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 平素
へ い そ

は私
わたし

たちの事業
じぎょう

の推進
すいしん

に対
たい

してご理解
り か い

ご協力
きょうりょく

を賜
たまわ

り厚
あつ

くお礼
れい

申
もう

し上
あ

げます。 

 障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

の改革
かいかく

、特
とく

に総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮称
かしょう

）の検討
けんとう

へのご尽力
じんりょく

に深
ふか

く敬意
け い い

を表
ひょう

します。 

 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に代
か

わる新
あら

たな法
ほう

制度
せ い ど

が、わが国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

の暮
く

らし、特
とく

に私
わたし

たちの関
かか

わりでい

えば聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の暮
く

らしの豊
ゆた

かさに結
むす

びつくものになるために、微力
びりょく

ながら私
わたし

たちは障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

の内容
ないよう

が深
ふか

まるために協力
きょうりょく

をしてまいる所存
しょぞん

です。 

 このたび、現在進
げんざいすす

められている総合福祉部会
そうごうふくしぶかい

の中
なか

での現行
げんこう

のコミュニケ
こ み ゅ に け

ーション
し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

に代
か

わ

る聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のための総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

制度
せ い ど

にかかる論議
ろ ん ぎ

をより深
ふか

めるために下記
し た き

の意見
い け ん

を提
てい

出
しゅつ

しま

す。ご検討
けんとう

いただきますようお願
ねが

いいたします。 

 

記
き

 

 

＜ 障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

への提言
ていげん

 ＞ 

別紙
べ っ し

の通
とお

り提言
ていげん

させていただきます。提言
ていげん

の要旨
よ う し

は以下
い か

の通
とお

りです。 

 総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

において、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する施策
し さ く

についての論点
ろんてん

整理
せ い り

及
およ

び論議
ろ ん ぎ

が不十分
ふじゅうぶん

です。

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

は、音声
おんせい

言語
げ ん ご

が聞
き

こえない、聞
き

こえづらい聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

と健聴
けんちょう

者
しゃ

と間
あいだ

で、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

または要約
ようやく

筆記
ひ っ き

により通
つう

じ合
あ

うようにするという重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を持
も

っています。

しかし、これだけでは聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が受
う

ける福祉
ふ く し

施策
し さ く

は十分
じゅうぶん

とは言
い

えません。 

 基本的
きほんてき

な問題
もんだい

意識
い し き

として、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する総合
そうごう

福祉
ふ く し

施策
し さ く

は情報
じょうほう

保障
ほしょう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

の他
ほか

に、人格
じんかく

形成
けいせい

・発達
はったつ

支援
し え ん

、自己
じ こ

実現
じつげん

・確立
かくりつ

支援
し え ん

、地域
ち い き

生活
せいかつ

における地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

等
とう

の

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

があります。そのためにコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

を軸
じく

とした制度的
せいどてき

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

です。 

 現行
げんこう

制度
せ い ど

（現行
げんこう

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

）のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

は、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

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

の自
みずか

らの申請
しんせい

により実施
じ っ し

（保障
ほしょう

）されるしくみになっています。十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けることがなかったために書記
し ょ き

言語
げ ん ご

（書記
し ょ き

日本語
に ほ ん ご

）の獲得
かくとく

が不充分
ふじゅうぶん

であったり、障害
しょうがい

の自覚
じ か く

の

ない数百万
すうひゃくまん

と言
い

われる難聴者
なんちょうしゃ

であったり、精神
せいしん

障害
しょうがい

を併
あわ

せ持
も

ったり、引
ひ

きこもりであったり、今
いま

も

なお一定数
いっていすう

存在
そんざい

する不就学
ふしゅうがく

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

などは、自
みずか

らの意思
い し

で現行
げんこう

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を利用
り よ う

することが困難
こんなん

です。また、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

が乏
とぼ

しい日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

っている聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

にとって、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

の施策
し さ く

体系
たいけい

を把握
は あ く

することは難
むずか

しく、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を選択
せんたく

する前提
ぜんてい

となる自己
じ こ

決定
けってい

が困難
こんなん

です。加
くわ

えて、現行
げんこう

制度
せ い ど

におけるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

の仕組
し く

みは地域
ち い き

格差
か く さ

を生
う

みだしており不充分
ふじゅうぶん

な内容
ないよう

となっております。 

 以上
いじょう

のように、言語
げ ん ご

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の保障
ほしょう

を軸
じく

として、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

支援
し え ん

や
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エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

、相談
そうだん

支援
し え ん

とも一体
いっからだ

となった聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のための総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

