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「言語
げ ん ご

としての手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

を進める
すす    

とともに聞こえ
き   

に障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

とが

支え合う
さ さ  あ  

社会づくり
しゃかい     

条例
じょうれい

（仮称
かしょう

）案
あん

」の骨子
こ っ し

に対
たい

する意見
い け ん

募集
ぼしゅう

【結果
け っ か

】 

 

＜募集
ぼしゅう

期間
き か ん

＞ 平成
へいせい

29年
ねん

12月
がつ

15日
にち

から平成
へいせい

30年
ねん

１月
がつ

５日
にち

まで 

＜意見
い け ん

提出数
ていしゅつすう

＞ 55個人
こ じ ん

・１団体
だんたい

、154件
けん

 

 

項目
こうもく

 御意見
ご い け ん

・提案
ていあん

の趣旨
し ゅ し

 府
ふ

の考
かんが

え方
かた

 

名称
めいしょう

 

条例
じょうれい

の名称
めいしょう

は、共生
きょうせい

社会
しゃかい

実現
じつげん

への

第一歩
だいいっぽ

として大賛成
だいさんせい

です。 

この条例
じょうれい

については、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として普及
ふきゅう

する

とともに、ろう、難聴
なんちょう

、盲
もう

ろう等
など

様々
さまざま

な聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

への理解
り か い

とそ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

を普及
ふきゅう

す

ることにより、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらない

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

すことを目的
もくてき

としており、

これらの意図
い と

を表
あらわ

した名称
めいしょう

です。 

条例
じょうれい

の名称
めいしょう

が長
なが

くわかりにくい。 

前文
ぜんぶん

 

京都
きょうと

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の取
と

り組
く

みの歴史
れ き し

な

どをきちんと条例
じょうれい

に書
か

き込
こ

み、条例
じょうれい

の

目的
もくてき

や、制定
せいてい

の背景
はいけい

などが誰
だれ

からも分
わ

か

るようにするべき。 

前文
ぜんぶん

には、手話
し ゅ わ

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の意義
い ぎ

や

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の分野
ぶ ん や

における京都
きょうと

の歴史
れ き し

を踏
ふ

まえた

上
うえ

で、 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

や障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の理念
り ね ん

の

実現
じつげん

を目指
め ざ

し、聞
き

こえの共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

していく

ことなどを規定
き て い

しています。 

定義
て い ぎ

 

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

していることを、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

の用件
ようけん

としている自治体
じ ち た い

な

どもあるが、この条例
じょうれい

は、手帳
てちょう

の有無
う む

に

限定
げんてい

をするべきではない。 

この条例
じょうれい

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

を踏
ふ

まえ、

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の有無
う む

に関係
かんけい

なく、聴覚
ちょうかく

に障害
しょうがい

を持
も

ち

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
う

ける状態
じょうたい

にある者
もの

を「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

」と幅広
はばひろ

く規定
き て い

しています。また、「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

」のなかには、

ろう者
しゃ

、難聴者
なんちょうしゃ

、中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

、盲
もう

ろう者
しゃ

等
など

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の程度
て い ど

や失聴
しっちょう

時期
じ き

、重複
じゅうふく

する障害
しょうがい

の有無
う む

等
など

により手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、触手話
しょくしゅわ

等
など

様々
さまざま

なコミュニケ
こ み ゅ に け

ー
ー

ション
し ょ ん

手段
しゅだん

を利用
り よ う

している方
かた

がおられることか

ら、こうしたことについて理解
り か い

を深
ふか

める意味
い み

でろう

者
しゃ

、難聴者
なんちょうしゃ

、中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

、盲
もう

ろう者
しゃ

やそれぞれの

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

について文中
ぶんちゅう

で定義
て い ぎ

を設
もう

けることとしています。 

「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

」は何
なに

を指
しめ

すのか。また、

「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

」に「ろう者
しゃ

」を含
ふく

んで

も良
よ

いのではないか。 

「要約
ようやく

筆記
ひ っ き

」や「触手話
しょくしゅわ

」という言葉
こ と ば

を

社会
しゃかい

に広
ひろ

める役割
やくわり

も果
は

たすため定義
て い ぎ

を

してください。 

「支援
し え ん

団体
だんたい

等
とう

」の中
なか

に「関係
かんけい

団体
だんたい

」は含
ふく

まれるのか。説明
せつめい

が必要
ひつよう

だと思
おも

う。 

御意見
ご い け ん

をふまえ、「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

」の定義
て い ぎ

で支援
し え ん

団体
だんたい

について規定
き て い

します。 
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基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

「聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある人
ひと

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
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

