
資料
しりょう

１ 函館市
はこだてし

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

（仮称
かしょう

）案
あん

について 

1 

  
骨子
こ っ し

 案
あん

 

（前文
ぜんぶん

） 

・手話
し ゅ わ

は，独自
ど く じ

の文法
ぶんぽう

体系
たいけい

を持つ
も  

日本語
に ほ ん ご

とは異なる
こと    

非音声
ひおんせい

言語
げ ん ご

であること 

・手話
し ゅ わ

は，手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする方
かた

たちにより大切
たいせつ

に

受け継がれて
う  つ    

きたこと 

・本市
ほ ん し

には，北海道
ほっかいどう

のろう教育
きょういく

発祥
はっしょう

の地
ち

となった歴史
れ き し

が

あること 

・手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

であるという認識
にんしき

のもと，手話
し ゅ わ

への理解
り か い

促進
そくしん

を図り
はか  

，手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする方
かた

が安心
あんしん

して暮らす
く   

ことが

できる地域
ち い き

社会
しゃかい

を目指す
め ざ  

こと 

 

（前文
ぜんぶん

） 

手話
し ゅ わ

は，手
て

や指
ゆび

の動き
うご  

や顔
かお

の 表 情
ひょうじょう

などにより表現
ひょうげん

される独自
ど く じ

の

文法
ぶんぽう

体系
たいけい

を持つ
も  

日本語
に ほ ん ご

とは異なる
こと    

非音声
ひおんせい

言語
げ ん ご

です。 

過去
か こ

には，手話
し ゅ わ

を使う
つか  

ことを制限
せいげん

された時代
じ だ い

がありましたが，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

その他
   た

手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とするすべての人
ひと

（以下
い か

，

「手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

」という。）により大切
たいせつ

に受け継がれて
う  つ    

きました。 

わたしたちのまち函館
はこだて

は，北海道
ほっかいどう

のろう教育
きょういく

発祥
はっしょう

の地
ち

です。明治
め い じ

２８年
   ねん

，函館
はこだて

を訪れた
おとず    

アメリカ人
       じん

宣教師
せんきょうし

の母
はは

により，日本
に ほ ん

で３番目
  ばんめ

の

私立
し り つ

盲
もう

学校
がっこう

である函館
はこだて

訓
くん

盲会
もうかい

が創立
そうりつ

され，明治
め い じ

３４年
   ねん

に函館
はこだて

訓
くん

盲院
もういん

と

改称
かいしょう

し，翌年
よくとし

に北海道
ほっかいどう

で初めて
は じ   

，ろう教育
きょういく

を行う
おこな 

唖生部
あ せ い ぶ

が設けられて
も う      

以来
い ら い

，この函館
はこだて

の地
ち

で手話
し ゅ わ

を守り
ま も  

，育む
はぐく 

営み
いとな 

が続
つづ

いてきました。 

明治
め い じ

時代
じ だ い

のろう教育
きょういく

の黎明期
れいめいき

から今日
こんにち

までの先人
せんじん

たちの思い
おも  

を次
つぎ

の世代
せ だ い

に引き継ぐ
ひ  つ  

とともに，手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

であるという認識
にんしき

の普及
ふきゅう

を

図り
はか  

，手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され，安心
あんしん

して安全
あんぜん

に暮
く

らすことができる地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

し，この条例
じょうれい

を制定
せいてい

しま

す。 
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（目的
もくてき

） 

・手話
し ゅ わ

に対する
たい    

理解
り か い

の促進
そくしん

および手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

についての

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定め
さだ  

，市
し

の責務
せ き む

および市民
し み ん

，事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

を明らか
あき    

にすること 

・手話
し ゅ わ

に関する
かん    

施策
し さ く

を推進
すいしん

すること 

・上記
じょうき

により手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする方
かた

が安心
あんしん

して暮らす
く   

こと

ができる地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

す 

 

（用語
よ う ご

の定義
て い ぎ

） 

・ろう者
しゃ

 

