
○栗東市
り っ と う し

市民
し み ん

をつなぐ情報
じょうほう

・コミュニケーション条例
じょうれい

 

令和
れ い わ

２年
  ねん

３月
  がつ

２５日
    にち

 

条例
じょうれい

第８号
だい  ごう

 

人
ひと

が情報
じょうほう

を得
え

て、コミュニケーションをとっていくことは、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

を送
おく

っていく上
うえ

で不可欠
ふ か け つ

である。しかし、障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーションの

現状
げんじょう

としては、コミュニケーション手段
しゅだん

や機会
き か い

が制限
せいげん

されることにより、意思
い し

表示
ひょうじ

がしにくく、それによって自己
じ こ

決定
けってい

ができなくなる、又
また

は様々
さまざま

な人
ひと

の伝達
でんたつ

手段
しゅだん

に合
あ

わせざるを得
え

ないという現状
げんじょう

がある。 

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション手段
しゅだん

は、一人
ひ と り

ひとりの状態
じょうたい

、程度
て い ど

及
およ

び生
お

いたち

により多様
た よ う

である。平成
へいせい

１８年
ねん

に国連
こくれん

で採択
さいたく

された障害者
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

では、コミュニケーション手段
しゅだん

には言語
げ ん ご

（音声
おんせい

言語
げ ん ご

及
およ

び手話
し ゅ わ

その他
た

の形態
けいたい

の

非音声
ひ お ん せ い

言語
げ ん ご

）、文字
も じ

の表示
ひょうじ

、点字
て ん じ

、触覚
しょっかく

を使
つか

った意思
い し

疎通
そ つ う

、拡大
かくだい

文字
も じ

、利用
り よ う

しや

すいマルチメディア並
なら

びに筆記
ひ っ き

、音声
おんせい

、平易
へ い い

な言葉
こ と ば

、朗読
ろうどく

その他
た

の補助的
ほ じ ょ て き

及
およ

び

代替的
だいたいてき

な意思
い し

疎通
そ つ う

の形態
けいたい

、手段
しゅだん

及
およ

び様式
ようしき

（利用
り よ う

しやすい情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

を含
ふく

む。）

があるとし、同条約
どうじょうやく

の趣旨
し ゅ し

を受
う

け、平成
へいせい

２３年に改正
かいせい

された障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

では、

手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

されるとともに、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

又
また

は利用
り よ う

のため

の手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

の拡大
かくだい

が図
はか

られることとされた。このような 状 況
じょうきょう

を踏
ふ

まえ、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手段
しゅだん

の理解
り か い

及
およ

び利用
り よ う

の促進
そくしん

のための施策
し さ く

が求
もと

められている。 

ここに、栗東市
り っ と う し

は、多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

を尊重
そんちょう

することにより、人
ひと

と人
ひと

が対等
たいとう

に、相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

めていき、障害
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

のない社会
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

する。 

（目的
もくてき

） 

第
だい

１ 条
じょう

 この条例
じょうれい

は、障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

びコミュニケーションを円滑
えんかつ

に

行
おこな

うことについての基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

め、栗東市
り っ と う し

（以下
い か

「市
し

」という。）の責務
せ き む

並
なら

びに市民
し み ん

等
とう

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

を明
あき

らかにするとともに、市
し

が推進
すいしん

する施策
し さ く

の

基本的
き ほ ん て き

な方針
ほうしん

を定
さだ

めることにより、多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の理解
り か い

及
およ

び

利用
り よ う

を促進
そくしん

し、もって障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

びコミュニケーションについて

支援
し え ん

を 行
おこな

うことを目的
もくてき

とする。 



（定義
て い ぎ

） 

第
だい

２ 条
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

るところによる。 

（1） 障害者
しょうがいしゃ

 身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む。）、その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障害
しょうがい

（以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であって、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

（障害者
しょうがいしゃ

にとって日常
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

む上
うえ

で障壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

その他
た

一切
いっさい

のものをい

う。以下
い か

この 条
じょう

において同
おな

じ。）により日常
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

にあるものをいう。 

（2） コミュニケーション手段
しゅだん

 手話
し ゅ わ

（触手話
しょくしゅわ

及
およ

び接近
せっきん

手話
し ゅ わ

を含
ふく

む。）、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、筆談
ひつだん

、点字
て ん じ

、音訳
おんやく

、代筆
だいひつ

、代読
だいどく

、指
ゆび

点字
て ん じ

、平易
へ い い

な表現
ひょうげん

、絵図
え ず

、代用
だいよう

音声
おんせい

（喉頭
こうとう

摘出
てきしゅつ

等
とう

により使用
し よ う

するものをいう。）その他障害者
たしょうがいしゃ

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

を 営
いとな

む上
うえ

で必要
ひつよう

とされる補助的
ほ じ ょ て き

及
およ

び代替的
だいたいてき

な手段
しゅだん

としての

情報
じょうほう

並
なら

びにコミュニケーション支援
し え ん

用具
よ う ぐ

をいう。 

（3） 合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

 障害者
しょうがいしゃ

から現
げん

に社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

としている旨
むね

の

意思
い し

の表明
ひょうめい

があった場合
ば あ い

において、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

でないと

きは、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することのないよう、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の

