい

機関
き か ん

が多
おお

く、市庁
しちょう

内部
な い ぶ

にワンストップ

（相談
そうだん

窓口
まどぐち

のたらいまわし禁止
き ん し

の趣旨
し ゅ し

）で対応
たいおう

可能
か の う

な

相談
そうだん

体制
たいせい

を整備
せ い び

していただきたいと存
ぞん

じます。 

国
くに

、府
ふ

、事
こと

業者
ぎょうしゃ

等
など

の事業
じぎょう

にまで及
およ

ぶワンストップ体制
たいせい

を市
し

で整備
せ い び

することは現実的
げんじつてき

には困難
こんなん

ですが、市
し

職員
しょくいん

自
みずか

らが国
くに

、府
ふ

などの制度
せ い ど

や事業
じぎょう

について幅
はば

広
ひろ

く知
ち

識
しき

を高
たか

め、できる限
かぎ

り

来庁者
らいちょうしゃ

に助言
じょげん

をしたり、取
と

り次
つ

ぎがスムーズにできるよう配慮
はいりょ

しているところです。 

障害
しょうがい

のある人
ひと

の相談
そうだん

支援
し え ん

は、市内
し な い

に４か所
しょ

の相
そう

談
だん

支
し

援
えん

センターがあり、関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し

て対応
たいおう

しているところです。 

３８ 第
だい

１１ 条
じょう

（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

いた情報
じょうほう

発信
はっしん

等
など

） 

条
じょう

例
れい

案
あん

第
だい

２項
こう

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が規定
き て い

されている

が、講演会
こうえんかい

等
など

における手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

又
また

は要約
ようやく

筆
ふで

記者
き し ゃ

の

配置数
はいちすう

（過去
か こ

３年
ねん

間
かん

）、配置
は い ち

した講演会
こうえんかい

等
など

の数
かず

（割合
わりあい

。過去
か こ

３年
ねん

間
かん

）についてうかがいたい。 

また市
し

の責務
せ き む

をあやふやにしているので、毎年度
まいねんど

の

予算書
よさんしょ

等
など

でろう者
しゃ

対策
たいさく

の事業量
じぎょうりょう

（事業名
じぎょうめい

、事業費
じぎょうひ

）を明示
め い じ

するなど、市民
し み ん

による施策
し さ く

の検証
けんしょう

や意見
い け ん

要望
ようぼう

の提出
ていしゅつ

が

可能
か の う

な情報
じょうほう

を提供
ていきょう

していただきたいと存
ぞん

じます。 

過去
か こ

３年
ねん

間
かん

における講演会
こうえんかい

等
など

への手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

又
また

は要約
ようやく

筆
ふで

記者
き し ゃ

の配置数
はいちすう

は次
つぎ

のとおりです。な

お、配置数
はいちすう

には病院
びょういん

受診
じゅしん

等
など

を含
ふく

みます。 

 

         平成
へいせい

26年度
ね ん ど

  平成
へいせい

27年度
ね ん ど

  平成
へいせい

28年度
ね ん ど

 

  手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

  69件
けん

 85人
にん

  60件
けん

 64人
にん

  36件
けん

 41人
にん

 

  要約
ようやく

筆
ふで

記者
き し ゃ

  59件
けん

 170人
にん

  46件
けん

 140人
にん

  52件
けん

 158人
にん

  

 

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
など

において、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

をすることは障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

に定
さだ

める義務
ぎ む

事項
じ こ う

であ



り、同条
どうじょう

同項
どうこう

の規定
き て い

についても法的
ほうてき

に市
し

の責務
せ き む

は明確
めいかく

であると認識
にんしき

しています。 

主
しゅ

な施策
し さ く

については「主要
しゅよう

施策
し さ く

の報告書
ほうこくしょ

」などにより公開
こうかい

しております。 

 


