
 

 

草
そう

加
か

市
し

障
しょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーション条
じょう

例
れい

 

施
し

策
さく

推進
すいしん

方針
ほうしん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令
れい

和
わ

６年
ねん

3月
がつ

 

草
そう

加
か

市
し
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第
だい

１章
しょう

  基
き

本
ほん

的
てき

な考
かんが

え方
かた

 

１ 条
じょう

例
れい

制
せい

定
てい

及
およ

び推
すい

進
しん

方
ほう

針
しん

策
さく

定
てい

の背
はい

景
けい

 

 平
へい

成
せい

１９年
ねん

９月
がつ

に署
しょ

名
めい

された「障
しょう

害
がい

者
しゃ

の権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

」、平
へい

成
せい

２３年
ねん

８月
がつ

に

改
かい

正
せい

された「障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

」において、「手
しゅ

話
わ

が言
げん

語
ご

であること」、「障
しょう

がい者
しゃ

の

情
じょう

報
ほう

保
ほ

障
しょう

とコミュニケーション手
しゅ

段
だん

の利
り

用
よう

機
き

会
かい

の確
かく

保
ほ

」に関
かん

する旨
むね

が規
き

定
てい

され

ました。 

 本
ほん

市
し

におきましても、第
だい

三
さん

次
じ

草
そう

加
か

市
し

障
しょう

がい者
しゃ

計
けい

画
かく

において、「手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

・要
よう

約
やく

筆
ひっ

記
き

者
しゃ

派
は

遣
けん

事
じ

業
ぎょう

の充
じゅう

実
じつ

を図
はか

るとともに、手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

・要
よう

約
やく

筆
ひっ

記
き

者
しゃ

の養
よう

成
せい

を進
すす

めます」「手
しゅ

話
わ

以
い

外
がい

の言
げん

語
ご

、文
も

字
じ

表
ひょう

記
き

、点
てん

字
じ

、触
しょっ

覚
かく

、拡
かく

大
だい

文
も

字
じ

、筆
ひっ

記
き

、聴
ちょう

覚
かく

、平
へい

易
い

な言
こと

葉
ば

等
とう

の多
た

様
よう

なコミュニケーションの方
ほう

法
ほう

についての啓
けい

発
はつ

や利
り

用
よう

促
そく

進
しん

と合
あ

わ

せて、様
さま

々
ざま

な課
か

題
だい

の整
せい

理
り

を進
すす

める中
なか

で、条
じょう

例
れい

の制
せい

定
てい

を進
すす

めます」と規
き

定
てい

し、条
じょう

例
れい

制
せい

定
てい

に向
む

けた検
けん

討
とう

を行
おこな

いました。 

 検
けん

討
とう

を重
かさ

ねた結
けっ

果
か

、令
れい

和
わ

３年
ねん

９月
がつ

２７日
にち

に「草
そう

加
か

市
し

障
しょう

がいのある人のコミュニケ

ーション条
じょう

例
れい

」を制
せい

定
てい

しました。 

 この条
じょう

例
れい

は、障
しょう

がいのある人
ひと

が障
しょう

がいの特
とく

性
せい

に応
おう

じた手
しゅ

段
だん

により情
じょう

報
ほう

を取
しゅ

得
とく

し、及
およ

び障
しょう

がいの特
とく

性
せい

に応
おう

じたコミュニケーション手
しゅ

段
だん

を利
り

用
よう

しやすい環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

に関
かん

し、基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

を定
さだ

めるとともに、市
し

の責
せき

務
む

並
なら

びに市
し

民
みん

、事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

及
およ

び

コミュニケーション支
し

援
えん

者
しゃ

の役
やく

割
わり

を明
あき

らかにすることにより、障
しょう

がいの有
う

無
む

によ

って分
わ

け隔
へだ

てられることなく相
そう

互
ご

に理
り

解
かい

し合
あ

い、全
すべ

ての市
し

民
みん

が互
たが

い
い

の人
じん

格
かく

と個
こ

性
せい

を尊
そん

重
ちょう

し支
ささ

え合
あ

う共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

を実
じつ

現
げん

することを目
もく

的
てき

としています。 
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２ 推進
すいしん

方針
ほうしん

の目的
もくてき

 

 草
そう

加
か

市
し

障
しょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーション条
じょう

例
れい

の基
き

本
ほん

理
り

念
ねん

に基
もと

づき、障
しょう

が

いのある人
ひと

が障
しょう

がいの特
とく

性
せい

に応
おう

じた手
しゅ

段
だん

により情
じょう

報
ほう

を取
しゅ

得
とく

し、及
およ

び障
しょう

がいの

特
とく

性
せい

に応
おう

じたコミュニケーション手
しゅ

段
だん

を利
り

用
よう

しやすい環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

に当
あ

たっては、

障
しょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーションを行
おこな

う権
けん

利
り

を尊
そん

重
ちょう

し、障
しょう

がいのある人
ひと

とない人
ひと

が一人
ひ と り

ひとりの思
おも

いを大
たい

切
せつ

にし、互
たが

いに人
じん

格
かく

及
およ

び個
こ

性
せい

を尊
そん

重
ちょう

して様
さま

々
ざま

な活
かつ

動
どう

を行
おこな

うことが必
ひつ

要
よう

です。 

 全
すべ

ての市
し

民
みん

が互
たが

いの人
じん

格
かく

と個
こ

性
せい

を尊
そん

重
ちょう

し支
ささ

え合
あ

う共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

を目
め

指
ざ

し

て、本
ほん

市
し

の施
し

策
さく

を総
そう

合
ごう

的
てき

かつ計
けい

画
かく

的
てき

に推
すい

進
しん

するため、草
そう

加
か

市
し

障
しょう

がいのある人
ひと

の

コミュニケーション条
じょう

例
れい

推
すい

進
しん

方
ほう

針
しん

を策
さく

定
てい

します。 

 