が必要
ひつよう

です。そ

のためには、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

の機能
き の う

強化
きょうか

、福祉圏域
ふくしけんいき

レベル
れ べ る

でのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の強化
きょうか

・実施
じ っ し

拠点
きょてん

の展開
てんかい

、障害者
しょうがいしゃ

関連
かんれん

事業
じぎょう

拠点
きょてん

へのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

（手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

等
とう

）及
およ

び支援
し え ん

スキル
す き る

を持
も

った有
ゆう

資格者
しかくしゃ

の配置
は い ち

という施策
し さ く

が必要
ひつよう

です。 
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１ 提言
ていげん

の理由
り ゆ う

 

総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

において、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する施策
し さ く

についての論点
ろんてん

整理
せ い り

及
およ

び論議
ろ ん ぎ

が不十分
ふじゅうぶん

です。

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

は、音声
おんせい

言語
げ ん ご

が聞
き

こえない、聞
き

こえづらい聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

と健聴
けんちょう

者
しゃ

と間
あいだ

で、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

または要約
ようやく

筆記
ひ っ き

により通
つう

じ合
あ

うようにするという重要
じゅうよう

な役割
やくわり

を持
も

っています。

しかし、これだけでは聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が受
う

ける福祉
ふ く し

施策
し さ く

は十分
じゅうぶん

とは言
い

えません。 

 基本的
きほんてき

な問題
もんだい

意識
い し き

として、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する総合
そうごう

福祉
ふ く し

施策
し さ く

は情報
じょうほう

保障
ほしょう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

の他
ほか

に、人格
じんかく

形成
けいせい

・発達
はったつ

支援
し え ん

、自己
じ こ

実現
じつげん

・確立
かくりつ

支援
し え ん

、地域
ち い き

生活
せいかつ

における地域
ち い き

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

等
とう

の

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

があります。そのためにコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

を軸
じく

とした制度的
せいどてき

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

です。 

 現行
げんこう

制度
せ い ど

（現行
げんこう

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

）のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

は、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

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

の自
みずか

らの申請
しんせい

により実施
じ っ し

（保障
ほしょう

）されるしくみになっています。十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けることがなかったために書記
し ょ き

言語
げ ん ご

（書記
し ょ き

日本語
に ほ ん ご

）の獲得
かくとく

が不充分
ふじゅうぶん

であったり、障害
しょうがい

の自覚
じ か く

の

ない数百万
すうひゃくまん

と言
い

われる難聴者
なんちょうしゃ

であったり、精神
せいしん

障害
しょうがい

を併
あわ

せ持
も

ったり、引
ひ

きこもりであったり、今
いま

も

なお一定数
いっていすう

存在
そんざい

する不就学
ふしゅうがく

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

などは、自
みずか

らの意思
い し

で現行
げんこう

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

を利用
り よ う

することが困難
こんなん

です。また、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

が乏
とぼ

しい日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

っている聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

にとって、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

の施策
し さ く

体系
たいけい

を把握
は あ く

することは難
むずか

しく、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を選択
せんたく

する前提
ぜんてい

となる自己
じ こ

決定
けってい

が困難
こんなん

です。加
くわ

えて、現行
げんこう

制度
せ い ど

におけるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

の仕組
し く

みは地域
ち い き

格差
か く さ

を生
う

みだしており不充分
ふじゅうぶん

な内容
ないよう

となっております。 

 以上
いじょう

のように、言語
げ ん ご

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の保障
ほしょう

を軸
じく

として、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

支援
し え ん

や

エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

、相談
そうだん

支援
し え ん

とも一体
いったい

となった聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のための総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

が必要
ひつよう

です。そ

のためには、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

の機能
き の う

強化
きょうか

、福祉圏域
ふくしけんいき

レベル
れ べ る

でのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の強化
きょうか

・実施
じ っ し

拠点
きょてん

の展開
てんかい

、障害者
しょうがいしゃ

関連
かんれん

事業
じぎょう

拠点
きょてん

へのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

（手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

等
とう

）及
およ

び支援
し え ん

スキル
す き る

を持
も

った有
ゆう

資格者
しかくしゃ

の配置
は い ち

という施策
し さ く

が必要
ひつよう

であることを、同部会
どうぶかい

に提言
ていげん

す

ることにより新
あら

たな聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のための総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

を図
はか

っていただけるようお願
ねが

い

します。 

 

２ 基本的
きほんてき

な問題
もんだい

意識
い し き

 〜聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

（保障
ほしょう

）の重要性
じゅうようせい

〜 

（１）人格
じんかく

形成
けいせい

・発達
はったつ

 

