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 コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

についての追加
つ い か

意見
い け ん

 

 財団
ざいだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにほん

ろうあ連盟
れんめい

 

西滝
にしたき

 憲彦
のりひこ

 

 

（１）相談
そうだん

支援
し え ん

、居宅
きょたく

介護
か い ご

、通所
つうしょ

の事業
じぎょう

など自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の事業
じぎょう

に手話
し ゅ わ

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

による

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

の想定
そうてい

がないことを改善
かいぜん

すべきである。 

 

○福祉圏域
ふくしけんいき

エリア
え り あ

で手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・ろうあ者
しゃ

相談員
そうだんいん

等
とう

の配置
は い ち

を義務付
ぎ む づ

け 

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の事業
じぎょう

を利用
り よ 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

は難度
な ん ど

の高
たか

い

専門性
せんもんせい

の 必要
ひつよう

な 分野
ぶ ん や

と 考
かんが

え る べ き で あ る 。 こ の た め 、 福祉圏域
ふくしけんいき

に 一カ所
いっかしょ

は

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

を整備
せ い び

した基幹型
きかんがた

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

として、手話
し ゅ わ

通訳士
つうやくし

有
ゆう

資格者
しかくしゃ

（または手話
し ゅ わ

通訳士
つうやくし

と同等
どうとう

のレベル
れ べ る

と認
みと

められる手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

）および自治体
じ ち た い

独自
ど く じ

に設置
せ っ ち

されているろうあ者
しゃ

相談員
そうだんいん

をはじめとする聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

を専門
せんもん

に相談
そうだん

支援
し え ん

する者
もの

を職員
しょくいん

配置
は い ち

基準
きじゅん

（職員
しょくいん

定数
ていすう

の積算
せきさん

にあたって考慮
こうりょ

すべき人員
じんいん

とする）に組
く

み入
い

れる法的
ほうてき

整備
せ い び

を

行
おこな

って頂
いただ

きたい。このことにより、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

へ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

を行
おこな

うとと

もに、さらには視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

へのコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

と情報
じょうほう

保障
ほしょう

について

もきちんと行
おこな

える事業所
じぎょうしょ

となることが期待
き た い

される。 

 

この他
ほか

、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

を改善
かいぜん

するため、下記
か き

の措置
そ ち

、対応
たいおう

等
とう

を図
はか

って頂
いただ

きたい。 

 ・第
だい

３条
じょう

、「国民
こくみん

の責務
せ き む

」の前
ぜん

に、「事業所
じぎょうしょ

の責務
せ き む

」を加
くわ

え、そこに聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

コミ
こ み

 

ュニケーション
ゅ に け ー し ょ ん

についての配慮
はいりょ

を義務
ぎ む

づける。 

・相談
そうだん

支援
し え ん

、居宅
きょたく

介護
か い ご

、通所
つうしょ

事業
じぎょう

等
とう

については、「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

体制
たいせい

加算
か さ ん

」（仮
かり

） 

総 合
そうごう

福 祉
ふくし

部 会
ぶかい

 第 1 6 回
だい  かい

 

H23.7.26 参 考
さんこう

資 料
しりょう

2 

西 滝
にしたき

委 員
いいん

提 出
ていしゅつ

資 料
しりょう
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のような加算
か さ ん

制度
せ い ど

を創設
そうせつ

し、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

の支援
し え ん

を可能
か の う

とすること。 

・相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

研修
けんしゅう

に係
かか

るカリキュラム
か り き ゅ ら む

に「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

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

（手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、筆談
ひつだん

の基礎
き そ

知識
ち し き

、派遣
は け ん

等
とう

の制度
せ い ど

概要
がいよう

）を加
くわ

える。また、社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

 

人
じん

全国
ぜんこく

手話
し ゅ わ

研修
けんしゅう

センタ
せ ん た

ー主催
しゅさい

の全国
ぜんこく

手話
し ゅ わ

検定
けんてい

２級
きゅう

以上
いじょう

の手話
し ゅ わ

技術
ぎじゅつ

を持
も

つよう研修
けんしゅう

を行
おこな

う。 

サービス
さ ー び す

管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

（サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

責任者
せきにんしゃ

含
ふく

む）研修
けんしゅう

にかかるカリキュラム
か り き ゅ ら む

に「聴覚
ちょうかく

 

障害者
しょうがいしゃ

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

（手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、筆談
ひつだん

の基礎
き そ

知識
ち し き

、派遣
は け ん

等
とう

の制
せい

 

度
ど

概要
がいよう

）を加
くわ

える。 

・聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

への居宅
きょたく

介護
か い ご

の場合
ば あ い

は、手話
し ゅ わ

のできるヘルパ
へ る ぱ

ー、または聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

ヘルパ
へ る ぱ

 

ーの派遣
は け ん

を条件
じょうけん

にする。 

また、事業所
じぎょうしょ

で「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

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

（手話
し ゅ わ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、筆談
ひつだん

 