３ 推進
すいしん

方針
ほうしん

の円滑
えんかつ

な運用
うんよう

 

 本推進
ほんすいしん

方針
ほうしん

については、毎
まい

年
ねん

度
ど

施
し

策
さく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の検証
けんしょう

を行
おこな

った上
うえ

で、必要
ひつよう

に応
おう

じて見
み

直
なお

しを行
おこな

うものとします。 
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第
だい

２章
しょう

  推
すい

進
しん

方
ほう

針
しん

 

１ 障
しょう

がいの特
とく

性
せい

に応
おう

じたコミュニケーション手
しゅ

段
だん

の理
り

解
かい

促
そく

進
しん

に関
かん

す

ること 
 

 話
はな

し言
こと

葉
ば

以
い

外
がい

にも、コミュニケーション手
しゅ

段
だん

は複
ふく

数
すう

あります。障
しょう

がいのある人
ひと

が

得
と く

意
い

とするコミュニケーション手段
しゅだん

は、その障
しょう

がいの特性
とくせい

（特徴
とくちょう

）によって人
ひと

それ

ぞれです。適切
てきせつ

な手段
しゅだん

を選択
せんたく

するためは、コミュニケーション手段
しゅだん

にはどのような

ものがあるかを正
ただ

しく知
し

る必
ひつ

要
よう

があるため、その認
にん

識
しき

の普
ふ

及
きゅう

に努
つと

めます。 
 

 

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

①様々
さまざま

な種類
しゅるい

の障
しょう

がいがあ

ることについて継続的
けいぞくてき

な

周知
しゅうち

活動
かつどう

をする 

 市
し

の取組
とりくみ

  

・条例
じょうれい

周知用
しゅうちよう

パンフレット等
とう

広
こう

報
ほう

物
ぶつ

の作成
さくせい

 

・市
し

ホームページに周知用
しゅうちよう

記事
き じ

を掲載
けいさい

 

・小
しょう

学
がっ

校
こう

等
とう

における障
しょう

がいに関
かん

する学
がく

習
しゅう

機
き

会
かい

の展
てん

開
かい

 

・具体的
ぐたいてき

内容
ないよう

を視覚的
しか くてき

に理解
り か い

できる動画
ど う が

等
とう

の媒体
ばいたい

の

活用
かつよう

 

 市民
し み ん

の取組
とりくみ

  

・市
し

の広報物
こうほうぶつ

等
とう

の確認
かくにん

 

・困
こま

っている障
しょう

がいのある人
ひと

への積
せっ

極
きょく

的
てき

な声
こえ

掛
か

け 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・市
し

の取
とり

組
くみ

への協
きょう

力
りょく

 

・事
じ

業者
ぎょうしゃ

の視点
し て ん

からの情報
じょうほう

発信
はっしん
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施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

② 障
しょう

がいのある人
ひと

の

日常
にちじょう

生活
せいかつ

を知
し

ることが

できるイベント等
とう

の

企画
き か く

 

 市
し

の取組
とりくみ

  

・条例
じょうれい

を周知
しゅうち

するイベント等
とう

の開催
かいさい

 

・イベント等
とう

開催
かいさい

時
じ

におけるコミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

の

配置
は い ち

 

・小
しょう

学
がっ

校
こう

等
とう

における障
しょう

がいに関
かん

する学
がく

習
しゅう

機
き

会
かい

の展
てん

開
かい

（再掲
さいけい

） 

・白
はく

杖
じょう

や車椅子
くるまいす

等
とう

、障
しょう

がいのある人
ひと

が実
じっ

際
さい

に使用
し よ う

するも

のに触
ふ

れられる機
き

会
かい

の提供
ていきょう

 

 市民
し み ん

の取組
とりくみ

  

・イベント等
とう

、市
し

の取組
とりくみ

への参加
さ ん か

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

による、イベント企画
き か く

内容
ないよう

への助言
じょげん

等
とう

の

協 力
きょうりょく

 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・市
し

の取組
とりくみ

への参加
さ ん か

 

・障
しょう

がい者
しゃ

施設
し せ つ

等
とう

の地域
ち い き

との交流
こうりゅう

 

・従
じゅう

業
ぎょう

員
いん

や職
しょく

員
いん

向
む

け研
けん

修
しゅう

の実
じっ

施
し

 

 コミュニケーション支援
し え ん

者
しゃ

の取組
とりくみ

  

・障
しょう

がいのある人
ひと

と障
しょう

がいのない人
ひと

との橋
はし

渡
わた

し 

・関係者
かんけいしゃ

の間
あいだ

における情報
じょうほう

の共有
きょうゆう

 

 