  個人
こ じ ん

の人格
じんかく

は他
ほか

の人間
にんげん

との関
かか

わりを持
も

つことによって豊
ゆた

かに成長
せいちょう

する。コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

はこの人格
じんかく

形成
けいせい

過程
か て い

に深
ふか

く関
かか

わっている。コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

が貧
まず

しければ人格
じんかく

が豊
ゆた

かに成長
せいちょう

することは困難
こんなん

である。 

（２）自己
じ こ

実現
じつげん

・確立
かくりつ

 

  コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

による他者
ほかしゃ

との意見
い け ん

交換
こうかん

・交流
こうりゅう

を通
つう

じて、人間
にんげん

は自己
じ こ

を確立
かくりつ

できる。 

（３）地域
ち い き

生活
せいかつ

 



  障害者
しょうがいしゃ

が健
けん

常 者
じょうしゃ

と 平
びょう

等
どう

な地域
ち い き

生活
せいかつ

を営
いとな

むにあたり、 住
じゅう

民間
みんかん

交流
こうりゅう

や地域
ち い き

情報
じょうほう

獲得
かくとく

が重要
じゅうよう

で

あり、そのためには情報
じょうほう

保障
ほしょう

・コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

が常
つね

に必要
ひつよう

となる。それが社会
しゃかい

参加
さ ん か

に

つながる。 

 

【まとめ】 

  上記
じょうき

３点
てん

に必要
ひつよう

な「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

」の実現
じつげん

には、地域
ち い き

住民
じゅうみん

相互
そ う ご

の協力
きょうりょく

・努力
どりょく

も欠
か

かせないが、その前提
ぜんてい

としてコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

を軸
じく

とした制度的
せいどてき

な福祉
ふ く し

施策
し さ く

は必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

である。 

 

３ 現行
げんこう

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

（障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

関連分
かんれんぶん

） 

現在
げんざい

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

を図
はか

る事業
じぎょう

には、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

で定
さだ

める

「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」の内容
ないよう

を国
くに

が規定
き て い

した「地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

実施
じ っ し

要綱
ようこう

」により、①

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

、②その他
た

事業
じぎょう

、がある。 

①コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

には、市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

する手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

、要約
ようやく

筆
ひつ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

等
とう

がある。②その他
た

事業
じぎょう

には、都道府県
と ど う ふ け ん

・市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

する手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

・研修
けんしゅう

事業
じぎょう

、都道府県
と ど う ふ け ん

が実施
じ っ し

する手話
し ゅ わ

通訳者
つうやくしゃ

養成
ようせい

・研修
けんしゅう

事業
じぎょう

等
とう

がある。 

これらの事業
じぎょう

実施
じ っ し

については、実施
じ っ し

主体
しゅたい

である都道府県
と ど う ふ け ん

・市町村
しちょうそん

が策定
さくてい

した条例
じょうれい

・要綱
ようこう

等
とう

が根拠
こんきょ

となっている。 

 

４ 現行
げんこう

制度上
せいどかみ

の問題点
もんだいてん

 

（１）ニーズ
に ー ず

把握
は あ く

の困難
こんなん

 〜申請
しんせい

主義
し ゅ ぎ

の限界
げんかい

〜 

 コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

を必要
ひつよう

とする現場
げ ん ば

では、ほとんどの場合
ば あ い

「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

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

の申請
しんせい

により保障
ほしょう

（例
れい

：手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の派遣
は け ん

）が実施
じ っ し

される」という「申請
しんせい

主義
し ゅ ぎ

」によっている（例
れい

：体調
たいちょう

不良
ふりょう

を感
かん

じる→市
し

役所
やくしょ

に手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

（要約
ようやく

筆
ひつ

記者
き し ゃ

）派遣
は け ん

を依頼
い ら い

→

病院
びょういん

で手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

（要約
ようやく

筆
ひつ

記者
き し ゃ

）と共
とも

に受
じゅ

診
しん

）。 

一見
いっけん

合理的
ごうりてき

に見
み

える方法
ほうほう

だが、実際
じっさい

には「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

の必要性
ひつようせい

を自覚
じ か く

して申請
しんせい

す

る行為
こ う い

」が困難
こんなん

な聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

にとっては、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

が進
すす

まない（聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

が困難
こんなん

になる）結果
け っ か

がもたらされる。 

 

＜「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

の必要性
ひつようせい

を自覚
じ か く

して申請
しんせい

する行為
こ う い

」が困難
こんなん

な聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の例
れい

＞ 

○書記
し ょ き

日本語
に ほ ん ご

の獲得
かくとく

が不十分
ふじゅうぶん

であり手話
し ゅ わ

をコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

とするろう者
しゃ

や重複
ちょうふく

障害
しょうがい

の

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

  