・市民
し み ん

 

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的
もくてき

） 

第１条
だい じょう

 この条例
じょうれい

は，手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であるという認識
にんしき

の普及
ふきゅう

について基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定め
さ だ  

，市
し

の責務
せ き む

および市民
し み ん

，事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

を明らか
あき    

にするとと

もに，手話
し ゅ わ

に関する
かん    

施策
し さ く

を推進
すいしん

することにより，手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され，安心
あんしん

して安全
あんぜん

に暮らす
く   

ことができる

地域
ち い き

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指す
め ざ  

ことを目的
もくてき

とします。 

 

（用語
よ う ご

の定義
て い ぎ

） 

第２条
だい 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

に掲げる
かか    

用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は，次
つぎ

のとお

りとします。 

(1) ろう者
しゃ

 手話
し ゅ わ

を主
おも

な意思
い し

疎通
そ つ う

の手段
しゅだん

として用いて
もち    

日常
にちじょう

生活
せいかつ

およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営んで
いとな   

いる聴 覚 障
ちょうかくしょう

がいのある人
ひと

をいいます。 

(2) 市民
し み ん

 函館市
はこだてし

自治
じ ち

基本
き ほ ん

条例
じょうれい

第２条
だい じょう

第１号
だい  ごう

に規定
き て い

する市民
し み ん

をいい

ます。 

 ※函館市
はこだてし

自治
じ ち

基本
きほん

条 例
じょうれい

（抜粋
ばっすい

） 

第
だい

２条
じょう

(1) 市民
しみん

 市内
しない

に住 所
じゅうしょ

を有する
ゆう   

者
もの

，市内
しない

に通勤
つうきん

し，または 

通学
つうがく

する者
もの

および市内
しない

で活動
かつどう

する法人
ほうじん

その他
  た

の団体
だんたい

をいいます。 

(3) 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 市内
し な い

に事業所
じぎょうしょ

または事務所
じ む し ょ

を有し
ゆ う  

，事業
じぎょう

を営む
いとな  

個人
こ じ ん

ま

たは法人
ほうじん

その他
  た

の団体
だんたい

をいいます。 
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（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

・手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする方
かた

が手話
し ゅ わ

で意思
い し

疎通
そ つ う

を図る
はか  

ことが

尊重
そんちょう

されること 

 

 

（市
し

の責務
せ き む

） 

 ・手話
し ゅ わ

への理解
り か い

促進
そくしん

と手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

についての施策
し さ く

を推進
すいしん

すること 

 

 

（市民
し み ん

の役割
やくわり

） 

・基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対する
たい    

理解
り か い

を深める
ふか    

こと 

・市
し

の施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めること 

 

 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

） 

・基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり，自ら
みずか  

の事業
じぎょう

において，ろう者
しゃ

と

の意思
い し

疎通
そ つ う

のための必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

を行う
おこな 

こと 

・市
し

の施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めること 

 

 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第３条
だい じょう

 手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であるという認識
にんしき

の普及
ふきゅう

は， 手話
し ゅ わ

を必要
ひつよう

とする人
ひと

が

手話
し ゅ わ

で意思
い し

疎通
そ つ う

を図る
は か  

ことが尊重
そんちょう

されることを基本
き ほ ん

として行
おこな

われな

ければなりません。 

 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第４条
だい じょう

 市
し

は，前条
ぜんじょう

の基本
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

が言語
げ ん ご

であるという認識
にんしき

の普及
ふきゅう

に関する
かん    

施策
し さ く

を推進
すいしん

するもの

とします。 

 

（市民
し み ん

の役割
やくわり

） 

第５条
だい じょう

 市民
し み ん

は，基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対する
たい    

理解
り か い

を深める
ふか    

とともに，市
し

が推進
すいしん

す

る施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとします。 

 

 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

） 

第６条
だい じょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は，基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり，自ら
みずか 