を選択
せんたく

する機会
き か い

を確保
か く ほ

することにより、

聴覚
ちょうかく

に障害
しょうがい

のある人
ひと

とない人
ひと

とが支
ささ

え

合
あ

う社会
しゃかい

を実現
じつげん

する」という理念
り ね ん

に賛同
さんどう

する。 

今後
こ ん ご

、賛
さん

同
どう

いただきました基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基
もと

づき、着実
ちゃくじつ

に施策
せ さ く

を実施
じ っ し

していきたいと考
かんが

えております。 

条例
じょうれい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

については賛同
さんどう

できる。 

「手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

」「共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

」に向
む

けた条例
じょうれい

の趣旨
し ゅ し

は理解
り か い

でき、制定
せいてい

につい

て賛成
さんせい

する。 

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

 

手話
し ゅ わ

は「日本語
に ほ ん ご

とは異
こと

なり、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

独自
ど く じ

の体系
たいけい

を有
ゆう

する」と記述
きじゅつ

されていま

すが、実態
じったい

としては、手話
し ゅ わ

学習者
がくしゅうしゃ

や途中
とちゅう

で失聴
しっちょう

された方
かた

にとっては、この独自
ど く じ

の

体系
たいけい

を有
ゆう

した手話
し ゅ わ

の習
しゅう

得
とく

は困難
こんなん

であり、

日本語
に ほ ん ご

に手話
し ゅ わ

単語
た ん ご

を付
つ

けた話
はな

し方
かた

をす

ることが多
おお

いと思
おも

われる。こういった

背景
はいけい

もあると理解
り か い

したうえでの取組
とりくみ

が

重要
じゅうよう

ではないか。 

この条例
じょうれい

では、手話
し ゅ わ

が独自
ど く じ

の体系
たいけい

を持
も

つ言語
げ ん ご

であ

るとの認識
にんしき

に立
た

って施策
せ さ く

を進
すす

めることとしていま

すが、手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

にあたっては、いわゆる日本語
に ほ ん ご

対応
たいおう

手話
し ゅ わ

を含
ふく

め広
ひろ

く手話
し ゅ わ

を広
ひろ

めていきたいと考
かんが

え

ます。 

手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

と認
みと

めることで手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

も

音声
おんせい

言語
げ ん ご

と同
おな

じように言語
げ ん ご

として認識
にんしき

されるようになり環境
かんきょう

も整備
せ い び

されるこ

とになると思
おも

う。 

御意見
ご い け ん

のとおり、この条例
じょうれい

の制定
せいてい

によって、手話
し ゅ わ

が

言語
げ ん ご

であると認
みと

め、その認識
にんしき

を広
ひろ

めていくことで、

言語
げ ん ご

として手話
し ゅ わ

を保障
ほしょう

する環境
かんきょう

の整
せい

備
び

につながっ

ていくと考
かんが

えます。 
手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であるということを認
みと

める

前
まえ

に、まず言語
げ ん ご

は多様
た よ う

であるということ

を認
みと

める必要
ひつよう

があるのではないか。 

コミュ
こ み ゅ

ニケー
に け ー

ション
し ょ ん

手段
しゅだん

 

「手話
し ゅ わ

」のみに限定
げんてい

せず、それぞれの

特性
とくせい

に合
あ

ったコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

に対
たい

する理解
り か い

に言及
げんきゅう

されているところ

がいいと思
おも

います。 

条
じょう

文中
ぶんちゅう

で、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の中
なか

に「要約
ようやく

筆記
ひ っ き

」「触手話
しょくしゅわ

」等
など

の手話
し ゅ わ

以外
い が い

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

についても明確
めいかく

に位置
い ち

づけていくこととして

いきたいと考
かんが

えます。また、条例
じょうれい

制定後
せいていご

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基
もと

づき、手話
し ゅ わ

だけではなく、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の

様々
さまざま

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

について府民
ふ み ん

の

理解
り か い

を促進
そくしん

していきたいと考えます。 

「手話
し ゅ わ

」に重
おも

きが置
お

かれすぎているので

はないか。聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

とのコミュニケ
こ み ゅ に け

ー
ー

ション
し ょ ん

は、「手話
し ゅ わ

」と限
かぎ

らず筆談
ひつだん

等
など

で

も可能
か の う

である。大切
たいせつ

なことは「コミュニ
こ み ゅ に

ケーション
け ー し ょ ん

手段
しゅだん

を選択
せんたく

することが出来
で き

る」ことではないか。 
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コミュ
こ み ゅ

ニケー
に け ー

ション
し ょ ん

手段
しゅだん

 

「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

等
とう

」

という記載
き さ い

について、具体的
ぐたいてき

に、要約
ようやく

筆
ひっ

記
き

、筆談
ひつだん

、音声
おんせい

翻訳
ほんやく

などと書
か

いて欲
ほ

しい。 

 

 

難聴者
なんちょうしゃ

、中途失聴
ちゅうとしっちょう

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

にとっ

ては、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

が欠
か

かせない大事
だ い じ

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

である。手話
し ゅ わ

の

必要性
ひつようせい

だけが注目
ちゅうもく

されることのないよ

う、難聴者
なんちょうしゃ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

についての理解
り か い

を

広
ひろ

げてほしい。 

関係
かんけい

団体
だんたい

 