 →手話
し ゅ わ

を知
し

らない健聴者
けんちょうしゃ

に対
たい

してコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

のニーズ
に ー ず

主張
しゅちょう

をためらう 

○数百万人
すうひゃくまんにん

と言
い

われる難聴
なんちょう

の自覚
じ か く

のない難聴者
なんちょうしゃ

 

 →「聞
き

こえにくさ」の補償
ほしょう

ニーズ
に ー ず

を主張
しゅちょう

しない（例
れい

：高齢者
こうれいしゃ

）。 

○「難聴
なんちょう

」「中途失聴
ちゅうとうしっちょう

」を併
あわ

せ持
も

つ精神
せいしん

障害
しょうがい

や引
ひ

きこもりの聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

 

 →治療
ちりょう

や社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

に必要
ひつよう

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

のニーズ
に ー ず

主張
しゅちょう

をしない 

○現在
げんざい

もなお一定数
いっていすう

存在
そんざい

する不就学
ふしゅうがく

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

 

 →言語
げ ん ご

概念
がいねん

の獲得
かくとく

が不十分
ふじゅうぶん

でありコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

のニーズ
に ー ず

主張
しゅちょう

をしない 

 



（２）情報
じょうほう

獲得
かくとく

の困難
こんなん

及
およ

びそれがもたらす自己
じ こ

決定
けってい

の困難
こんなん

への対応
たいおう

が不十分
ふじゅうぶん

 

  日常
にちじょう

においてコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

が乏
とぼ

しい中
なか

で生活
せいかつ

する聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

にとって、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

の施策
し さ く

体系
たいけい

を把握
は あ く

することは困難
こんなん

な場合
ば あ い

が多
おお

く、福祉
ふ く し

施策
し さ く

選択
せんたく

の前提
ぜんてい

となる自己
じ こ

決定
けってい

の困難
こんなん

をも

たらすことになる。 

  

 ＜情報
じょうほう

獲得
かくとく

の困難
こんなん

の具体的
ぐたいてき

な例
れい

＞ 

○福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

は経験
けいけん

財
ざい

が多
おお

い（例
れい

：手話
し ゅ わ

通訳者
つうやくしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

） 

 →日常
にちじょう

生活
せいかつ

で情報
じょうほう

獲得
かくとく

が困難
こんなん

な聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

にとって、自
みずか

らのニーズ
に ー ず

との適合性
てきごうせい

の判断
はんだん

が困難
こんなん

 

○抽象
ちゅうしょう

概念
がいねん

などを含
ふく

む「高度
こ う ど

な内容
ないよう

の情報
じょうほう

獲得
かくとく

」を保障
ほしょう

するしくみがない 

 →インターネット
い ん た ー ね っ と

や動画
ど う が

視聴
しちょう

等
とう

の方法
ほうほう

では、①書記
し ょ き

日本語
に ほ ん ご

が多
おお

い、②わからないときに確認
かくにん

で

きない（双方向
そうほうこう

でない） 

○情報
じょうほう

獲得
かくとく

を容易
よ う い

にする前提
ぜんてい

となるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

選択
せんたく

を保障
ほしょう

するしくみがない 

 →（健聴者
けんちょうしゃ

が用
もち

いる）生身
な ま み

の人間
にんげん

による「口
くち

コミ
こ み

」を利用
り よ う

するしくみがない 

 →手話
し ゅ わ

や筆談
ひつだん

で日常
にちじょう

会話
か い わ

を通
つう

じて情報
じょうほう

交換
こうかん

する健聴者
けんちょうしゃ

はほとんどいない 

 

＜自己
じ こ

決定
けってい

の困難
こんなん

の具体的
ぐたいてき

な例
れい

＞ 

○自己
じ こ

決定
けってい

を保障
ほしょう

するしくみが制度
せ い ど

にない 

→権利
け ん り

擁護
よ う ご

制度
せ い ど

、相談
そうだん

支援
し え ん

制度
せ い ど

には、意志
い し

表明
ひょうめい

の不十分
ふじゅうぶん

な聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のための十分
じゅうぶん

な

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

の し く み （ 手話
し ゅ わ

等
とう

の コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

の あ る

ソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

機能
き の う

など）が準備
じゅんび

されていない 

 

（３）既存
き ぞ ん

事業
じぎょう

におけるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

のしくみが不十分
ふじゅうぶん

 

