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年
に
改
正
さ
れ
た
「
障
害
者
基

本
法
」
に
《
言
語
（
手
話
を
含

む
）》
と
記
さ
れ
、
初
め
て
法
的

に
認
知
さ
れ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
現
在
で
は
、
手
話
に
対

す
る
理
解
を
広
げ
る
と
と
も
に
、

聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
地
域

社
会
で
不
便
や
不
安
を
感
じ
ず
に

手
話
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
環
境

の
整
備
を
進
め
る
た
め
、
全
国
の

自
治
体
で
、《
手
話
言
語
に
関
す

る
条
例
を
制
定
す
る
動
き
》
が
急

速
に
広
ま
っ
て
い
ま
す
（
４
月
13

日
現
在
で
178
件
／
日
本
ろ
う
あ

連
盟
調
べ
）。

　

そ
し
て
千
歳
市
に
お
い
て
も
、

３
月
８
日
付
け
で
手
話
言
語
条

例
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

音
声
を
使
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ

と
と
同
じ
よ
う
に
、
聴
覚
に
障

が
い
の
あ
る
方
に
と
っ
て
、
手

話
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

《
言
語
》
と
い
え
ま
す
。

　
「
千
歳
市
手
話
言
語
条
例
」

で
は
、《
言
語
は
お
互
い
の
気

持
ち
を
理
解
し
合
い
知
識
を
蓄

え
、
文
化
を
創
造
す
る
上
で
欠

か
せ
な
い
も
の
で
す
。（
中
略
）

手
話
も
ま
た
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
言
語
》
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

市
は
、
手
話
が
言
語
で
あ
る

と
い
う
認
識
の
も
と
、
手
話
の

理
解
と
広
が
り
を
も
っ
て
、
地

域
で
支
え
合
い
、
安
心
し
て
共

に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。　

千歳市手話言語条例の概要

手
話
の
歴
史

手
話=

言
語
と
い
う
こ
と

聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方

は
、
ど
う
や
っ
て
手
話
を

学
ぶ
と
思
い
ま
す
か
」
と
問
わ

れ
た
ら
、
皆
さ
ん
は
ど
う
答
え

ま
す
か
。
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど

の
方
は
、「
ろ
う
学
校
（
聴
覚
に

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
を
対
象

と
し
た
学
校
）
で
学
ぶ
」
と
答

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
、
ろ
う
学
校
の
多
く
は

手
話
教
育
を
取
り
入
れ
て
い
る

状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て

《
ろ
う
学
校
で
手
話
の
使
用
が

認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代

が
あ
る
》
と
い
う
こ
と
は
、
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の

１
つ
に
、
口
の
形
を
読
み
取
っ

て
内
容
を
理
解
す
る
《
口
話
》

と
い
う
手
法
が
あ
り
ま
す
。
ろ

う
学
校
の
生
徒
が
日
本
語
を
学

ぶ
た
め
に
は
、
口
話
が
よ
り
効

果
的
と
い
う
考
え
の
も
と
、
昭

和
８
年
に
、
当
時
の
文
部
大
臣

が
《
口
話
教
育
を
推
進
す
る
訓

話
》
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

　

国
の
口
話
教
育
推
進
の
背
面

で
、
手
話
は
、
当
時
《
手
ま
ね
》

と
呼
ば
れ
、
ろ
う
学
校
の
教
育
に

取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
教

「

手話に対する理解の促進・手話の普及に関して、以
下の事項を定め、《市民がお互いに支え合い、安心
して共に生きることのできる地域社会》を実現する
ことを目的としています。

《手話が言語であること》を前提に《ろう者とろう
者以外の人々が意思疎通を円滑に行えるよう、お互
いを尊重し合うこと》を基本として、手話に対する
理解促進・普及が行われなければならないことを定
めています。

市は《手話に対する理解を広げるための施策》、《手
話を使用しやすい環境づくりのための施策》を総合
的かつ計画的に推進します。

市民は、手話に対する理解を深め、市の推進する施
策に協力するよう努めるものとします。

事業者は、手話に対する理解を深め、ろう者が利用
しやすいサービスを提供するよう努めるほか、ろう
者が働きやすい環境づくりのため、手話による意思
疎通に配慮するよう努めるものとします。