の基礎
き そ

知識
ち し き

、派遣
は け ん

等
とう

の制度
せ い ど

概要
がいよう

）」の研修
けんしゅう

を必須
ひ っ す

とする。 

手話
し ゅ わ

のできる職員
しょくいん

が常時
じょうじ

雇用
こ よ う

されていない場合
ば あ 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

基本的
きほんてき

に聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

からの依頼
い ら い

により派遣
は け ん

する制度
せ い ど

だが、事業所
じぎょうしょ

からの手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

派遣
は け ん

依頼
い ら い

にも応
おう

じることができる制度
せ い ど

として拡充
かくじゅう

すること。 

・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

とするケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

やモニタリング
も に た り ん ぐ

の際
さい

は、コミュニケーショ
こ み ゅ に け ー し ょ

 

ン
ん

支援
し え ん

を行
おこな

っている事業所
じぎょうしょ

の助言
じょげん

を得
え

て行
おこな

うことを義務
ぎ む

づける。 

 

 

 

（２）市町村
しちょうそん

事業
じぎょう

の実施率
じっしりつ

を高
たか

めるための方策
ほうさく

について 

 

○障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

で 100％実施
じ っ し

を明示
め い じ
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 必須
ひ っ す

事業
じぎょう

として市町村
しちょうそん

に実施
じ っ し

を促
うなが

すためには、いつまでに実施率
じっしりつ

100％を達成
たっせい

するという

目標
もくひょう

を明示
め い じ

した施策
し さ く

が必要
ひつよう

である。例
れい

として、自立
じ り つ

支援法
しえんほう

では３年
ねん

ごとの障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を

策定
さくてい

することとしているので、その３年間
ねんかん

に実施率
じっしりつ

100％を達成
たっせい

するよう施策
し さ く

を講
こう

じる。 

・市町村
しちょうそん

においては、「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

」「手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

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

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

」の実施
じ っ し

100％を達成
たっせい

する。 

・単独
たんどく

で実施
じ っ し

できない市町村
しちょうそん

への対応
たいおう

として、一部
い ち ぶ

事務
じ む

組合
くみあい

等
とう

の広域
こういき

組織
そ し き

を受
う

け手
て

として

複数
ふくすう

市町村
しちょうそん

での事業
じぎょう

を実施
じ っ し

する。または、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

が一部
い ち ぶ

事務
じ む

組合
くみあい

等
とう

の

広域
こういき

組織
そ し き

または各市町村
かくしちょうそん

の個別
こ べ つ

委託
い た く

どちらかの方法
ほうほう

で業務
ぎょうむ

委託
い た く

を受
う

けて実施
じ っ し

する。この

どちらかの方法
ほうほう

により、効率的
こうりつてき

に実施
じ っ し

していく施策
し さ く

を講
こう

じる。 

・都道府県
と ど う ふ け ん

においては、「手話通
しゅわつう

訳者
やくもの

養成
ようせい

・研修
けんしゅう

事業
じぎょう

」のみならず、都道府県
と ど う ふ け ん

レベル
れ べ る

の障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

からのニーズ
に ー ず

、または警察
けいさつ

・司法
し ほ う

・医療
いりょう

等
とう

専門的
せんもんてき

に高度
こ う ど

なニーズ
に ー ず

、および広域
こういき

派遣
は け ん

対応
たいおう

としての「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

」「手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

」を聴覚
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

に

おいて実施
じ っ し

することを義務
ぎ む

づけ、全都道府県
ぜん とどうふ けん

での 100％実施
じ っ し

を達成
たっせい

する。 

・各事業
かくじぎょう

の財源
ざいげん

は、国
くに

・都道府県
と ど う ふ け ん

1/4・市町村
しちょうそん

1/4。ただし国
くに

の補助
ほ じ ょ

金
きん

は市町村
しちょうそん

が必要
ひつよう

とす

る予算
よ さ ん

の 1/2を義務
ぎ む

づけるよう、義務的
ぎ む て き

経費枠
けいひわく

に組
く

み替
か

える。 

 

 

（３）「コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

（支援
し え ん

）」の定義
て い ぎ

や意義
い ぎ

の共通
きょうつう

理解
り か い

を。 

 

○人的（発達
はったつ

）支援
し え ん

が求
もと

められている 

・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

は、「意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

ること」、「人的
じんてき

（発達
はったつ

等
とう

）支援
し え ん

」の 

二
ふた

つの役割
やくわり

を持
も

っている。 
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①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
もの

と間
ま

で、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

または要約
ようやく

筆
ひつ

 

記
き

により意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

る役割
やくわり

を持
も

っている。 

②十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けることができなかったり、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

保障
ほしょう

の乏
とぼ

しい日常
にちじょう

生活
せいかつ

を

強
し

いられたり、精神
せいしん

障害
しょうがい

などの他
ほか

の障害
しょうがい

を併
あわ

せ持
も

ったりするなどの問題
もんだい

を抱
かか

えている聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

も多
おお

く、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

で提
てい

供
きょう

される情報
じょうほう

の理解
り か い

を促進
そくしん

する支援
し え ん

が相対的
そうたいてき

に重点
じゅうてん

となる場合
ば あ い

も多
おお

い。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

・自己
じ こ

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

等
とう

、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

と一体
いったい

と

なった人的
じんてき

支援
し え ん

の役割
やくわり

も持
も

っている。 

  