○現行
げんこう

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

は制度
せ い ど

そのものが脆弱
ぜいじゃく

である。 

→コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

が司法上
しほうじょう

の権利
け ん り

となっていない。 

→コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

は市町村
しちょうそん

必須
ひ っ す

事業
じぎょう

であるが、強制力
きょうせいりょく

がない（事業
じぎょう

開始
か い し

後
ご

３年半
ねんはん

経
た

っても４分
ぶん

の１の市町村
しちょうそん

は事業
じぎょう

未実施
み じ っ し

） 

→国
くに

（県
けん

）の補助
ほ じ ょ

金
きん

は地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

全体
ぜんたい

に対
たい

するものでありコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

財源
ざいげん

には必
かなら

ずしもならない。 

○介護
か い ご

保険
ほ け ん

（65歳
さい

以上
いじょう

の障害者
しょうがいしゃ

は加入
かにゅう

することになる）には、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

に障害
しょうがい

がある

人
ひと

に対応
たいおう

するしくみがない（例
れい

：デイサービス
で い さ ー び す

にコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

メニュ
め に ゅ

ーはない） 

○情報
じょうほう

獲得
かくとく

や自己
じ こ

決定
けってい

を容易
よ う い

にするために必要
ひつよう

な専門的
せんもんてき

な人材
じんざい

確保
か く ほ

を保障
ほしょう

するしくみが乏
とぼ

しい 

→現行手話通
げんこうしゅわつう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

事業
じぎょう

カリキュラム
か り き ゅ ら む

の専門性
せんもんせい

の不足
ふ そ く

（全部
ぜ ん ぶ

で 90時間
じ か ん

、講義
こ う ぎ

12時間
じ か ん

、実技
じ つ ぎ

78

時間
じ か ん

） 

→国
くに

レベル
れ べ る

の手話
し ゅ わ

通訳士
つうやくし

資格
し か く

をとっても職場
しょくば

が保障
ほしょう

されていない（例
れい

：手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

実施
じ っ し

市町村
しちょうそん

は全体
ぜんたい

の４分
ふん

の１） 

 ○現行
げんこう

の手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

養成
ようせい

事業
じぎょう

ではニーズ
に ー ず

に応
こた

えきれていない。 

 →手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

実施
じ っ し

市町村
しちょうそん

は平均
へいきん

74％（2009年
ねん

３月
がつ

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

調
しら

べ）。 

 【参考
さんこう

】権利
け ん り

条約
じょうやく

第
だい

2条
じょう

 定義
て い ぎ

、21条
じょう

 表現
ひょうげん

及び
お よ び

意見
い け ん

の自由
じ ゆ う

並び
な ら び

に情報
じょうほう

の利用
り よ う

の機会
き か い

 

  

 



＜コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

を困難
こんなん

にしているさまざまな課題
か だ い

＞ 

① 登録
とうろく

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の労働者性
ろうどうしゃせい

（「手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

問題
もんだい

研究
けんきゅう

No113 2010/9」参照
さんしょう

） 

   手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

制度
せ い ど

の中核
ちゅうかく

をなしている手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

派遣
は け ん

事業
じぎょう

の担
にな

い手
て

は登録制
とうろくせい

の形態
けいたい

であり、ほとん

どすべての業務
ぎょうむ

遂行
すいこう

の形態
けいたい

はボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

（労働
ろうどう

契約
けいやく

なし、労災
ろうさい

保険
ほ け ん

なし）。過重
かじゅう

労働
ろうどう

により倒
たお

れても保障
ほしょう

はまったくない。 

 

② 感染症
かんせんしょう

の患者
かんじゃ

への情報
じょうほう

保障
ほしょう

（「新型
しんがた

インフルエンザ
い ん ふ る え ん ざ

対応
たいおう

の厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

通達
つうたつ

」参照
さんしょう

） 

   2009年
ねん

夏
なつ

の新型
しんがた

インフルエンザ
い ん ふ る え ん ざ

の流行
りゅうこう

にあたり、罹患
り か ん

の疑
うたが

いのある聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の受
じゅ

診
しん

にあた

り手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の担
にな

い手
て

の確保
か く ほ

が問題
もんだい

となった。厚
こう

労省
ろうしょう

通達
つうたつ

は、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

依存
い ぞ ん

の現状
げんじょう

と聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の生命
せいめい

や健康
けんこう

を守
まも

るしくみの不十分
ふじゅうぶん

さを示
しめ

している。 

 

③ 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の労働
ろうどう

状態
じょうたい

の貧困
ひんこん

（「2005年度
ね ん ど

 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の労働
ろうどう

と健康
けんこう

についての実態
じったい

調査
ちょうさ

」

参照
さんしょう

） 

 手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

業務
ぎょうむ

を職務
しょくむ

（労働者
ろうどうしゃ

）として遂行
すいこう

する者
もの

に雇用通
こようつう

訳者
やくしゃ

がいるが、その内訳
うちわけ

は、78％

が非正
ひ せ い

職員
しょくいん

（月収
げっしゅう

平均
へいきん

は男性
だんせい

約
やく

20万円
まんえん

、女性
じょせい

は約
やく

16万円
まんえん

、50％の職場
しょくば

は職業病
しょくぎょうびょう

健
けん

診
しん

の実施
じ っ し

なし）、

平均
へいきん

年齢
ねんれい

は 46.2歳
さい

、約
やく

30％がいつも／時々
ときどき

肩
かた

が痛
いた

い、という状況
じょうきょう

になっている。 

 