〈協
きょう

議
ぎ

会
かい

等
とう

で寄
よ

せられたご意
い

見
けん

〉 

【身体障
しんたいしょう

がい】 

・医療
いりょう

機関
き か ん

に入院中
にゅういんちゅう

、食事
しょくじ

が配膳
はいぜん

されてもどこに何
なに

があるのか細
こま

かい案
あん

内
ない

がな

かった。時
と

計
けい

に見
み

立
た

てて物
もの

の位
い

置
ち

関
かん

係
けい

を伝
つた

える等
とう

の配
はい

慮
りょ

をしてほしい。（視覚
し か く

） 
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【知的
ち て き

障
しょう

がい】 

・親子間
おやこかん

のコミュニケーションの取
と

り方
かた

にも工夫
く ふ う

が必要
ひつよう

。 

 

【精神障
せいしんしょう

がい】 

・自己
じ こ

発信
はっしん

が苦手
に が て

な当事者
と う じ し ゃ

は沢山
たくさん

いる。 

・障
しょう

がいを伏
ふ

せたい人
ひと

もいて、不
ふ

調
ちょう

があっても「大
だい

丈
じょう

夫
ぶ

」という人
ひと

もいる。 

・「わからない」と言
い

えない障
しょう

がい特
とく

性
せい

があることを知
し

ってほしい。 

 

【その他
た

】 

・発達障
はったつしょう

がいの人
ひと

が働
はたら

きやすい環境
かんきょう

は、みんなが生活
せいかつ

しやすい環境
かんきょう

になる。 
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２ 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた手
しゅ

段
だん

により情報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、及
およ

び障
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

を利用
り よ う

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

に関
かん

すること 
 

 「障
しょう

がいのある人
ひと

にとって、どのような情
じょう

報
ほう

取
しゅ

得
とく

方
ほう

法
ほう

やコミュニケーション手
しゅ

段
だん

がよいか」ということを考
かんが

える際
さい

には、その人
ひと

の障
しょう

がいにどのような特性
とくせい

（特徴
とくちょう

）があるかを知
し

ることが大
たい

切
せつ

です。障
しょう

がいの特
とく

性
せい

を知
し

った上
うえ

で、情報
じょうほう

の

取得
しゅとく

やコミュニケーションがスムーズに進
すす

むよう、適
てき

切
せつ

な環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

を目
め

指
ざ

しま

す。 
 

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

①日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で障
しょう

がい

のある人
ひと

と接
せっ

する場面
ば め ん

を

増
ふ

やす 

 市
し

の取組
とりくみ

  

・コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

についての周
しゅう

知
ち

と活用
かつよう

の呼
よ

び掛
か

け 

・障
しょう

がいのある人
ひと

の積極的
せっきょくてき

な市
し

職
しょく

員
いん

への採
さい

用
よう

や事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

に対する障
しょう

がいのある人
ひと

の積極的
せっきょくてき

な雇用
こ よ う

の呼びか

け 

・手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

等
とう

コミュニケーション支
し

援
えん

者
しゃ

を配
はい

置
ち

し、情
じょう

報
ほう

の取
しゅ

得
とく

に配
はい

慮
りょ

したイベント等
とう

の開
かい

催
さい

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

もともに参
さん

加
か

できるイベント

や多
た

様
よう

な障
しょう

がいについて学
まな

べる講
こう

座
ざ

等
とう

の開
かい

催
さい

 

・地
ち

域
いき

における障
しょう

がいのある人
ひと

の社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

促
そく

進
しん

につな

がる場
ば

の創
そう

出
しゅつ

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

への対応
たいおう

が必要
ひつよう

な時
とき

のためのマニュ

アル作成
さくせい

 

 市民
し み ん

の取組
とりくみ

  

・多
た

様
よう

な障
しょう

がいについて学
まな

べる講
こう

座
ざ

等
とう

への積
せっ

極
きょく

的
てき

な参
さん

加
か
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施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

  事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・ 従
じゅう

業
ぎょう

員
いん

や職
しょく

員
いん

に向
む

けた障
しょう

がいの多
た

様
よう

性
せい

について

の研
けん

修
しゅう

等
とう

の実
じっ

施
し

（再掲
さいけい

） 

・コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

の活用
かつよう

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

の積極的
せっきょくてき

な雇用
こ よ う

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

への対応
たいおう

が必要
ひつよう

な時
とき

のためのマニュ

アル作成
さくせい

（再掲
さいけい

） 

・障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

もともに参
さん

加
か

できるイベント

や多
た

様
よう

な障
しょう

がいについて学
まな

べる講
こう

座
ざ

等
とう

への参
さん

加
か

また

は協
きょう

力
りょく

 

②成長
せいちょう

とともに自然
し ぜ ん

と障
しょう

がいのある人
ひと

とない人
ひと

が

相
そう

互
ご

に理
り

解
かい

を深
ふか

められる

教
きょう

育
いく

環
かん

境
きょう

づくり 

 市
し

の取組
とりくみ

  

・小
しょう

学
がっ

校
こう

等
とう

における障
しょう

がいに関
かん

する学
がく

習
しゅう

機
き

会
かい

の展
てん

開
かい

（再掲
さいけい

） 

・障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も参
さん

加
か

できる学
まな

び
び

の場
ば

の提
てい

供
きょう

 

・保
ほ

護
ご

者
しゃ

に対
たい

する、学
がっ

校
こう

等
とう

の教
きょう

育
いく

環
かん

境
きょう

の周
しゅう

知
ち

 

 市民
し み ん

の取組
とりくみ

  