市は、次の施策を総合的かつ計画的に推進するもの
とします。

（１）手話に対する理解の促進と普及を図るための
施策

（２）手話による意思疎通と情報の取得がしやすい
環境づくりのための施策

（３）手話通訳者の確保と養成をはじめとする手話
による意思疎通支援のための施策

（４）前３号のほか、この条例の目的を達成するた
めに必要な施策
市がこれらの施策を推進するにあたっては、ろう者
や関係者の意見を聴き、尊重するよう努めるものと
します。

目的（第１条）

基本理念（第２条）

市の責務（第３条）

市民の役割（第４条）

事業者の役割（第５条）

施策の推進（第６条）

今
年
３
月
８
日
に
、「
千
歳
市
手
話
言
語
条
例
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

《
手
話
言
語
》
と
い
う
言
葉
は
、

聞
き
慣
れ
な
い
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

現
在
、
全
国
の
自
治
体
で
制
定
が
進
ん
で
い
る

《
手
話
は
言
語
で
あ
る
》
と
い
う
理
念
に
基
づ
く
条
例
で
す
。

使
え
る
・
使
え
な
い
は
別
と
し
て
、《
手
話
》
は
、
多
く
の
方
が
知
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
１
つ
で
す
が
、

か
つ
て
、
ろ
う
学
校
で
は
、
手
話
の
使
用
が

認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
。

今
月
の
特
集
で
は
、
手
話
の
歴
史
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
、

手
話
を
使
う
方
の
思
い
な
ど
を
通
じ
て
、

条
例
の
必
要
性
や
あ
ら
ま
し
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

し
て

を
使
え
る

へ

ま
ち

手
話

安
心

千
歳
市
手
話
言
語
条
例
が
制
定
さ
れ
ま
し
た

特
集

師
は
生
徒
に
対
し
、
手
話
を
使
用

し
な
い
よ
う
に
指
導
し
て
い
た
と

い
わ
れ
ま
す
。
手
話
を
使
用
で
き

ず
、
不
自
由
を
強
い
ら
れ
た
生
徒

の
思
い
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

長
い
歳
月
を
経
て
、
手
話

言
語
の
認
識
に
対
す
る

機
運
は
世
界
的
に
高
ま
り
ま
す
。

平
成
18
年
の
国
連
総
会
で
採
択

さ
れ
た
「
障
害
者
の
権
利
に
関

す
る
条
約
」に
お
い
て
、《「
言
語
」

と
は
、
音
声
言
語
及
び
手
話
そ

の
他
の
形
態
の
非
音
声
言
語
を

い
う
》と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。《
手

話
は
言
語
で
あ
る
》
と
い
う
こ

と
が
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
の

で
す
。
日
本
に
お
い
て
も
、
23

親指、人差し指と小指を立てる
写真のサインは、
“I love you” を意味しています。
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「
手
話
を
使
う
こ
と
が

《
普
通
》
の
社
会
へ
」

【
佐
藤
（
写
真
左
）】
私
は
、
生
ま

れ
た
と
き
か
ら
耳
が
聞
こ
え
ま
せ

ん
。
特
に
社
会
に
出
て
か
ら
、
職

場
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な

ど
で
、
壁
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

ろ
う
学
校
で
習
っ
た《
口
話
》で
は
、

皆
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
半
分
理

解
で
き
れ
ば
良
い
方
で
す
。

　
約
30
年
前
、
バ
ス
の
中
で
、
ろ

う
者
の
女
性
に
出
会
い
ま
し
た
。

彼
女
は
手
話
を
使
っ
て
話
し
か
け

て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
の
私

は
手
話
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ろ
う

者
同
士
で
あ
っ
て
も
、
十
分
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
な
い

こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。

彼
女
に
誘
わ
れ
、「
千
歳
手
話
の
会
」

に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
手
話
と
の
出
会
い
で
し
た
。

【
川
北
（
写
真
右
）】
私
は
、
も
と

も
と
病
院
で
勤
務
し
て
い
ま
し
た
。

聴
力
に
障
が
い
の
あ
る
方
の
多
く

が
、
医
療
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
苦
労
さ
れ
て
い
る
の
を

見
て
、
少
し
で
も
お
役
に
立
て
る

こ
と
は
な
い
か
と
思
い
、「
市
民
手

話
講
座
」
を
受
講
し
た
こ
と
が
手

話
と
の
出
会
い
で
す
。

　
学
ん
だ
手
話
を
通
し
て
、
聴
力

に
障
が
い
の
あ
る
方
と
直
に
お
話

し
す
る
と
、
皆
さ
ん
が
日
ご
ろ
感

じ
て
い
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
対
す
る
不
安
を
よ
り
深
く
知