④ 差別
さ べ つ

事例
じ れ い

（「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の差別
さ べ つ

事例
じ れ い

」参照
さんしょう

） 

  聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

するさまざまな形態
けいたい

での差別
さ べ つ

が現存
げんそん

している。 

○職場
しょくば

 

・職場
しょくば

に手話
し ゅ わ

ができる者
しゃ

がいないため仕事
し ご と

の内容
ないよう

や指示
し じ

等
とう

は筆談
ひつだん

。時間
じ か ん

がかかるので他
ほか

の人
ひと

の半分
はんぶん

位
くらい

の情報
じょうほう

しか伝
つた

えられない。 

・昇進
しょうしん

試験
し け ん

の面接
めんせつ

で手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を依頼
い ら い

したが断
ことわ

られ、「職場
しょくば

で手話
し ゅ わ

がちょっとできる人
ひと

」が通訳
つうやく

を担当
たんとう

した。その人
ひと

の手話
し ゅ わ

がよくわからず思
おも

うような返答
へんとう

ができなかった。結局
けっきょく

不合格
ふごうかく

でそれ以来
い ら い

受験
じゅけん

していない。 

○施設
し せ つ

 

・電車
でんしゃ

の無人
む じ ん

駅
えき

、高速
こうそく

道路
ど う ろ

の無人
む じ ん

料金所
りょうきんじょ

、エレベーター内
え れ べ ー た ー な い

、ドライブスル
ど ら い ぶ す る

ー、銀行
ぎんこう

のＡＴＭなど、

インタホン
い ん た ほ ん

しかなく、問
と

い合
あ

わせが必要
ひつよう

なときには聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

は利用
り よ う

できない。 

○医療
いりょう

機関
き か ん

 

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

一人
ひ と り

ではコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

困難
こんなん

という理由
り ゆ う

で入院
にゅういん

や検査
け ん さ

を断
ことわ

られる。 

・手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を依頼
い ら い

したがじゃまだからという理由
り ゆ う

で同席
どうせき

を断
ことわ

られた。 

○教育
きょういく

 

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の大学生
だいがくせい

。講義
こ う ぎ

で学生
がくせい

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

の通訳
つうやく

しか認
みと

められない。 

○司法
し ほ う

・警察
けいさつ

 

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の事情
じじょう

聴取
ちょうしゅ

に手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

が配置
は い ち

されない。 

・免許
めんきょ

更新
こうしん

時
じ

の説明
せつめい

に手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

が配置
は い ち

されない。 

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の裁判
さいばん

傍聴
ぼうちょう

にあたり、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

も傍聴券
ぼうちょうけん

が必要
ひつよう

といわれる。また裁判
さいばん

傍聴
ぼうちょう

に手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

が配置
は い ち

されない。 

○地域
ち い き

生活
せいかつ

 



・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のみの世帯
せ た い

とわかったら不動
ふ ど う

産屋
さ ん や

が物件
ぶっけん

を紹
しょう

介
かい

してくれない。 

・スポーツジム
す ぽ ー つ じ む

で聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の入会
にゅうかい

を断
ことわ

られた。 

・郵便局
ゆうびんきょく

の不在
ふ ざ い

配達票
はいたつひょう

に記載
き さ い

してある FAXへの連絡
れんらく

では当日
とうじつ

の再配達
さいはいたつ

対応
たいおう

ができない。 

・保険
ほ け ん

・携帯
けいたい

電話
で ん わ

・クレジットカード
く れ じ っ と か ー ど

の申込
もうしこみ

などのサービス
さ ー び す

で本人
ほんにん

確認
かくにん

が電話
で ん わ

だけの場合
ば あ い

があり

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

は利用
り よ う

できない。 

・通信
つうしん

販売
はんばい

・電話
で ん わ

回線
かいせん

申込
もうしこみ

・海外
かいがい

旅行
りょこう

・広報紙
こうほうし

の案内
あんない

など申込
もうしこみ

方法
ほうほう

や問
と

い合
あ

わせ方法
ほうほう

が電話
で ん わ

だけ

の場合
ば あ い

があり聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

は利用
り よ う

できない。 

  