・障
しょう

がいに関
かん

する正
ただ

しい情報
じょうほう

を子
こ

どもに伝
つた

えるような、

保護者
ほ ご し ゃ

による家
か

庭内
ていない

での教育
きょういく

 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・私
し

学
がく

等
とう

における障
しょう

がいに関
かん

する学
がく

習
しゅう

機
き

会
かい

の展
てん

開
かい

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も参
さん

加
か

できる学
まな

び
び

の場
ば

の提
てい

供
きょう

（再掲
さいけい

） 
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施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

③多
た

様
よう

な障
しょう

がい特
と く

性
せい

に応
おう

じた対
たい

応
おう

方
ほう

法
ほう

等
とう

の検
けん

討
と う

 

 市
し

の取組
とりくみ

  

・困
こま

っている障
しょう

がいのある人
ひと

への積
せっ

極
きょく

的
てき

な声
こえ

掛
か

け等
とう

、

障
しょう

がい者
しゃ

の差別
さ べ つ

解消
かいしょう

に繋
つな

がる市
し

職員
しょくいん

研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

への対応
たいおう

が必要
ひつよう

な時
とき

のためのマニュ

アル作成
さくせい

（再掲
さいけい

） 

・電
でん

話
わ

、メール、FAX等
とう

、複
ふく

数
すう

の問
と

い合
あ

わせ方
ほう

法
ほう

を用
よう

意
い

 

・広
こう

報
ほう

物
ぶつ

等
とう

の作
さく

成
せい

時
じ

における、音
おん

声
せい

コード読
よ

み上
あ

げアプ

リ対
たい

応
おう

化
か

やイラスト等
とう

の活
かつ

用
よう

 

・市
し

ホームページ等
とう

の広
こう

報
ほう

媒
ばい

体
たい

に周知用
しゅうちよう

記事
き じ

を掲載
けいさい

する

際
さい

に、分
わ

かりやすい表
ひょう

現
げん

等
とう

を使
し

用
よう

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

の来庁
らいちょう

時
じ

等
とう

に介助
かいじょ

対応
たいおう

できる係員
かかりいん

の配置
は い ち

や呼
よ

び出
だ

し用
よう

インターホン等
とう

の設置
せ っ ち

 

・絵
え

カード等
とう

意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

の補
ほ

助
じょ

をするアイテムの周
しゅう

知
ち

と活
かつ

用
よう

 

・ゆっくり話
はな

す、筆談
ひつだん

する、メールを使
し

用
よう

する等
とう

、相
あい

手
て

に

合
あ

ったコミュニケーション手
しゅ

段
だん

の選
せん

択
たく

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

が希望
き ぼ う

するコミュニケーション手段
しゅだん

を

選択
せんたく

できるよう、選択肢
せ んた く し

を複数用
ふくすうよう

意
い

 

 市民
し み ん

の取組
とりくみ

  

・困
こま

っている障
しょう

がいのある人
ひと

への積
せっ

極
きょく

的
てき

な声
こえ

掛
か

け 

・ゆっくり話
はな

す、筆談
ひつだん

する、メールを使
し

用
よう

する等
とう

、相
あい

手
て

に

合
あ

ったコミュニケーション手
しゅ

段
だん

の選
せん

択
たく

（再
さい

掲
けい

） 
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施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・障
しょう

がいのある人
ひと

への対応
たいおう

が必要
ひつよう

な時
とき

のためのマニュ

アル作成
さくせい

（再掲
さいけい

） 

・障
しょう

がいのある人
ひと

に合
あ

わせた適切
てきせつ

なコミュニケーション

支
し

援
えん

者
しゃ

との連携
れんけい

 

・電
でん

話
わ

、メール、FAX等
とう

、複
ふく

数
すう

の問
と

い合
あ

わせ方
ほう

法
ほう

を用
よう

意
い

（再
さい

掲
けい

） 

・障
しょう

がいのある人
ひと

の来客
らいきゃく

時
じ

等
とう

に介助
かいじょ

対応
たいおう

できる係員
かかりいん

の配置
は い ち

や呼
よ

び出
だ

し用
よう

インターホン等
とう

の設置
せ っ ち

 

・絵
え

カード等
とう

意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

の補
ほ

助
じょ

をするアイテムの活
かつ

用
よう

（再
さい

掲
けい

） 

・ゆっくり話
はな

す、筆談
ひつだん

する、メールを使
し

用
よう

する等
とう

、相
あい

手
て

に

合
あ

ったコミュニケーション手
しゅ

段
だん

の選
せん

択
たく

（再
さい

掲
けい

） 

・障
しょう

がいのある人
ひと

が希望
き ぼ う

する手段
しゅだん

を選択
せんたく

できるよう、

選択肢
せ んた く し

を複数用
ふくすうよう

意
い

（再
さい

掲
けい

） 

 コミュニケーション支援
し え ん

者
しゃ

の取組
とりくみ

  

・重
じゅう

要
よう

な説
せつ

明
めい

が障
しょう

がい者
しゃ

本
ほん

人
にん

ではなく同
どう

伴
はん

の支
し

援
えん

者
しゃ

に

向
む

けられた際
さい

、本
ほん

人
にん

に対して説
せつ

明
めい

するよう相
あい

手
て

へ依
い

頼
らい

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

が希望
き ぼ う

する手段
しゅだん

を選択
せんたく

できるよう、

選択肢
せ んた く し

を複数用
ふくすうよう

意
い

（再
さい

掲
けい

） 
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施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

④災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

等
とう

の非常時
ひじ ょ う じ

においても、障
しょう

がいのあ

る人
ひと

が 平常
へいじょう

時
じ

に近
ちか

い

生活
せいかつ

ができる地
ち

域
いき

づくり 

 市
し

の取組
とりくみ

  

