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   栃木市
と ち ぎ し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

 

 

 言語
げ ん ご

は、お互
たが

いの意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

り、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

で不可欠
ふ か け つ

なものであり、人類
じんるい

の発展
はってん

に大
おお

きく寄与
き よ

してきました。 

 手話
し ゅ わ

は、手指
し ゅ し

や 体
からだ

の動
うご

き、 表 情
ひょうじょう

を使
つか

って表現
ひょうげん

される視覚的
し か く て き

言語
げ ん ご

であり、

日本語
に ほ ん ご

とは異
こと

なる独自
ど く じ

の体系
たいけい

を有
ゆう

する言語
げ ん ご

として、ろう者
しゃ

が知識
ち し き

を 蓄
たくわ

え、

文化
ぶ ん か

を創造
そうぞう

するために受
う

け継
つ

ぎ、大切
たいせつ

に 育
はぐく

んできたものです。 

 栃木市
と ち ぎ し

には、ろう教育
きょういく

黎明期
れ い め い き

である明治期
め い じ き

から昭和
しょうわ

初期
し ょ き

に、ろう者
しゃ

であり

ながら率先
そっせん

して学
まな

び、その後
ご

教師
きょうし

としてろう教育
きょういく

に情熱
じょうねつ

を 傾
かたむ

けた先
せん

達
だつ

がお

りました。また、教育
きょういく

の一線
いっせん

を退
しりぞ

いてからも、絵画
か い が

を通
とお

して地域
ち い き

の住民
じゅうみん

や

学校
がっこう

と交
こう

流
りゅう

し、地域
ち い き

住民
じゅうみん

が互
たが

いを思
おも

いやり共生
きょうせい

していくための土壌
どじょう

を育
はぐく

ん

でこられました。 

 不幸
ふ こ う

にも昭
しょう

和初期
わ し ょ き

の時代
じ だ い

に手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

することに制約
せいやく

があり、また、手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

できる環境
かんきょう

も十分
じゅうぶん

に 整
ととの

えられてこなかったろう教育
きょういく

の歴史
れ き し

があり

ます。 

 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

での障害者
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

の採択
さいたく

及
およ

び平成
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

（昭和
しょうわ

４５年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

８４号
ごう

）の改正
かいせい

により、

「手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

である」ことが明
あき

らかにされましたが、広
ひろ

く市民
し み ん

にその認識
にんしき

が

共有
きょうゆう

されているとはいえない 状 況
じょうきょう

にあります。 

 ここに 私
わたし

たちは、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であるとの認識
にんしき

に基
もと

づき、手話
し ゅ わ

の理解
り か い

と広
ひろ

が

りをもって、市民
し み ん

一人
ひ と り

ひとりが、思
おも

いやりや共
とも

に支
ささ

え合
あ

う気持
き も ち

ちを大切
たいせつ

にし

た共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

できるよう、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

します。 

 （目的
もくてき

） 

第
だい

1
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

であるとの認識
にんしき

に基
もと

づき、手話
し ゅ わ

に対
たい

する
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理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

び手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

に関
かん

する基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、市
し

の責務
せ き む

及
およ

び市民
し み ん

の

役割
やくわり

を明
あき

らかにするとともに、手話
し ゅ わ

に関
かん

する施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となる事項
じ こ う

を定
さだ

め

ることにより、全
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、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

いながら共生
きょうせい

する社会
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。 

 （基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第
だい

２条
じょう

 手話
し ゅ わ

に対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

び手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

は、手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であること

及
およ

びろう者
しゃ

（手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として日常
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

む者
もの

をいう。

以下
い か

同
おな

じ。）が手話
し ゅ わ

によるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

を円滑
えんかつ

に図
はか

る権利
け ん り

を有
ゆう

し、

かつ、その権利
け ん り

が尊重
そんちょう

されなければならないことを前提
ぜんてい

とし、全
すべ

ての市民
し み ん

が相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

することを基本
き ほ ん

として 行
おこな

われなければならな

い。 

 （市
し

の責務
せ き む

） 

第
だい

３条
じょう

 市
し

は、前条
ぜんじょう

に規定
き て い

する基本
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。）にの

っとり、手話
し ゅ わ

に対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

び手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

に関
かん

する施策
し さ く

を計画的
けいかくてき

に

実施
じ っ し

する責務
せ き む

を有
ゆう

する。 

 （市民
し み ん

の役割
やくわり

） 

第
だい

４ 条
じょう

 市民
し み ん

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、市
し

が実施
じ っ し

する手話
し ゅ わ

に対
たい

する理解
り か い

の

促進
そくしん

及
およ

び手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

に関
かん

する施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するとともに、自
みずか

らも手話
し ゅ わ

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、ろう者
しゃ

が手話
し ゅ わ

を利用
り よ う

しやすい環境
かんきょう

づくりに努
つと

めるものと

する。 

 （施策
し さ く

の実施
じ っ し

） 

第
だい

５条
じょう

 市
し

は、ろう者
しゃ

に対
たい

して、手話
し ゅ わ

による対応
たいおう

をすることができるよう、

手話通
し ゅ わ つ う

訳者
やくしゃ

及
およ

び情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

した機器
き き

の設置
せ っ ち

等
とう

に努
つと

めるものとす
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る。 

２ 市長
しちょう

は、手話
し ゅ わ

に対
たい

する理解
り か い

の促進
そくしん

及
およ

び手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

に関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

に

関
かん

し、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、ろう者
しゃ

、障
しょう

がい関係
かんけい

団体
だんたい

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を聴
き

くものとする。 

 （委任
い に ん

） 

第
だい

６条
じょう

 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

 

 （施行
し こ う

期日
き じ つ

） 

１ この条例
じょうれい

は、平成
へいせい

３１年
ねん

４月
がつ

１日
にち

から施行
し こ う

する。 

 （条例
じょうれい

の見直
み な お

し） 

２ 市長
しちょう

は、この条例
じょうれい

の施行
し こ う

後
ご

６年
ねん

を目途
も く と

として、この条例
じょうれい

の施行
し こ う

状 況
じょうきょう

に

ついて検討
けんとう

を加
くわ

え、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、その結果
け っ か

に基
もと

づいて所要
しょよう

の見直
み な お

しを行
おこな

うものとする。 