実施
じ っ し

について 行
おこな

う必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

な現状
げんじょう

の変更
へんこう

又
また

は調整
ちょうせい

をいう。 

（4） 市民
し み ん

等
とう

 市内
し な い

に居住
きょじゅう

し、勤務
き ん む

し、又
また

は在学
ざいがく

する者
もの

をいう。 

（5）  事
じ

業者
ぎょうしゃ

 市内
し な い

において、事業
じぎょう

又
また

は活動
かつどう

を 行
おこな

う個人
こ じ ん

及
およ

び法人
ほうじん

その他
た

の

団体
だんたい

をいう。 

（） 学校
がっこう

等
とう

 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
だい

２６号
ごう

）第
だい

１ 条
じょう

に規定
き て い

する学校
がっこう

、

児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

（昭和
しょうわ

２２年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１６４号
ごう

）第
だい

３９ 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

する

保育所
ほ い く し ょ

及
およ

び子
こ

ども・子育
こ そ だ

て支援法
し え ん ほ う

（平成
へいせい

２４年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

６５号
ごう

）第
だい

７ 条
じょう

第
だい

５

項
こう

に規定
き て い

する地域型
ち い き が た

保育
ほ い く

事業
じぎょう

を 行
おこな

う事業所
じぎょうしょ

をいう。 

（基本
き ほ ん

理念
り ね ん

） 

第
だい

３ 条
じょう

 障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

びコミュニケーションを円滑
えんかつ

に 行
おこな

うことにつ

いては、次
つぎ

に掲
かか

げる事項
じ こ う

を基本
き ほ ん

として 行
おこな

わなければならない。  

（1） 市民
し み ん

等
とう

が対等
たいとう

に尊厳
そんげん

を守
まも

られながら、基本的
き ほ ん て き

人権
じんけん

を 享
きょう

有
ゆう

するかけがえ



のない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されること。 

（2） 市民
し み ん

等
とう

が多様
た よ う

なコミュニケーションを尊重
そんちょう

し、相互
そ う ご

理解
り か い

を深
ふか

めること。 

（3） 市民等
し み ん と う

が障害者
しょうがいしゃ

にとって情報
じょうほう

の取得
しゅとく

並
なら

びにコミュニケーション手段
しゅだん

の

選択
せんたく

及
およ

び利用
り よ う

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を 営
いとな

む上
うえ

で必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であるとの

認識
にんしき

を持
も

つこと。 

（市
し

の責務
せ き む

） 

第
だい

４ 条
じょう

 市
し

は、前条
ぜんじょう

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の

理解
り か い

及
およ

び利用
り よ う

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

に策定
さくてい

し、推進
すいしん

するもの

とする。 

（市民
し み ん

等
とう

の役割
やくわり

） 

第
だい

５ 条
じょう

 市民
し み ん

等
とう

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、市
し

の施策
し さ く

に 協 力
きょうりょく

するよう努
つと

めるものとする。 

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

の役割
やくわり

） 

第
だい

６ 条
じょう

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

め、市
し

の推進
すいしん

する施策
し さ く

に 協 力
きょうりょく

す

るとともに、事業
じぎょう

を 行
おこな

うに当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

が多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

を利用
り よ う

し、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

及
およ

びコミュニケーションができるようにするための

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

を 行
おこな

うよう努
つと

めるものとする。 

（施策
し さ く

の推進
すいしん

） 

第
だい

７ 条
じょう

 市長
しちょう

は、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

）第
だい

１１ 条
じょう

第
だい

３項
こう

に

規定
き て い

する障害者
しょうがいしゃ

のための施策
し さ く

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な計画
けいかく

において、第
だい

４ 条
じょう

に規定
き て い

する責務
せ き む

を果
はた

すため、次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる施策
し さ く

について定
さだ

め、これを実施
じ っ し

するも

のとする。 

（1） 多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

の理解
り か い

及
およ

び利用
り よ う

促進
そくしん

に関
かん

する施策
し さ く

 

（2） 多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

を学
まな

ぶ機会
き か い

の提供
ていきょう

及
およ

びその取組
とりくみ

に関
かん

す

る施策
し さ く

 

（3） 市民
し み ん

等
とう

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

する合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の実施
じ っ し

についての啓発
けいはつ

に関
かん

する

施策
し さ く

 

（ 4）  災害
さいがい

その他
た

の非常
ひじょう

の事態
じ た い

が発生
はっせい

し、又
また

はおそれがある場合
ば あ い

における

障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

の取得
しゅとく

に関
かん

する施策
し さ く

 



（5） 前各号
ぜんかくごう

に掲
かか

げるもののほか、市長
しちょう

が必要
ひつよう

と認
みと

める施策
し さ く

 

（学校
がっこう

等
とう

における取組
とりくみ

） 

第
だい

８ 条
じょう

 市
し

は、学校等
がっこうとう

の教育
きょういく

における多様
た よ う

なコミュニケーション手段
しゅだん

に接
せっ

する

機会
き か い

の提供
ていきょう

並
なら

びに理解
り か い

及
およ

び利用
り よ う

の促進
そくしん

を図
はか

るために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずるよう

努
つと

めるものとする。 

（協議
きょうぎ

の場
ば

） 

第
だい

９ 条
じょう

 市長
しちょう

は、第
だい

７ 条
じょう

各号
かくごう

に規定
き て い

する施策
し さ く

及
およ

び施策
し さ く

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

について、

障害者
しょうがいしゃ

その他
た

関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を聞
き

くため、これらの者
もの

との協議
きょうぎ

の場
ば

を設
もう

けなけ

ればならない。 

（財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

） 

第
だい

１０ 条
じょう

 市長
しちょう

は、第
だい

７ 条
じょう

各号
かくごう

に規定
き て い

する施策
し さ く

を推進
すいしん

するため、予算
よ さ ん

の範囲内
は ん い な い

において必要
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。 

（委任
い に ん

） 

第
だい

１１ 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

 

この条例
じょうれい

は、令和
れ い わ

２年
ねん

１０月
がつ

１日
ついたち

から施行
し こ う

する。 