・避
ひ

難
なん

所
じょ

で障
しょう

がいのある人
ひと

を受
う

け入
い

れる際
さい

に必要
ひつよう

な、

障
しょう

がいの種
しゅ

別
べつ

に応
おう

じた配慮
はいりょ

等
とう

についてのマニュアル

作
さく

成
せい

及
およ

び周
しゅう

知
ち

と活
かつ

用
よう

 

・地域
ち い き

の避難所
ひなんじょ

運営
うんえい

訓練
くんれん

における障
しょう

がいのある人
ひと

の

積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

の呼
よ

び掛
か

け 

・介助者
かいじょしゃ

ではなく障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

に対
たい

する意思
い し

確認
かくにん

 

・読
よ

み上
あ

げ対
たい

応
おう

や掲
けい

示
じ

物
ぶつ

化
か

等
とう

、障がいに合わせた重
じゅう

要
よう

事
じ

項
こう

案
あん

内
ない

方
ほう

法
ほう

等
とう

の周
しゅう

知
ち

 

・音
おと

、光
ひかり

、周囲
しゅうい

の視
し

線
せん

等
とう

が苦手
に が て

な障
しょう

がい者
しゃ

に向けた、落
お

ち着
つ

いて過
す

ごせるスペースの設置
せ っ ち

のための物
ぶっ

資
し

等
とう

の確
かく

保
ほ

 

 市民
し み ん

の取組
とりくみ

  

・避
ひ

難
なん

所
じょ

で障
しょう

がいのある人
ひと

を受
う

け入
い

れる際
さい

に必要
ひつよう

な、

障
しょう

がいの種
しゅ

別
べつ

に応
おう

じた配慮
はいりょ

等
とう

についてのマニュアル

の活
かつ

用
よう

 

・地域
ち い き

の避難所
ひなんじょ

運営
うんえい

訓練
くんれん

における障
しょう

がいのある人
ひと

の

積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

や参
さん

加
か

呼
よ

び掛
か

け 

・介助者
かいじょしゃ

ではなく障
しょう

がい者
しゃ

本人
ほんにん

に対
たい

する意思
い し

確認
かくにん

（再
さい

掲
けい

） 

・読
よ

み上
あ

げ対
たい

応
おう

や掲
けい

示
じ

物
ぶつ

化
か

による重
じゅう

要
よう

案
あん

内
ない

事
じ

項
こう

等
とう

の周
しゅう

知
ち

 

・音
おと

、光
ひかり

、周囲
しゅうい

の視
し

線
せん

等
とう

が苦手
に が て

な障
しょう

がい者
しゃ

に向けた、落
お

ち着
つ

いて過
す

ごせるスペースの確
かく

保
ほ

 

・日
ひ

頃
ごろ

から近
きん

隣
りん

住
じゅう

民
みん

と顔
かお

見
み

知
し

りになる等
とう

の関
かん

係
けい

構
こう

築
ちく
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施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

  事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・障
しょう

がいのある人
ひと

が来
らい

訪
ほう

中
ちゅう

であることを想
そう

定
てい

した避
ひ

難
なん

訓練
くんれん

の実
じっ

施
し

 

・緊
きん

急
きゅう

時
じ

に備
そな

えた、障
しょう

がいのある従
じゅう

業
ぎょう

員
いん

等
とう

への対
たい

応
おう

方
ほう

法
ほう

の確
かく

認
にん

 

・障
しょう

がいのある人
ひと

が落
お

ち着
つ

いて意
い

思
し

疎
そ

通
つう

が図
はか

れるよう

にするために必
ひつ

要
よう

な物
ぶっ

資
し

等
とう

の提
てい

供
きょう

のための協
きょう

定
てい

締
てい

結
けつ

 

 コミュニケーション支援
し え ん

者
しゃ

の取組
とりくみ

  

・音
おん

声
せい

読
よ

み上
あ

げアプリや文
も

字
じ

起
お

こしアプリ等
とう

、平
へい

常
じょう

時
じ

に

使
つか

えるツールが使
つか

えない場
ば

合
あい

を想
そう

定
てい

した支
し

援
えん

方
ほう

法
ほう

の検
けん

討
とう
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〈協
きょう

議
ぎ

会
かい

等
とう

で寄
よ

せられたご意
い

見
けん

〉 

【身体障
しんたいしょう

がい】 

・買
か

い物
もの

をする際
さい

、本人
ほんにん

が支
し

払
はら

いをしても釣銭
つりせん

がヘルパーに渡
わた

されることがある。 

→ 主体
しゅたい

は本人
ほんにん

にあることを認識
にんしき

してほしい（視覚
し か く

） 

・「ゆっくり話
はな

してもらう」「筆談
ひつだん

にする」「ジェスチャーやイラストを使
つか

う」といった

手段
しゅだん

による対応
たいおう

をしてほしい。（失語症
しつごしょう

） 

・買
か

い物
もの

に行
い

った際
さい

、優
ゆう

先
せん

駐
ちゅう

車
しゃ

場
じょう

にコーンが置
お

かれていた。車椅子
くるまいす

ユーザーで

改造車
かいぞうしゃ

を運転
うんてん

している場合
ば あ い

、コーンを動
うご

かすことができない。声
こえ

掛
か

けできる人
ひと

が

近
ちか

くにいればよい。（肢
し

体
たい

不
ふ

自
じ

由
ゆう

） 

 