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な

不
安
を
少
し
で
も
取
り
除
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
手
話
通
訳
者
と

し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

【
佐
藤
】
私
は
手
話
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
と
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
気
持
ち
が
す
ご
く

楽
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
一
方

で
、
手
話
を
使
え
る
相
手
は
、
限

ら
れ
て
い
ま
す
し
、
聴
力
に
障
が

い
の
あ
る
方
す
べ
て
が
手
話
を
使

え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
手
話
を
使
っ
て
会
話
し
て
い
る

と
、
知
ら
な
い
方
か
ら
白
い
目
で

見
ら
れ
る
な
ど
、
偏
見
を
感
じ
る

こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

　
今
回
、
関
係
団
体
の
地
道
な
活

動
が
実
を
結
び
、
条
例
の
制
定
が

実
現
し
た
こ
と
を
本
当
に
喜
ば
し

く
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
き
っ
か
け

に
、
手
話
へ
の
理
解
が
も
っ
と
広

ま
り
、手
話
を
使
う
こ
と
が《
普
通
》

の
社
会
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

障
が
い
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

皆
が
手
話
を
使
え
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
理
想
で
す
が
、
そ
れ
は
大

変
難
し
い
。
で
す
か
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
場
面
で
、《
手
話
通
訳
》
の
利

用
を
認
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必

要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

【
川
北
】
手
話
通
訳
者
を
派
遣
す
る

と
き
に
感
じ
る
こ
と
は
、
通
訳
者

の
受
け
入
れ
に
抵
抗
が
あ
る
事
業

者
さ
ん
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
通
訳
者
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
研
修
を
受
け
て
お
り
、
現
場
で

見
聞
き
し
た
こ
と
の
秘
密
は
守
り

ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
利
用
い

た
だ
き
た
い
で
す
。

【
佐
藤
】
今
後
は
、
自
分
で
手
話
を

使
う
こ
と
に
も
興
味
を
も
っ
て
く

だ
さ
る
方
が
増
え
る
と
う
れ
し
い

で
す
ね
。

【
川
北
】
少
し
で
も
興
味
の
あ
る
方

は
、
手
話
講
座
や
手
話
サ
ー
ク
ル

の
活
動
に
、
一
度
、
足
を
運
ん
で

み
て
ほ
し
い
で
す
。

川
かわきた

北　美
み ゆ き

由紀 さん
千歳市社会福祉協議会
専従手話通訳者
自ら手話通訳を行うほか、市役所
や病院、企業、学校など、さまざ
まな場所に通訳者の派遣を行う
コーディネーターとして勤務する。

佐
さとう

藤　義
よしのり

典 さん
千歳聴力障害者協会 会長
聴覚に障がいのある方の権利を守り、
手話を広めるための活動を続ける。
平成 28 年から千歳市障がい者地域
自立支援協議会の手話言語条例専門
部会に参加し、条例制定に尽力した。

P R O F I L E

　

手
話
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
手
段
と
し
て
使
用
し
て
い

る
方
は
、
全
国
で
５
万
人
程
度

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て

の
人
が
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
る
た
め
に
は
、
適

切
な
手
段
を
選
択
で
き
る
環
境

整
備
が
必
要
で
す
。

　

も
し
、
皆
さ
ん
の
目
の
前
に

聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
い

て
、
お
互
い
に
わ
か
り
合
い
た

い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
な
ら
、

ど
の
よ
う
な
手
段
を
と
り
ま
す

か
。
身
ぶ
り
手
ぶ
り
や
筆
談
で
、

自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
よ
う

に
努
め
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
相
手
が
手
話
を
使
う
方

な
ら
、
手
話
通
訳
を
利
用
す
る

こ
と
や
、
自
ら
手
話
を
学
ぶ
こ

と
は
、
お
互
い
に
わ
か
り
合
う

た
め
の
《
一
歩
》
を
確
実
に
後

押
し
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
「
千
歳
市
手
話
言
語
条
例
」

で
は
、
市
の
責
務
と
し
て
、
市

民
の
手
話
に
対
す
る
理
解
を
広

げ
、
手
話
を
使
用
し
や
す
い
環

境
づ
く
り
の
た
め
施
策
を
進
め

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
市
は
、
手
話
を
使
う

人
も
、
使
わ
な
い
人
も
、
安
心

し
て
地
域
で
生
活
で
き
る
よ
う
、

《
手
話
を
使
い
や
す
い
・
手
話
に

よ
る
情
報
が
入
手
し
や
す
い
ま

ち
づ
く
り
》
を
進
め
ま
す
。

　