の事業
じぎょう

において，手話
し ゅ わ

お

よびろう者
しゃ

に対する理解
り か い

を深
ふか

めるとともに，市
し

が推進
すいしん

する施策
し さ く

に

協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとします。 
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（施策
し さ く

の推進
すいしん

） 

・市
し

が推進
すいしん

する施策
し さ く

 

①
 

 手話
し ゅ わ

への理解
り か い

および普及
ふきゅう

促進
そくしん

に関する
かん    

こと 

② 手話
し ゅ わ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

および利用
り よ う

に関
かん

すること 

③ 手話
し ゅ わ

を利用
り よ う

しやすい環境づくり
かんきょう      

に関
かん

すること 

④ 手話
し ゅ わ

を学ぶ
まな  

機会
き か い

の提供
ていきょう

に関
かん

すること 

⑤ 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の確保
か く ほ

および養成
ようせい

に関
かん

すること 

⑥ 災害
さいがい

時
じ

等
とう

における情報
じょうほう

の伝達
でんたつ

およびコミュニケー

ションの支援
し え ん

に関
かん

すること 

 

 

 

 

 

 

 

（施策
し さ く

の推進
すいしん

） 

第７条
だい じょう

 市
し

は，手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であるという認識
にんしき

の普及
ふきゅう

に関して
かん    

，次
つぎ

の各号
かくごう

に掲げる
かか    

施策
し さ く

を推進
すいしん

するものとします。 

(1) 手話
し ゅ わ

への理解
り か い

および普及
ふきゅう

促進
そくしん

に関する
かん    

施策
し さ く

 

(2
 

) 手話
し ゅ わ

による情報
じょうほう

の取得
しゅとく

および利用
り よ う

に関する
かん    

施策
し さ く

 

(3
 

) 手話
し ゅ わ

を利用
り よ う

しやすい環境づくり
かんきょう     

に関する
かん    

施策
し さ く

 

(4) 手話
し ゅ わ

を学ぶ
まな  

機会
き か い

の提供
ていきょう

に関する
かん    

施策
し さ く

 

(5) 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の確保
か く ほ

および養成
ようせい

に関する
かん    

施策
し さ く

 

(6) 災害
さいがい

時
じ

等
とう

における情報
じょうほう

の伝達
でんたつ

およびコミュニケーションの支援
し え ん

 

   に関
かん

する施策
し さ く

 

 

（学校
がっこう

への支援
し え ん

） 

第８条
だい８じょう

 市
し

は，学校
がっこう

（学校
がっこう

教育法
きょういくほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第 26号
だい   ごう

）第１条
だい じょう

に規定
き て い

する学校
がっこう

をいう。）に対し
た い  

，手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であるという認識
にんしき

の普及
ふきゅう

に

関する
かん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

，助言
じょげん

その他
   た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行う
おこな 

よう努
つと

めるものとし

ます。 

    ※ 学校
がっこう

教育法
きょういくほう

（抜粋
ばっすい

） 

     第 1条
だい じょう

 この法律
ほうりつ

で，学校
がっこう

とは，幼稚園
ようちえん

，小学校
しょうがっこう

，中学校
ちゅうがっこう

，義務
ぎ む

教育
きょういく

学校
がっこう

，高等
こうとう

学校
がっこう

，中等
ちゅうとう

教育
きょういく

学校
がっこう

，特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

，大学
だいがく

及び
およ  

高等
こうとう

専門
せんもん

学校
がっこう

とする。 
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（財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

  

 

 

（委任
い に ん

） 

 

 

（財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第９条
だい じょう

 市
し

は，前
ぜん

２条
  じょう

の施策
し さ く

を推進
すいしん

するために必要
ひつよう

な財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を

講
こう

ずるよう努
つと

めるものとします。 

 

（委任
い に ん

） 

第 10条
だい  じょう

 この条例
じょうれい

の施行
し こ う

に関し
か ん  

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

めます。 

 

 

 

 