【知的
ち て き

障
しょう

がい】 

・知的
ち て き

障
しょう

がい児
じ

の保護者
ほ ご し ゃ

と連絡帳
れんらくちょう

でコミュニケーションをとっており、記載
き さ い

状 況
じょうきょう

に合
あ

わせて臨時
り ん じ

面談
めんだん

を組
く

むこともあるため、意
い

向
こう

を汲
く

み取
と

ることが重
じゅう

要
よう

。 

 

【精神障
せいしんしょう

がい】 

・「意思
い し

疎通
そ つ う

手段
しゅだん

」ではなく、「人
ひと

と対面
たいめん

で接触
せっしょく

しない方法
ほうほう

」の検討
けんとう

が必要
ひつよう

。 

 →面
めん

談
だん

等
とう

は、オンラインにすると負
ふ

担
たん

が軽
かる

くなる人
ひと

もいる 

・学校
がっこう

関係
かんけい

でも家庭
か て い

関係
かんけい

でも、「言
い

えないこと」を伝
つた

えるツールが不足
ふ そ く

している。 
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３ コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

の養成
ようせい

及
およ

び確保
か く ほ

に関
かん

すること 
 

 聴覚障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

を助
たす

ける手話通
し ゅわ つう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

、視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

を助
たす

ける点
てん

訳者
やくしゃ

や音訳者
おんやくしゃ

(朗読者
ろうどくしゃ

を含
ふく

む。)やガイドヘルパー等
とう

、障
しょう

がいのある人
ひと

のコミュニ

ケーションを支援
し え ん

または補助
ほ じ ょ

する役割
やくわり

を担
にな

う方々
かたがた

がいます。障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

してどのような支援
し え ん

が必要
ひつよう

かが分
わ

かる人
ひと

を増
ふ

やす取組
とりくみ

によって、障
しょう

がいのある

人
ひと

と障
しょう

がいのない人
ひと

とのコミュニケーションが円
えん

滑
かつ

に取
と

れる地
ち

域
いき

づくりを目
め

指
ざ

し

ます。 
 

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

①コミュニケーションのき

っかけとなるような技
ぎ

術
じゅつ

を気
き

軽
がる

に学
まな

べる環
かん

境
きょう

の整
せい

備
び

 

 市
し

の取組
とりくみ

  

・手
しゅ

話
わ

等
とう

のコミュニケーション支
し

援
えん

を体
たい

験
けん

できる講
こう

座
ざ

の

実
じっ

施
し

 

・市
し

職
しょく

員
いん

に対
たい

する手
しゅ

話
わ

等
とう

のコミュニケーション支
し

援
えん

や自
じ

身
しん

が名
な

乗
の

ってから話
はなし

を始
はじ

める、目
め

線
せん

の高
たか

さを合
あ

わせ

る、ゆっくり話
はな

すといった、相
あい

手
て

に合
あ

わせた支
し

援
えん

方
ほう

法
ほう

に

関
かん

する研
けん

修
しゅう

のカリキュラム化
か

 

・コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

の役
やく

割
わり

等
とう

に関
かん

する周知
しゅうち

 

・埼
さい

玉
たま

県
けん

が実
じっ

施
し

しているコミュニケーション支
し

援
えん

に関
かん

す

る研
けん

修
しゅう

等
とう

の紹
しょう

介
かい

 

・各
かく

種
しゅ

講
こう

座
ざ

修
しゅう

了
りょう

者
しゃ

が習
しゅう

得
とく

した技
ぎ

術
じゅつ

の活
かつ

用
よう

方
ほう

法
ほう

等
とう

の検
けん

討
とう
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施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

  市民
し み ん

の取組
とりくみ

  

・手
しゅ

話
わ

による挨
あい

拶
さつ

表
ひょう

現
げん

等
とう

の簡単
かんたん

なコミュニケーション方
ほう

法
ほう

や自
じ

身
しん

が名
な

乗
の

ってから話
はなし

を始
はじ

める、目
め

線
せん

の高
たか

さを

合
あ

わせる、ゆっくり話
はな

すといった、相
あい

手
て

に合
あ

わせた支
し

援
えん

方
ほう

法
ほう

の習
しゅう

得
とく

 

・障
しょう

がい特
とく

性
せい

が多
た

岐
き

にわたることが理
り

解
かい

できる、交
こう

流
りゅう

会
かい

等
とう

への参
さん

加
か

 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・手
しゅ

話
わ

による挨
あい

拶
さつ

表
ひょう

現
げん

等
とう

簡
かん

単
たん

なコミュニケーション方
ほう

法
ほう

に関
かん

する社
しゃ

内
ない

研
けん

修
しゅう

等
とう

の実
じっ

施
し

 

・複数
ふくすう

のコミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

との接点
せってん

創出
そうしゅつ

 

②障
しょう

がいのある人
ひと

への継
けい

続
ぞく

的
てき

な支援
し え ん

を希望
き ぼ う

する人
ひと

が、積極的
せっきょくてき

に支援
し え ん

方法
ほうほう

を

学
まな

べる環境
かんきょう

の整備
せ い び

 

 市
し

の取組
とりくみ

  

・手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

（ 入門
にゅうもん

・基礎
き そ

）、手話通
し ゅわ つう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

講座
こ う ざ

、点訳
てんやく

奉仕員
ほうしいん

及
およ

び朗読
ろうどく

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

といったコ

ミュニケーション支
し

援
えん

について学
まな

べる講座
こ う ざ

の実施
じ っ し

 