京都
きょうと

ではじめて市民
し み ん

サークル
さ ー く る

ができて、

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

が広
ひろ

まったので、こうした

サークル
さ ー く る

活動
かつどう

の役割
やくわり

や支援
し え ん

に関
かん

するこ

とを条例
じょうれい

にきちんと明記
め い き

すべき。 

京都
きょうと

府内
ふ な い

の歴史的
れきしてき

な経過
け い か

を踏
ふ

まえ、サークル
さ ー く る

等
など

市民
し み ん

活動
かつどう

の役割
やくわり

の重要性
じゅうようせい

について認識
にんしき

しているところ

です。この条例
じょうれい

では、「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

関係
かんけい

団体
だんたい

」と

して、手話
し ゅ わ

サークル
さ ー く る

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

サークル
さ ー く る

の役割
やくわり

を

明確
めいかく

にすることとしています。 

手話
し ゅ わ

サークル
さ ー く る

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

サークル
さ ー く る

等
とう

が活
かつ

動
どう

しやすいように、支援
し え ん

が受
う

けられる

環境
かんきょう

を作
つく

ってほしい。 

当事者
とうじしゃ

や関係
かんけい

団体
だんたい

の取組
と り く

みを府
ふ

が支援
し え ん

、

確立
かくりつ

、発展
はってん

させていくべき。 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

が情報
じょうほう

保障
ほしょう

をすることは当然
とうぜん

で

あるので、「～努
つと

める」ではなく、「～

実施
じ っ し

する」とした方
ほう

が良
よ

い。 

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

や京都府障害
きょうとふしょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

し

ていきいきと暮
く

らしやすい社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

との

整合性
せいごうせい

を考慮
こうりょ

した条文
じょうぶん

としていますので御理解
ご り か い

を

お願
ねが

いします。 

病院
びょういん

、高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

等
とう

公共性
こうきょうせい

の高
たか

い施設
し せ つ

等
など

ニーズ
に ー ず

の高
たか

い施設
し せ つ

については、事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

とは別
べつ

に規定
き て い

してほしい。 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

一般
いっぱん

の役割
やくわり

とは別
べつ

に、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の暮
く

らし

に密接
みっせつ

に関
かか

わっているという観点
かんてん

から、社会
しゃかい

福祉事
ふ く し じ

業者
ぎょうしゃ

については、別
べつ

に役割
やくわり

を規定
き て い

することとして

います。医療
いりょう

機関
き か ん

・公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

については、

御意見
ご い け ん

の趣旨
し ゅ し

に鑑
かんが

み、今後
こ ん ご

施策
せ さ く

を展開
てんかい

するなかで

重点的
じゅうてんてき

に周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

を行
おこな

っていきたいと考
かんが

えま

す。 

加齢
か れ い

による難聴者
なんちょうしゃ

が増
ふ

えており、高齢者
こうれいしゃ

施設
し せ つ

や地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

などで 

理解
り か い

が進
すす

むようにしてほしい。 

医療
いりょう

機関
き か ん

に対
たい

して啓発
けいはつ

を行
おこな

ってほしい。 

在職
ざいしょく

途中
とちゅう

で難聴
なんちょう

になっても働
はたら

き続
つづ

け

られる環境
かんきょう

の整備
せ い び

をしてほしい。 

検討
けんとう

会議
か い ぎ

においても、職場
しょくば

の環境
かんきょう

整備
せ い び

については

議論
ぎ ろ ん

のあったところです。雇用
こ よ う

主
ぬし

に対
たい

して、聴覚
ちょうかく

に

障害
しょうがい

のある従業 員
じゅうぎょういん

に対
たい

する配慮
はいりょ

や環境
かんきょう

整備
せ い び

の

好事例
こうじれい

を発信
はっしん

する等
など

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進
すす

めていきたいと

考
かんが

えています。 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が健聴
けんちょう

者
しゃ

と対等
たいとう

に働
はたら

ける

環境
かんきょう

を整備
せ い び

してほしい。 
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府民
ふ み ん

へ

の啓発
けいはつ

 