 <実例
じつれい

> 

より深刻
しんこく

な問題
もんだい

として、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

と加齢
か れ い

等
とう

の問題
もんだい

が重層的
じゅうそうてき

に関係
かんけい

し、極
きわ

めて困難
こんなん

な権利
け ん り

侵害
しんがい

を

引
ひ

き起
お

こしている事例
じ れ い

が多
おお

く報告
ほうこく

されている。以下
い か

はその実例
じつれい

である。 

○79 歳聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

高齢者
こうれいしゃ

の入院
にゅういん

時
じ

身体
しんたい

拘束
こうそく

の事例
じ れ い

 

脳
のう

梗塞
こうそく

右片
みぎへん

麻痺
ま ひ

、帯状疱疹
たいじょうほうしん

、総胆管
そうたんかん

結石
けっせき

にて入院
にゅういん

。コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の不成立
ふせいりつ

が原因
げんいん

と思
おも

わ

れる「点滴
てんてき

の針
はり

を抜
ぬ

くという行為
こ う い

」が「治療
ちりょう

拒否
き ょ ひ

」と誤解
ご か い

され、両手
りょうて

をベッド
べ っ ど

柵に縛
さ く し ば

り身体
しんたい

を拘束
こうそく

された。また、精神
せいしん

薬
やく

が投
とう

与
よ

された。家族
か ぞ く

が、「縛
しば

られて眠
ねむ

らされている姿
すがた

は、みるにしのびな

い」と退院
たいいん

手続
て つ づ

きをとり、現在
げんざい

、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

の専用
せんよう

機能
き の う

のある特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

へ入所
にゅうしょ

し

ている。 

 ○不就学
ふしゅうがく

の聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

高齢者
こうれいしゃ

に対
たい

する専門
せんもん

機関
き か ん

の人権
じんけん

侵害
しんがい

 

 入所中
にゅうしょちゅう

の軽費
け い ひ

老人
ろうじん

ホーム
ほ ー む

作成
さくせい

の看護
か ん ご

サマリ
さ ま り

ーに、「聾唖
ろ う あ

のため意思
い し

疎通
そ つ う

困難
こんなん

」「未就学
みしゅうがく

にて

文盲
ぶんもう

」、また、掛
か

かり付
つ

け内科医
な い か い

の診療
しんりょう

情報
じょうほう

提供書
ていきょうしょ

に、「聾唖
ろ う あ

で文盲
もんもう

 意思
い し

疎通
そ つ う

が困難
こんなん

です」他
ほか

に

も、「聾唖
ろ う あ

のため詳細
しょうさい

聴取
ちょうしゅ

不能
ふ の う

」といった主旨
し ゅ し

の記述
きじゅつ

もある。 

これらに共通
きょうつう

するのは、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

と特別
とくべつ

な手立
て だ

てがほとんどとられていないこ

とであり、施設
し せ つ

や医療
いりょう

機関
き か ん

などの「閉
と

じられた空間
くうかん

」で行
おこな

われている人権
じんけん

侵害
しんがい

の事例
じ れ い

である 

 

５ 総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

への提案
ていあん

 〜上記
じょうき

の問題点
もんだいてん

を解
かい

決
けっ

するために〜  

（１） 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

の機能
き の う

強化
きょうか

  

  〜県
けん

レベル
れ べ る

でのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

・相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

〜 

 都道府県
と ど う ふ け ん

事業
じぎょう

である聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

事業
じぎょう

においてコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

に障害
しょうがい

のある

人
ひと

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

・相談
そうだん

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

強化
きょうか

を図
はか

る。 

 

＜機能
き の う

強化
きょうか

の例
れい

＞ 

○広域的
こういきてき

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

にかかる事業
じぎょう

（例
れい

：都道府県域
とどうふけ んいき

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

） 

○専門性
せんもんせい

（例
れい

：医療
いりょう

、労働
ろうどう

、司法
し ほ う

）の高
たか

いコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

（圏域
けんいき

での実施
じ っ し

も検討
けんとう

） 

○地域
ち い き

におけるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

障害
しょうがい

の支援
し え ん

ネットワーク
ね っ と わ ー く

の構築
こうちく

指導
し ど う

及
およ

び調整
ちょうせい

 

○コミュニケーションスキル
こ み ゅ に け ー し ょ ん す き る

（手話
し ゅ わ

会話
か い わ

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

等
とう

）のある専門
せんもん

職
しょく

養成
ようせい

 

○コミュニケーションスキル
こ み ゅ に け ー し ょ ん す き る

のある人材
じんざい

養成
ようせい

講座
こ う ざ

の講師
こ う し

養成
ようせい

 

 