・埼
さい

玉
たま

県
けん

が実
じっ

施
し

しているコミュニケーション支
し

援
えん

に関
かん

す

る研
けん

修
しゅう

等
とう

の紹
しょう

介
かい

（再掲
さいけい

） 

・障
しょう

がい当
とう

事
じ

者
しゃ

団
だん

体
たい

等
とう

との連携
れんけい

 

 市民
し み ん

と事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・ 手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

（ 入門
にゅうもん

・ 基礎
き そ

） 手話通
し ゅわ つう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

講座
こ う ざ

、点訳
てんやく

奉仕員
ほうしいん

及
およ

び朗読
ろうどく

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

講座
こ う ざ

といったコ

ミュニケーション支
し

援
えん

について学
まな

べる講座
こ う ざ

への積極的
せっきょくてき

な参加
さ ん か

 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・従業員
じゅうぎょういん

に対
たい

する障
しょう

がいに関
かん

する正
ただ

しい知識
ち し き

の周知
しゅうち
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施策
し さ く

の基本的
きほんてき

な方向性
ほうこうせい

 主
おも

な取組例
とりくみれい

 

③障
しょう

がいのある人
ひと

が必要
ひつよう

とするときに速
すみ

やかにコ

ミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

を 派遣
は け ん

で き る 体制
たいせい

の

整備
せ い び

 

 市
し

の取組
とりくみ

  

・手話通
し ゅわ つう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

といったコミュニケーション

支
し

援
えん

者
しゃ

の派遣
は け ん

体制
たいせい

整備
せ い び

 

・情
じょう

報
ほう

通
つう

信
しん

技
ぎ

術
じゅつ

等
とう

を用
もち

いた、対
たい

面
めん

以
い

外
がい

でも意
い

思
し

疎
そ

通
つう

支
し

援
えん

ができる環
かん

境
きょう

づくり 

 事
じ

業者
ぎょうしゃ

の取組
とりくみ

  

・障
しょう

がいのある人
ひと

に合
あ

わせた適切
てきせつ

なコミュニケーション

支
し

援
えん

者
しゃ

との連携
れんけい

（再掲
さいけい

） 

・コミュニケーション支援者
しえんしゃ

が必要
ひつよう

になった場合
ば あ い

の派遣
は け ん

依頼
い ら い

方法
ほうほう

の確認
かくにん

 

 

〈協
きょう

議
ぎ

会
かい

等
とう

で寄
よ

せられたご意
い

見
けん

〉 

 ・当
とう

事
じ

者
しゃ

が伝
つた

えたいことを察
さっ

して、配
はい

慮
りょ

してくれる人
ひと

が必
ひつ

要
よう

。（聴
ちょう

覚
かく

） 

 ・家
か

族
ぞく

以
い

外
がい

の支
し

援
えん

者
しゃ

の協
きょう

力
りょく

が得
え

られるかどうかで、家
か

族
ぞく

の負
ふ

担
たん

感
かん

は大
おお

きく変
か

わ

る。（失
しつ

語
ご

症
しょう

） 



16 

 

（参考
さんこう

） 

１ 草加市障
そうかししょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーション条例
じょうれい

 全文
ぜんぶん

 

 

(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、障
しょう

がいのある人
ひと

が障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた手段
しゅだん

により情報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、及
およ

び障
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

を利用
り よ う

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

に

関
かん

し、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を定
さだ

めるとともに、市
し

の責
せき

務
む

並
なら

びに市民
し み ん

、事
じ

業者
ぎょうしゃ

及
およ

びコミュニケーショ

ン支援者
し え ん し ゃ

の役割
やくわり

を明
あき

らかにすることにより、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

に理
り

解
かい

し合
あ

い、全
すべ

ての市民
し み ん

が互
たが

いの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し支
ささ

え合
あ

う共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
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
しょう

がいのある人
ひと

 聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

、視覚
し か く

障害
しょうがい

、音声
おんせい

・言語
げ ん ご

障害
しょうがい

(失語症
しつごしょう

を含
ふく

む。)、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
しょう

がい(以下
い か

「障
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
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

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 相互
そ う ご

に意思
い し

を伝
つた

え合
あ

い、感
かん

情
じょう

を分
わ

かり合
あ

うための意思
い し

疎通
そ つ う

をいい、障
しょう

がいのある人
ひと

による情報
じょうほう

の発信
はっしん

、取得
しゅとく

等
とう

もこれに含
ふく

む。 
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(3) コミュニケーション手段
しゅだん

 口話
こ う わ

、手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、点字
て ん じ

、音訳
おんやく

、代筆
だいひつ

、代読
だいどく

、平易
へ い い

な

表現
ひょうげん

その他
た

障
しょう

がいのある人
ひと

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

において必要
ひつよう

とする意思
い し

の

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

をいう。 

(4) コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

 手話通
し ゅわ つう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

、点
てん

訳者
やくしゃ

、音
おん

訳者
やくしゃ

(朗読者
ろうどくしゃ

を含
ふく

む。)、ガイドヘルパーその他
た

障
しょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーションを支援
し え ん

又
また

は補助
ほ じ ょ

す

る者
もの

をいう。 

(5) 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

 障
しょう

がいのある人
ひと

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社
しゃ

会
かい

生活を営む
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

等
とう

をいう。 

(6) 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

を取
と

り除
のぞ

くことが必要
ひつよう

とされる場合
ば あ い

で、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

でないときに行
おこな

われる適切
てきせつ

な調整
ちょうせい

及
およ

び変更
へんこう

をいう。 

(基本
き ほ ん

理念
り ね ん

) 