障害
しょうがい

のない人
ひと

の理解
り か い

が乏
とぼ

しいと思
おも

える

事態
じ た い

に遭
そう

遇
ぐう

したことがある。聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある子
こ

どもやその両親
りょうしん

が孤立
こ り つ

しない

社会
しゃかい

にしてほしい。 

検討
けんとう

会議
か い ぎ

においても、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

や聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の

ことについて府民
ふ み ん

理解
り か い

が進
すす

んでいない事例
じ れ い

が報告
ほうこく

され、府民
ふ み ん

への理解
り か い

促進
そくしん

の必要性
ひつようせい

について熱心
ねっしん

に

議論
ぎ ろ ん

されたところであり、府民
ふ み ん

への啓発
けいはつ

は大切
たいせつ

な

施策
せ さ く

であると考
かんが

えています。条例
じょうれい

制定後
せいていご

、効果的
こうかてき

な啓発
けいはつ

・理解
り か い

普及
ふきゅう

の方法
ほうほう

について検討
けんとう

し、着実
ちゃくじつ

に進
すす

めていきたいと考
かんが

えます。 

府民
ふ み ん

への啓発
けいはつ

を積極的
せっきょくてき

かつ効果的
こうかてき

に行
おこな

ってもらいたい。 

特
とく

に職場
しょくば

や地域
ち い き

で聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

が必要
ひつよう

。 

学校
がっこう

で

の啓発
けいはつ

 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

だけでなく、健聴
けんちょう

の生徒
せ い と

も

小学校
しょうがっこう

から授業
じゅぎょう

で学
まな

ぶ必要
ひつよう

がある。 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

や聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

、手話
し ゅ わ

について教育
きょういく

段階
だんかい

で触
ふ

れてもらうことは非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

であると考
かんが

え

ています。今後
こ ん ご

、教育
きょういく

委員会
いいんかい

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

し

ながら、学校
がっこう

で子
こ

どもが自然
し ぜ ん

に聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

や聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

、手話
し ゅ わ

について学
まな

んでもらう方法
ほうほう

について

検討
けんとう

し、着実
ちゃくじつ

に進
すす

めていきたいと考
かんが

えます。 

小学校
しょうがっこう

から、授業
じゅぎょう

で手話
し ゅ わ

や聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

にふれあう機会
き か い

があるとよい。 

生徒
せ い と

や教師
きょうし

だけでなく保護者
ほ ご し ゃ

への

勉強会
べんきょうかい

など楽
たの

しく手話
し ゅ わ

にふれる場
ば

や

機会
き か い

があると望
のぞ

ましい。 

京都
きょうと

は大学
だいがく

が多
おお

いので、大学
だいがく

の学生
がくせい

が

手話
し ゅ わ

を習
しゅう

得
とく

すれば理解
り か い

や普及
ふきゅう

に効果的
こうかてき

である。大学
だいがく

などで手話
し ゅ わ

を積極的
せっきょくてき

に学
まな

べ

るよう、環境
かんきょう

整備
せ い び

や大学
だいがく

の役割
やくわり

を条例
じょうれい

できちんと明記
め い き

すべき。 

全
すべ

ての学校
がっこう

で子
こ

ども達
たち

に対
たい

して、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

及び
お よ  

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

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
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

に関
かん

す

る知識
ち し き

の普及
ふきゅう

に努
つと

めることとしていま

すが、子
こ

どもや学校
がっこう

の負
ふ

担
たん

がないよう

普及
ふきゅう

方法
ほうほう

に留意
りゅうい

が必要
ひつよう

ではないか。 

聴覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

への

教育
きょういく

 

補聴器
ほちょうき

・人工
じんこう

内耳
な い じ

をしていても手話
し ゅ わ

を用
もち

いた教育
きょういく

や生活
せいかつ

が欠
か

かせないが、行政
ぎょうせい

や学校
がっこう

での理解
り か い

が進
すす

んでいない。 

この条例
じょうれい

では、聴覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

が通学
つうがく

している学校
がっこう

等
とう

の教員
きょういん

等
とう

に対
たい

してコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

に関
かん

す

る知識
ち し き

・技能
ぎ の う

を習
しゅう

得
とく

するための研修
けんしゅう

等
とう

の措置
そ ち

を講
こう

じることを規定
き て い

することとしており、こうした取組
とりくみ

を通
つう

じて補聴器
ほちょうき

・人工
じんこう

内耳装用児
な い じ そ う よ う じ

のコミュニケーシ
こ み ゅ に け ー し

ョン
ょ ん

手段
しゅだん

の確保
か く ほ

について理解
り か い

を広
ひろ

めていきたいと

考
かんが

えます。 

難聴
なんちょう

学級
がっきゅう

、専属
せんぞく

の教員
きょういん

、加配
か は い

の教員
きょういん

、

支援員
しえんいん

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
など

を、子
こ

どもに必要
ひつよう

な教育
きょういく

内容
ないよう

や環境
かんきょう

に応
おう

じて、すぐに

設置
せ っ ち

してもらえるような内容
ないよう

を条例
じょうれい

に 

子
こ

どものニーズ
に ー ず

に応
おう

じた適切
てきせつ

な指導
し ど う

や支援
し え ん

につい

ては、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

として取
と

り組
く

まれているとこ

ろです。この条例
じょうれい

では、聴覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

が通学
つうがく

してい

る学校
がっこう

等
とう

において、特性
とくせい

に応
おう

じたコミュニケーショ
こ み ゅ に け ー し ょ
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組
く

