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青森県
あおもりけん

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

 

 （前文
ぜんぶん

） 

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

等
とう

により表現
ひょうげん

される、音声
おんせい

言語
げ 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

であり、ろう者
しゃ

が生活
せいかつ

を営
いとな

むため大切
たいせつ

に育
はぐく

み、受
う

け継
つ

いできた文化的
ぶんかてき

所産
しょさん

で

ある。 

 しかし、明治
め い じ

十三年
じゅうさんねん

にミラノで開催
かいさい

された国際
こくさい

会議
か い ぎ

において、ろう教育
きょういく

では読
どく

唇
しん

及
およ

び

発声
はっせい

の訓練
くんれん

を中心
ちゅうしん

とした口
こう

話法
わ ほ う

で教
おし

えることが決議
け つ ぎ

され、その後
ご

、我
わ

が国
くに

でもろう学校
がっこう

で

口
こう

話法
わ ほ う

が用
もち

いられることになり、手話
し ゅ わ

の使用
し よ う

が制約
せいやく

されるなど、長年
ながねん

にわたり手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

と

して認
みと

められていなかった過去
か こ

がある。 

 このような中
なか

、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

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であ

ることが明確
めいかく

にされたところであり、本県
ほんけん

においても、ろう者
しゃ

が手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

して日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を安心
あんしん

して 営
いとな

むことができるようにするため、ろう者
しゃ

が手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

しやすい

環境
かんきょう

の整備
せ い び

に、県
けん

、市町村
しちょうそん

、県民
けんみん

等
とう

が一丸
いちがん

となって取
と

り組
く

んでいかなければならない。 

このような認識
にんしき

に立
た

ち、私
わたし

たちは、手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

の促進
そくしん

を図
はか

り、誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮
く

らすことができる共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため、この条例
じょうれい

を制定
せいてい

する。 

（目的
もくてき

） 

第一条
だいいちじょう

 この条例
じょうれい

は、手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

の促進
そくしん

について、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、並
なら

びに県
けん

、県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を明
あき

らかにするとともに、手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

の促進
そくしん

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、手話
し ゅ わ

についての

理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

の促進
そくしん

に関
かん

する施策
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、もってろう者
しゃ

とろ

う者
しゃ

以外
い が い

の者
もの

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

し合
あ

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の形成
けいせい

に寄
き

与
よ

する

ことを目的
もくてき

とする。 

（定義
て い ぎ

） 

第二条
だいにじょう

 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、当該
とうがい

各号
かくごう

に定
さだ

めるところに
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よる。 

一
いち

 手話
し ゅ わ

 ろう者
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

において手指
し ゅ し

の動
うご

き、表 情
ひょうじょう

等
とう

により思想
し そ う

、

感情
かんじょう

等
とう

を表現
ひょうげん

するために使用
し よ う

している言語
げ ん ご

をいう。 

二
に

 ろう者
しゃ

 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のうち、手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

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。 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第三条
だいさんじょう

 手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

の促進
そくしん

は、ろう者
しゃ

とろう者
しゃ

以外
い が い

の者
もの

が相互
そ う ご

に

人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊
そん

重
ちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

することが重要
じゅうよう

であるとの認識
にんしき

の下
もと

に、次
つぎ

に掲
かか

げ

る事項
じ こ う

を旨
むね

として行
おこな

われなければならない。 

一
いち

 手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

を深
ふか

めるための機会
き か い

及
およ

び手話
し ゅ わ

を習得
しゅうとく

する機会
き か い

の確保
か く ほ

が図
はか

られる

こと。 

二 県
けん

、市町村
しちょうそん

、関係
かんけい

機関
き か ん

及
およ

び関係
かんけい

団体
だんたい

が相互
そ う ご

に連携
れんけい

し、及
およ

び協
きょう

力
りょく

すること。 

（県
けん

の責務
せ き む

） 

第四条
だいよんじょう

 県
けん

は、前条
ぜんじょう

に定
さだ

める手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

の促進
そくしん

についての基本
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

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

の促進
そくしん

に関
かん

する基本的
きほんてき

かつ総合的
そうごうてき

な施策
し さ く

を策定
さくてい

し、並
なら

びにこれを実施
じ っ し

するものとする。 

（県民
けんみん

の責務
せ き む

） 

第五条
だいごじょう

 県民
けんみん

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、手話
し ゅ わ

及
およ

びその習得
しゅうとく

の必要性
ひつようせい

についての理解
り か い

を深
ふか

め

るよう努
つと

めるとともに、県
けん

が実施
じ っ し

する手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

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

めなければならない。 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

） 

第六条
だいろくじょう

 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、手話
し ゅ わ

及
およ

びその習得
しゅうとく

の必要性
ひつようせい

についての理解
り か い

を

深
ふか

めるよう努
つと

めるとともに、その事業
じぎょう

活動
かつどう

に関
かん

し、県
けん

が実施
じ っ し

する手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

び

その習得
しゅうとく

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

めなければならない。 
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（学校
がっこう

等
とう

の設置者
せっちしゃ

の取組
とりくみ

） 

第七条
だいななじょう

 ろう者
しゃ

である児童
じ ど う

、生
せい

徒
と

及
およ

び幼児
よ う じ

等
とう

（以下
い か

「児童
じ ど う

等
とう

」という。）が在籍
ざいせき

する学校
がっこう

、

保育所
ほいくしょ

等
とう

の設置者
せっちしゃ

は、当該
とうがい

児童
じ ど う

等
とう

が手話
し ゅ わ

で学
まな

ぶことができるようにするため、当該
とうがい

児童
じ ど う

等
とう

の教育
きょういく

に 携
たずさ

わる教 職 員
きょうしょくいん

に手話
し ゅ わ

に関
かん

する知識
ち し き

及
およ

び技能
ぎ の う

の向上
こうじょう

のための研修
けんしゅう

を受
う

けさ

せるよう努
つと

めるものとする。 

（習得
しゅうとく

の機会
き か い

の提供
ていきょう

） 

第八条
だいはちじょう

 県
けん

は、手話
し ゅ わ

の習得
しゅうとく

を必要
ひつよう

とする聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

並
なら

びにろう者
しゃ

の家族
か ぞ く

等
とう

が手話
し ゅ わ

を習得
しゅうとく

することができるようにするため、その機会
き か い

の提供
ていきょう

等
とう

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ず

るものとする。 

 （県民
けんみん

等
とう

の理解
り か い

の増進
ぞうしん

） 

第 九 条
だいきゅうじょう

 県
けん

は、手話
し ゅ わ

についての県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の理解
り か い

を深
ふか

めるため、学習
がくしゅう

の機会
き か い

の提供
ていきょう

、

広報
こうほう

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

等
とう

必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

（支援
し え ん

） 

第 十 条
だいじゅうじょう

 県
けん

は、手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

の促進
そくしん

に関
かん

する活
かつ

動
どう

を行
おこな

う県民
けんみん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、必要
ひつよう

な助言
じょげん

及
およ

び協 力
きょうりょく

その他
た

の支援
し え ん

措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

２ 県
けん

は、市町村
しちょうそん

が手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

の促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

を実施
じ っ し

する場合
ば あ い

には、必要
ひつよう

な助言
じょげん

及
およ

び協 力
きょうりょく

その他
た

の支援
し え ん

措置
そ ち

を講
こう

ずるものとする。 

（財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第十一条
だいじゅういちじょう

 県
けん

は、手話
し ゅ わ

についての理解
り か い

及
およ

びその習得
しゅうとく

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

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

めるものとする。 

附
ふ

 則
そく

 

この条例
じょうれい

は、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。 

 