第
だい

3条
じょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

が障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた手段
しゅだん

により情報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、及
およ

び障
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

を利用
り よ う

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

に当
あ

たっては、

障
しょう

がいのある人
ひと

のコミュニケーションを行
おこな

う権利
け ん り

を尊重
そんちょう

し、障
しょう

がいのある人
ひと

とない人
ひと

が一人
ひ と り

ひとりの思
おも

いを大切
たいせつ

にし、互
たが

いに人格
じんかく

及
およ

び個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

して様々
さまざま

な活動
かつどう

を行
おこな

うこ

とを基本
き ほ ん

としなければならない。 

(市
し

の責務
せ き む

) 
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第
だい

4条
じょう

 市
し

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、障
しょう

がいのある人
ひと

に対する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

すると

ともに、障
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

促進
そくしん

及
およ

びそれを利用
り よ う

しや

すい環境
かんきょう

の整備
せ い び

に関する施策
し さ く

を推進
すいしん

するものとする。 

(市民
し み ん

の役割
やくわり

) 

第
だい

5条
じょう

 市民
し み ん

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に対
たい

する理
り

解
かい

を深
ふか

めるとともに、市
し

の施策
し さ く

に協力するよう努
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
り

解
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

めるとと

もに、障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

及
およ

び障
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

を利用
り よ う

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

に努
つと

めるものとする。 

(コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

の役割
やくわり

) 

第
だい

7条
じょう

 コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

は、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり、市
し

の施策
し さ く

に協 力
きょうりょく

するととも

に、市民
し み ん

及
およ

び事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

する障
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

促進
そくしん

に努
つと

めるものとする。 

(施策
し さ く

の推進
すいしん

) 

第
だい

8条
じょう

 市
し

は、次
つぎ

に掲
かか

げる施策
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

するものとし、その方針
ほうしん

を策定
さくてい

するものとする。 

(1) 障
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

促進
そくしん

に関
かん

すること。 
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(2) 障
しょう

がいの特性
とくせい

に応
おう

じた手段
しゅだん

により情報
じょうほう

を取得
しゅとく

し、及
およ

び障
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

を利用
り よ う

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

に関
かん

すること。 

(3) コミュニケーション支援者
し え ん し ゃ

の養成
ようせい

及
およ

び確保
か く ほ

に関
かん

すること。 

(4
４

) 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

めること。 

2 市
し

は、施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、市
し

の障
しょう

がい福祉
ふ く し

に関
かん

する計画
けいかく

等
とう

との整合性
せいごうせい

を図
はか

るも

のとする。 

3
３

 市
し

は、施策
し さ く

の推進
すいしん

に当
あ

たっては、必要
ひつよう

に応
おう

じた障
しょう

がいのある人
ひと

、コミュニケーション

支援者
し え ん し ゃ

その他
た

関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を聴
き

くものとし、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、施策
し さ く

の見直し
み な お し

等
とう

の措置
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
だい

9条
じょう

 市
し

は、前条
ぜんじょう

第
だい

1項
こう

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

めるものとする。 

(委任
い に ん

) 

第
だい

10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、公布
こ う ふ

の日
ひ

から施行
し こ う

する。 
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２ 策定
さくてい

協 力
きょうりょく

団体
だんたい

 

本推進
ほんすいしん

方針
ほうしん

は、草加市
そ う か し

障
しょう

がい者
しゃ

施策協
せさくきょう

議会
ぎ か い

で内容
ないよう

協議
きょうぎ

した上
うえ

で策定
さくてい

しました。この協
きょう

議会
ぎ か い

には、（当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

等
とう

）の次
つぎ

の団体
だんたい

の方々
かたがた

にご参加
ご さ ん か

いただきました。 

 

草加市
そ う か し

身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

 

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

 虹
にじ

の会
かい

 

草加市
そ う か し

腎臓病
じんぞうびょう

患者
かんじゃ

友
とも

の会
かい

（令
れい

和
わ

５年
ねん

４月
がつ

末
まつ

日
じつ

をもって解散
かいさん

） 

草加市
そ う か し

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

協会
きょうかい

 

埼玉県
さいたまけん

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）を守
まも

る会
かい

 

草加市
そ う か し

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

問題
もんだい

研究会
けんきゅうかい

「手話
し ゅ わ

友
とも

の会
かい

」 

草加
そ う か

光陽
こうよう

育成会
いくせいかい

 

草
そう

加
か

精
せい

神
しん

障
しょう

がい者
しゃ

家族会
かぞくかい

そーかれすと 

草加
そ う か

ことばの友
とも

の会
かい

 

草加
そ う か

点字
て ん じ

サークル 

草加市
そ う か し

教育
きょういく

研究会
けんきゅうかい

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 光陽会
こうようかい

 

社会
しゃかい

福
ふく

祉
し

法人
ほうじん

 草加市
そ う か し

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業団
じぎょうだん

 

医療
いりょう

法人
ほうじん

社団
しゃだん

 慶
けい

榮
えい

会
かい

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 草加市
そ う か し

社会福祉協議会
しゃかいふくしきょうぎかい

 

（順
じゅん

不同
ふ ど う

） 