み込
こ

んでもらいたい。 ン
ん

手段
しゅだん

の使用
し よ う

についての相談
そうだん

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

、その他
た

の援助
えんじょ

を行
おこな

うよう努
つと

めると規定
き て い

しており、条例
じょうれい

の

趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ教育
きょういく

委員会
いいんかい

等
とう

と連携
れんけい

しながらよりよ

い教育
きょういく

の実現
じつげん

に向
む

けて取組
とりくみ

を進
すす

めていきたいと

考
かんが

えます。 

教育
きょういく

を等
ひと

しく受
う

ける権利
け ん り

からもその子
こ

どもが必要
ひつよう

とする環境
かんきょう

を整
ととの

え、楽
たの

しい

学校
がっこう

生活
せいかつ

が送
おく

れるように配慮
はいりょ

してほし

い。 

ろう

教育
きょういく

 

「聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある子
こ

どもが手話
し ゅ わ

で

各教科
かくきょうか

・領域
りょういき

を学
まな

ぶ」とあるが、聾
ろう

学校
がっこう

では、児童
じ ど う

生徒
せ い と

のニーズ
に ー ず

に合
あ

わせて、

手話
し ゅ わ

だけでなく全
すべ

てのコミュニケーシ
こ み ゅ に け ー し

ョン
ょ ん

手段
しゅだん

を用
もち

いている。あたかも手話
し ゅ わ

の

みで学
まな

ぶことが最善
さいぜん

であるととられか

ねず、府
ふ

の条例
じょうれい

として不適切
ふてきせつ

なのではな

いか。 

この条例
じょうれい

により、聾
ろう

学校
がっこう

において子
こ

どもの状 況
じょうきょう

に応
おう

じた様々
さまざま

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

の選択
せんたく

が

否定
ひ て い

されるものではありません。しかしながら、

検討
けんとう

会議
か い ぎ

での議論
ぎ ろ ん

等
とう

をふまえ、聴覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

を教育
きょういく

対象
たいしょう

とする聾
ろう

学校
がっこう

において、手話
し ゅ わ

を共通
きょうつう

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

として位置
い ち

づけることが

必要
ひつよう

であると考
かんが

えます。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

においては、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

を問
と

わず子
こ

どもの特性
とくせい

に応
おう

じた対応
たいおう

が必要
ひつよう

である。多様
た 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

へのニーズ
に ー ず

に対応
たいおう

することをまず前提
ぜんてい

としていくべきではないか。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

においては、子
こ

どものニーズ
に ー ず

に応
おう

じ

た適切
てきせつ

な指導
し ど う

や支援
し え ん

を行
おこな

っているところであり、

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の趣旨
し ゅ し

にのっとり、この条例
じょうれい

で規定
き て い

する障害
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
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の使用
し よ う

について対応
たいおう

を行
おこな

っていくものと考
かんが

えま

す。 

聾
ろう

学校
がっこう

などには、教員
きょういん

だけでなく、実習
じっしゅう

助手
じょしゅ

、寄宿舎
きしゅくしゃ

指導員
しどういん

、栄養
えいよう

教諭
きょうゆ

、調理
ちょうり

職員
しょくいん

、事務
じ む

職
しょく

等
とう

の職員
しょくいん

が携
たずさ

わってい

るため、教員
きょういん

から教職 員
きょうしょくいん

という文言
もんごん

に

変更するべき。 

条
じょう

文中
ぶんちゅう

は、直接聾
ちょくせつろう

学校
がっこう

就学児
しゅうがくじ

の教育
きょういく

や指導
し ど う

に関
かか

わる教員
きょういん

の育成
いくせい

及
およ

び確保
か く ほ

について規定
き て い

するもので

すが、御意見
ご い け ん

にもあるとおり、子
こ

どもに関
かか

わる教員
きょういん

以外
い が い

の職員
しょくいん

についても手話
し ゅ わ

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

に関
かん

する知識
ち し き

を習
しゅう

得
とく

することは重要
じゅうよう

であり、

聾
ろう

学校
がっこう

の自主的
じしゅてき

な取組
とりくみ

として現在
げんざい

も手話
し ゅ わ

等
など

の研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

しているところです。 

ろう

教育
きょういく

 