障
が
い
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

多
様
性
を
尊
重
し
、
わ
か
り
合

お
う
と
す
る
気
持
ち
を
も
つ
こ

と
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。
条

例
に
対
す
る
皆
さ
ん
の
ご
理
解

を
お
願
い
し
ま
す
。

大
切
な
の
は

わ
か
り
合
お
う
と
す
る
気
持
ち

市
内
に
は
、
約
２
５
０
人

の
聴
覚
に
障
が
い
の
あ

る
方
が
居
住
し
て
い
ま
す
（
平

成
29
年
３
月
末
時
点
）。
聴
覚

に
障
が
い
の
あ
る
方
の
す
べ
て

が
手
話
を
使
用
す
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
聞
こ

え
な
い
（
全
ろ
う
）
方
も
い
れ

ば
、
補
聴
器
な
ど
を
用
い
て
、

会
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る

（
難
聴
）
の
方
も
い
ま
す
。

手
話

と

の出会い・そして、これ
か

ら

手話言語条例に
寄せる思い

手話の
　 あれこれ

 Q&A

　

 

手
話
通
訳
の
利
用
方
法

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

 

市
内
で
手
話
通
訳
を
必

要
と
す
る
と
き
は
、
手
話
通

訳
者
の
派
遣
を
利
用
で
き

ま
す
。
病
院
受
診
や
雇
用
関

係
、
講
演
会
な
ど
、
あ
ら
ゆ

る
場
面
に
派
遣
を
行
っ
て

い
ま
す
。

【
利
用
料
】
無
料
（
通
訳
者

の
入
場
料
や
参
加
料
な
ど

は
申
込
者
負
担
）

【
申
込
方
法
】
申
請
書
（
指

定
用
紙
）
を
持
参
か
Ｆ
Ａ
Ｘ

※
申
請
書
は
、
社
会
福
祉
協

議
会
の
窓
口
・
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
入
手
可
。

※
聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る

方
の
依
頼
を
受
け
、
社
会

福
祉
協
議
会
の
窓
口
で
は
、

電
話
内
容
の
手
話
通
訳
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

 

手
話
を
勉
強
し
て
み
た

い
の
で
す
が
…
。

　

 

「
千
歳
市
手
話
講
座
」
を

受
講
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
現

在
は
、
初
級
と
中
級
の
受
講

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳

細
は
、
今
月
の
広
報
ち
と
せ

15
ペ
ー
ジ
の
「
た
う
ん
が
い

ど
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Q

手 話 を 使 う お 2 人 に
お 話 を 聞 き ま し た

QAA
　
ま
た
、
市
内
に
は
、
手
話

サ
ー
ク
ル
も
あ
り
ま
す
の

で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
千
歳
手
話
の
会

【
と
き
】
毎
週
水
曜　
19
時

～
20
時
30
分

【
会
場
】
社
会
福
祉
協
議
会

【
会
費
】
年
額
３
５
０
０
円

※
小・
中
学
生
は
２
０
０
０
円

●
手
話
サ
ー
ク
ル 
し
ら
か
ば

【
と
き
】
毎
週
木
曜　
10
時

～
12
時

【
会
場
】
社
会
福
祉
協
議
会

【
会
費
】
月
額
３
０
０
円

ち と せ

■手話言語条例に関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい者支援課 障がい福祉係
（24）0327　▪ＦＡＸ （22）8851

■手話通訳・手話講座・手話サークル・
　要約筆記に関するお問い合わせ
千歳市社会福祉協議会 総務課 ボランティア係
（27）2525　▪ＦＡＸ （27）2528
▪HP http://www.chitose-shakyo.or.jp/

要約筆記は聴覚に障がい
のある方などに、音声情報
を文字で伝える方法です。
千歳要約筆記の会「やま
せみ」では、活動に興味
のある方の見学をお待ち
しています。

手話通訳のほかにも…

要約筆記を
ご存じですか？
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