（２）コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

実施
じ っ し

拠点
きょてん

の設置
せ っ ち

 〜福祉圏域
ふくしけんいき

レベル
れ べ る

での事業
じぎょう

拠点
きょてん

の展開
てんかい

〜 

 現行
げんこう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

が有
ゆう

する聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

機能
き の う

を、より身近
み じ か

な地域
ち い き

での

展開
てんかい

を図
はか

るために、都道府県
と ど う ふ け ん

、政令
せいれい

指定
し て い

都市
と し

に限
かぎ

らず、新
あら

たに中核
ちゅうかく

都市
と し

、福祉圏域
ふくしけんいき

での整備
せ い び

を促進
そくしん



するための補助
ほ じ ょ

対象
たいしょう

とし、広域
こういき

・専門
せんもん

相談
そうだん

支援
し え ん

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

、市町村
しちょうそん

職員
しょくいん

への研修
けんしゅう

・ 

地域
ち い き

の医療
いりょう

など公共
こうきょう

機関
き か ん

職員
しょくいん

への研修
けんしゅう

・民生
みんせい

児童
じ ど う

委員
い い ん

研修
けんしゅう

・地域
ち い き

住民
じゅうみん

や学校
がっこう

の生徒
せ い と

などへの理解
り か い

促進
そくしん

交流
こうりゅう

事業
じぎょう

などきめ細
こま

かく実施
じ っ し

できる体制
たいせい

を整
ととの

えるべきである。 

 また、必須
ひ っ す

事業
じぎょう

であるにも関
かか

わらず実施
じ っ し

自治体数
じ ち た い す う

が増加
ぞ う か

しないコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の

実施
じ っ し

自治体数
じ ち た い す う

の増加
ぞ う か

を図
はか

り、各都道府県内
かくとどうふけんない

の福祉圏域
ふくしけんいき

レベル
れ べ る

でコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

拠点
きょてん

を設
もう

け、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

を保障
ほしょう

することのできる通所型
つうしょがた

日中
にっちゅう

活
かつ

活動
かつどう

を整備
せ い び

する。 

 

＜実施
じ っ し

拠点
きょてん

の開設方
かいせつかた

法例
ほうれい

＞ 

○聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

センタ
せ ん た

ー設置
せ っ ち

（複数
ふくすう

の市町村
しちょうそん

が、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業
じぎょう

として運営費
うんえいひ

を支出
ししゅつ

し

あい共同
きょうどう

設置
せ っ ち

する） 

＜想定
そうてい

される事業例
じぎょうれい

＞ 

○手話通訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひつ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

事業
じぎょう

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひつ

記者
き し ゃ

養成
ようせい

事業
じぎょう

、手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

養成
ようせい

事業
じぎょう

、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とする相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

 

 

（３）障害者
しょうがいしゃ

関連
かんれん

事業
じぎょう

拠点
きょてん

への有
ゆう

資格者
しかくしゃ

配置
は い ち

 〜市町村
しちょうそん

・福祉圏域
ふくしけんいき

レベル
れ べ る

での事業
じぎょう

の充実
じゅうじつ

〜 

 市町村
しちょうそん

・福祉圏域
ふくしけんいき

レベル
れ べ る

の障害者
しょうがいしゃ

関連
かんれん

事業
じぎょう

拠点
きょてん

に、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

や盲
もう

ろう者
しゃ

支援
し え ん

スキル
す き る

を獲得
かくとく

 

（例
れい

：（１）の情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

での研修
けんしゅう

）手話
し ゅ わ

通訳士
つうやくし

等
とう

有
ゆう

資格者
しかくしゃ

を配置
は い ち

し、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

に支障
ししょう

のない障害者
しょうがいしゃ

と同等
どうとう

に利用
り よ う

できるように、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

機能
き の う

強化
きょうか

を図
はか

ること。 

 

＜配置
は い ち

場所
ば し ょ

の例
れい

＞ 

○委託
い た く

相談
そうだん

支援
し え ん

相談
そうだん

事業所
じぎょうしょ

（福祉圏域
ふくしけんいき

ごとに置
お

かれる相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

） 

○障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス
さ ー び す

（例
れい

：施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

や日中
にっちゅう

活動
かつどう

の中
なか

でコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

強化型
きょうかがた

（仮
かり

）を新設
しんせつ

） 

○市町村
ちょうむら

の障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

事務
じ む

担当
たんとう

セクション
せ く し ょ ん

（例
れい

：市町村
しちょうそん

における手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

の必須
ひ っ す

事業化
じぎょうか

） 

○障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

促進
そくしん

関連
かんれん

事業所
じぎょうしょ

（例
れい

：地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

職業
しょくぎょう

センタ
せ ん た

ー、障害者
しょうがいしゃ

就業
しゅうぎょう

／生活
せいかつ

支援
し え ん

センタ
せ ん た

ー） 

 

                                       以上
いじょう

 