教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

の中
なか

に、「子
こ

ども達
だち

同士
ど う し

が手話
し ゅ わ

で語
かた

り合
あ

い、学
まな

べる集団
しゅうだん

（コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

）」を追加
つ い か

してもらいた

い。 

御意見
ご い け ん

のとおり、共通
きょうつう

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

を有
ゆう

する集団
しゅうだん

を確保
か く ほ

することが重要
じゅうよう

であること

から、条
じょう

文中
ぶんちゅう

で「学校
がっこう

生活
せいかつ

において手話
し ゅ わ

を共通
きょうつう

の

意思
い し

疎通
そ つ う

のための手段
しゅだん

として使用
し よ う

することができ

る教育
きょういく

環境
かんきょう

の整備
せ い び

を進
すす

める」ことと規定
き て い

していま

す。 

教育
きょういく

のあり方
かた

全体
ぜんたい

についての提言
ていげん

を

記載
き さ い

してほしい。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

については学校
がっこう

教育法
きょういくほう

等
など

にもとづ

き教育
きょういく

施策
せ さ く

として実施
じ っ し

しているところであり、こ

の条例
じょうれい

の趣旨
し ゅ し

をふまえた施策
せ さ く

となるよう教育
きょういく

委員会
いいんかい

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

しながら取
と

り組
く

んでいき

ます。 
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乳幼児
にゅうようじ

支援
し え ん

 

聴覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

を支援
し え ん

するためのネットワ
ね っ と わ

ー
ー

ク
く

を立
た

ち上
あ

げてほしい。 

検討
けんとう

会議
か い ぎ

においても、できるだけ早期
そ う き

から、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある子
こ

どもを持
も

つ保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

して手話
し ゅ わ

や

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

に対
たい

する適切
てきせつ

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

、相談
そうだん

を行
おこな

う

ことが必要
ひつよう

であるとの指摘
し て き

があったところです。

検討
けんとう

会議
か い ぎ

での議論
ぎ ろ ん

や御意見
ご い け ん

を十分
じゅうぶん

に踏
ふ

まえ、条文
じょうぶん

は、府
ふ

が、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある子
こ

どもやその保護者
ほ ご し ゃ

に

対
たい

して手話
し ゅ わ

やコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の習
しゅう

得
とく

につ

いての相談
そうだん

対応
たいおう

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

、助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

うこと

としており、今後
こ ん ご

、医療
いりょう

機関
き か ん

や療育
りょういく

機関
き か ん

、教育
きょういく

機関
き か ん

等
とう

と十分
じゅうぶん

に連携
れんけい

して支援
し え ん

を進
すす

めていきたいと考
かんが

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児
にゅうようじ

支援
し え ん

 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある乳幼児
にゅうようじ

とその保護者
ほ ご し ゃ

へ

の相談
そうだん

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

及び
お よ び

助言
じょげん

は非常
ひじょう

に

大切
たいせつ

。最初
さいしょ

に相談
そうだん

するのは保健所
ほけんじょ

や

耳鼻科
じ び か

等
など

の医療
いりょう

機関
き か ん

が多
おお

いが、医療
いりょう

機関
き か ん

でも「人工
じんこう

内耳
な い じ

」と同程度
どうていど

に手話
し ゅ わ

の情報
じょうほう

も提
てい

供
きょう

され、保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

が選択
せんたく

できること

が必要
ひつよう

。 

聴覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

を持
も

つ健聴
けんちょう

の保護者
ほ ご し ゃ

が、

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や同
おな

じように聴覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

を持
も

つ保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

と関
かか

わりを持
も

つ

ことができる場
ば

が必要
ひつよう

なので、条例
じょうれい

に盛
も

り込
こ

んでほしい。 

早期
そ う き

の聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の発見
はっけん

は、その後
ご

の

環境
かんきょう

を整
ととの

える時間
じ か ん

の確保
か く ほ

にもつながる

ので、新生児
しんせいじ

聴覚
ちょうかく

スクリーニング
す く り ー に ん ぐ

の

受検率
じゅけんりつ

をあげる施策
せ さ く

を検討
けんとう

してほしい。 

軽
けい

・中等度
ちゅうとうど

難聴児
なんちょうじ

補聴器
ほちょうき

助成
じょせい

事業
じぎょう

を今後
こ ん ご

も継続
けいぞく

してほしい。 

難聴
なんちょう

者
しゃ

・中途
ちゅうと

失聴者
しっちょうしゃ

支援
し え ん

 

一人
ひ と り

でも多
おお

くの難聴者
なんちょうしゃ

・中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

に

地元
じ も と

で手話
し ゅ わ

を習
しゅう

得
とく

する機会
き か い

を提
てい

供
きょう

して

ほしい。 

検討
けんとう

会議
か い ぎ

においても、難聴者
なんちょうしゃ

や中途失聴
ちゅうとしっちょう

者
しゃ

等
とう

が、同
おな

じ障害
しょうがい

を持
も

つ仲間
な か ま

との交流
こうりゅう

のなかで手話
し ゅ わ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、筆談
ひつだん

等
など

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

を習
しゅう

得
とく

し

てくことが重要
じゅうよう

であると指摘
し て き

されたところです。

検討
けんとう

会議
か い ぎ

での議論
ぎ ろ ん

や御意見
ご い け ん

を十分
じゅうぶん

に踏
ふ

まえ、

市町村
しちょうそん

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

と十分
じゅうぶん

に連携
れんけい

して施策
せ さ く

を進
すす

め

ていきたいと考
かんが

えています。 

補聴器
ほちょうき

は慣
な

れるまでに相当
そうとう

の訓練
くんれん

と

時間
じ か ん

を要
よう

するため途中
とちゅう

で挫折
ざ せ つ

する人
ひと

が

多
おお

く問題
もんだい

である。 

府政
ふ せ い

に

おける

対応
たいおう

 

府政
ふ せ い

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

について、「提供
ていきょう

に努
つと

めます」ではなく、義務的
ぎ む て き

な書
か

き方
かた

にし

た方
ほう

がよい。 
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

や京都府
きょうとふ

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

し

ていきいきと暮
く

らしやすい社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

との

整合性
せいごうせい

を考慮
こうりょ

した条文
じょうぶん

としていますので、御理解
ご り か い

をお願
ねが

いします。 

府
ふ

が率先
そっせん

して聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する

情報
じょうほう

保障
ほしょう

及
およ

び手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

であることの

府民
ふ み ん

への理解
り か い

促進
そくしん

を行
おこな

うべきとの考
かんが

え

方
かた

から、「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

ない限
かぎ

り」の文言
もんごん

を削
さく

除
じょ

すべき。 
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府政
ふ せ い

に

おける

対応
たいおう

 

 

府
ふ

が率先
そっせん

して聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する

情報
じょうほう

保障
ほしょう

及
およ

び手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

であることの

府民
ふ み ん

への理解
り か い

促進
そくしん

を行
おこな

うべきとの考
かんが

え

方
かた

から、「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

ない限
かぎ

り」の文言
もんごん

を削
さく

除
じょ

すべき。 

 

この条例
じょうれい

推進
すいしん

のため、京都府
きょうとふ

の機関
き か ん

・

部署
ぶ し ょ

で、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

に精
せい

通
つう

した人材
じんざい

（手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

）を採用
さいよう

し

てもらいたい。 

この条例
じょうれい

では、京都府
きょうとふ

職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

の機会
き か い

を

確保
か く ほ

することとしており、手話
し ゅ わ

やコミュニケーショ
こ み ゅ に け ー し ょ

ン
ん

手段
しゅだん

に対
たい

する理解
り か い

をもった職員
しょくいん

育成
いくせい

を図
はか

りたい

と考
かんが

えます。 

観光
かんこう

 

古都
こ と

京都
きょうと

に興味
きょうみ

を持
も

って訪
おとず

れた方々
かたがた

が、

現在
げんざい

住
す

む人
ひと

たちの生活
せいかつ

に興味
きょうみ

を広
ひろ

げて

いってもらえれば素晴
す ば

らしい。 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

を持
も

つ外国人
がいこくじん

に対
たい

する対応
たいおう

ま

で行
おこな

っていくのか。 

京都
きょうと

が全国
ぜんこく

に有数
ゆうすう

の観光地
かんこうち

であることを考慮
こうりょ

して、

観光
かんこう

旅行者
りょこうしゃ

その他
た

の滞在者
たいざいしゃ

にコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

にかかる合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を的確
てきかく

に行
おこな

うための施策
せ さ く

について規定
き て い

するものです。条例
じょうれい

施行後
せ こ う ご

は、観光事
かんこうじ

業者
ぎょうしゃ

への普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

、観光
かんこう

窓口
まどぐち

職員
しょくいん

のコミュニケー
こ み ゅ に け ー

ション
し ょ ん

手段
しゅだん

に対
たい

する研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

等
とう

を検討
けんとう

していき

たいと考
かんが

えます。 

ろうあ者
しゃ

の手話
し ゅ わ

ガイド
が い ど

養成
ようせい

を行
おこな

ってほ

しい。 

環境
かんきょう

整備
せ い び

 

公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

で、文字
も じ

で情報
じょうほう

が得
え

られ

るような環境
かんきょう

整備
せ い び

が必要
ひつよう

。 

今後
こ ん ご

、関係
かんけい

機関
き か ん

に対
たい

し、この条例
じょうれい

の趣旨
し ゅ し

を周知
しゅうち

す

るなかで、環境
かんきょう

整備
せ い び

についても着実
ちゃくじつ

に進
すす

めていき

たいと考
かんが

えます。 I C T
あいしーてぃ

の活用
かつよう

方法
ほうほう

については、

今後
こ ん ご

の技術的
ぎじゅつてき

な進展
しんてん

を考慮
こうりょ

しながら、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進
すす

めていく視点
し て ん

に立
た

って検討
けんとう

を継続
けいぞく

する必要
ひつよう

があると考
かんが

えます。 

公的
こうてき

機関
き か ん

へのヒアリングループ
ひ あ り ん ぐ る ー ぷ

の設置
せ っ ち

や、ヒアリングループ
ひ あ り ん ぐ る ー ぷ

に対応
たいおう

する補聴器
ほちょうき

の標準化
ひょうじゅんか

など、聞こえ
き   

の環境
かんきょう

の

バリアフリー化
ば り あ ふ り ー か

を進めて
すす    

ほしい。 

I C T
あいしーてぃ

技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した電話
で ん わ

リレーサービ
り れ ー さ ー び

ス
す

、遠隔
えんかく

情報
じょうほう

支援
し え ん

システム
し す て む

等
とう

の開発
かいはつ

、

活用
かつよう

、普及
ふきゅう

が必要
ひつよう

である。 

人材
じんざい

育成
いくせい

 

要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

が高齢化
こうれいか

しており、人材
じんざい

の

育成
いくせい

が必要
ひつよう

。もっと多
おお

くの方
かた

が受講
じゅこう

でき

るよう制度
せ い ど

の見直
み な お

しや府民
ふ み ん

への啓発
けいはつ

活動
かつどう

が必要
ひつよう

だと思
おも

う。 

人材
じんざい

確保
か く ほ

は大
おお

きな課題
か だ い

と認識
にんしき

しています。今後
こ ん ご

、

市町村
しちょうそん

、関係
かんけい

団体
だんたい

、大学
だいがく

等
とう

とも連携
れんけい

しながら支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

に取
と

り組
く

んでいきます。 難聴
なんちょう

の高齢者
こうれいしゃ

が増加
ぞ う か

しており、難聴
なんちょう

高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

する要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の養成
ようせい

が

必要
ひつよう

。 
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全体
ぜんたい

 

努力
どりょく

義務
ぎ む

やできる規定
き て い

ではなく義務
ぎ む

規定
き て い

とし、実効性
じっこうせい

のある条例
じょうれい

にしてほし

い。 

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

、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の理念
り ね ん

を踏
ふ

まえた上
うえ

で、障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

や京都府障害
きょうとふしょうがい

の

ある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

していきいきと暮
く

らし

やすい社会
しゃかい

づくり条例
じょうれい

との整合性
せいごうせい

を考慮
こうりょ

した

条文
じょうぶん

としていますので御理解
ご り か い

をお願
ねが

いします。 

手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることとコミュニケー
こ み ゅ に け ー

ション
し ょ ん

手段
しゅだん

の普及
ふきゅう

は別
べつ

の話
はなし

なので別々
べつべつ

に条例
じょうれい

を制定
せいてい

してはどうか。 

条例
じょうれい

のあり方
かた

については、検討
けんとう

会議
か い ぎ

でも議論
ぎ ろ ん

いた

だいた結果
け っ か

、京都府
きょうとふ

における聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

の

取組
とりくみ

を踏
ふ

まえ、手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として普及
ふきゅう

するととも

に、ろう、難聴
なんちょう

、盲
もう

ろう等
とう

様々
さまざま

な聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

への理解
り か い

とそ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

を普及
ふきゅう

することに

より、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を

実現
じつげん

を目指
め ざ

す条例
じょうれい

として制定
せいてい

することとしており

ますので御理解
ご り か い

をお願い
 ね が  

します。 

ダイバーシティコミュニケーション
だ い ば ー し て ぃ こ み ゅ に け ー し ょ ん

（コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の多様性
たようせい

につい

て）明確
めいかく

に書
か

いて欲
ほ

しい。 

わかりやすい言葉
こ と ば

で書
か

いてほしい。 

府民
ふ み ん

の皆様
みなさま

に条例
じょうれい

の趣旨
し ゅ し

及び
お よ  

内容
ないよう

についてわかり

やすく知
し

っていただくために、条例
じょうれい

のパンフレッ
ぱ ん ふ れ っ

ト
と

や逐条
ちくじょう

解説
かいせつ

等
など

の作成
さくせい

を検討
けんとう

していきます。 

書
か

かれてある施策
し さ く

・対応
たいおう

について具体的
ぐたいてき

に計画的
けいかくてき

に進めて
すす    

頂ければ
いただ     

と思
おも

います。 
条例
じょうれい

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

及び
およ  

施策
せ さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

に基
もと

づ

き、今後
こ ん ご

着実
ちゃくじつ

に施策
せ さ く

を実施
じ っ し

していきたいと考
かんが

えま

す。 
検討会
けんとうかい

のとりまとめを実現
じつげん

できる条例
じょうれい

にするべき。 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある府
ふ

職員
しょくいん

を入れて
い   

制定
せいてい

について検討
けんとう

してはどうか。 

この条例
じょうれい

については、検討
けんとう

会議
か い ぎ

での議論
ぎ ろ ん

を十分
じゅうぶん

に

踏
ふ

まえ、検討
けんとう

を進め
すす  

てきたところです。今後
こ ん ご

、施策
せ さ く

を実施
じ っ し

するにあたっても障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

及び
およ  

関係者
かんけいしゃ

の

御意見
ご い け ん

を十分
じゅうぶん

にききながら推進
すいしん

していきたいと

考
かんが

えます。 

 

 