現在
げんざい

、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

において②の人的
じんてき

支援
し え ん

の役割
やくわり

が確立
かくりつ

されているとは言
い

えず、システム化
し す て む か

されにくいこともあり、様々
さまざま

な問題
もんだい

が生
しょう

じていると言
い

える。 

学校
がっこう

教育
きょういく

、職場
しょくば

、地域
ち い き

社会
しゃかい

、介護
か い ご

サービス
さ ー び す

などの社会
しゃかい

参加
さ ん か

場面
ば め ん

において、（二人
ふ た り

以上
いじょう

の）

集団内
しゅうだんない

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

の成立
せいりつ

が前提
ぜんてい

となっているが、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

（あるいは精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

）が参加
さ ん か

した場合
ば あ い

に、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

が保障
ほしょう

されていないこ

とから、当該
とうがい

場面
ば め ん

に参加
さ ん か

できず孤立
こ り つ

を強
し

いられている。また、本人
ほんにん

の言語
げ ん ご

能力
のうりょく

や人間
にんげん

関係
かんけい

形成力
けいせいりょく

により、情報
じょうほう

提供
ていきょう

だけではコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

が成立
せいりつ

せず社会
しゃかい

参加
さ ん か

できていない

場合
ば あ い

がある。 

 

なお、参考
さんこう

として、「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

の現状
げんじょう

把握
は あ く

及
およ

び再構築
さいこうちく

検討
けんとう

事業
じぎょう

 平成
へいせい

17年度
ね ん ど

報告書
ほうこくしょ

 ～手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

事業
じぎょう

の発展
はってん

を願
ねが

って」において、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

の定義
て い ぎ

（意義
い ぎ

と役割
やくわり

）について次
つぎ

のように記述
きじゅつ

されている。 

「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

にとって、個人
こ じ ん

としての尊重
そんちょう

・基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

の内容
ないよう

として、コミュニケ
こ み ゅ に け

ー
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ション
し ょ ん

と情報
じょうほう

の保障
ほしょう

が極
きわ

めて重要
じゅうよう

な構成
こうせい

要素
よ う そ

となる。 

個人
こ じ ん

の人格
じんかく

の尊重
そんちょう

も、憲法上
けんぽうじょう

の一
ひと

つ一
ひと

つの権利
け ん り

の行使
こ う し

も、社会
しゃかい

と言
い

う人間
にんげん

集団
しゅうだん

との関
かか

わ

りで問題
もんだい

になる。そして、社会
しゃかい

と関
かか

わりを持
も

つためには、自由
じ ゆ う

なコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

と情報
じょうほう

の 自由
じ ゆ う

な 発信
はっしん

・ 入手
にゅうしゅ

と が 必須
ひ っ す

条件
じょうけん

で あ る 。 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の 場合
ば あ い

、 そ の 主
しゅ

た る

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

方法
ほうほう

が社会
しゃかい

一般
いっぱん

の方法
ほうほう

とは異
こと

なっている。そのままでは通
つう

じ合
あ

えない

のである。従
したが

って、このことに対
たい

する社会的
しゃかいてき

保障
ほしょう

がない時
とき

は、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

ができ

ないまま、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

は、人格
じんかく

否定
ひ て い

につながる孤立
こ り つ

を強
きょう

いられ、憲法上
けんぽうじょう

の権利
け ん り

行使
こ う し

が著
いちじる

し

く制約
せいやく

された生活
せいかつ

を強
し

いられることになる。 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

制度
せ い ど

は、この場合
ば あ い

の問題
もんだい

について直接的
ちょくせつてき

に関
かか

わっている。 

例
たと

えば、2001年
ねん

6 月
つき

の法
ほう

改正
かいせい

により、医事
い じ

・薬事
や く じ

関係
かんけい

の欠格
けっかく

条項
じょうこう

は削
さく

除
じょ

され、一般論
いっぱんろん

と

しては、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

も医師
い し

や薬剤師
やくざいし

等
とう

の資格
し か く

を取得
しゅとく

できるようになった。しかし、仮
かり

に口頭
こうとう

試問
し も ん

が行
おこな

われるような時
とき

に手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

の保障
ほしょう

が無
な

いとしたら、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

排除
はいじょ

は実質的
じっしつてき

に

継続
けいぞく

することになってしまう。法
ほう

の下
した

の平
びょう

等
どう

と職業
しょくぎょう

選択
せんたく

の自由
じ ゆ う

に対
たい

する侵害
しんがい

は、差別的
さべつてき

な

法律
ほうりつ

条項
じょうこう

の廃止
は い し

だけではなくならず、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

と情報
じょうほう

提供
ていきょう

が保障
ほしょう

された

ときに初
はじ

めて実効性
じっこうせい

を持
も

つのである。さらに言
い

えば、医事
い じ

・薬事
や く じ

関係
かんけい

の専門的
せんもんてき

教育
きょういく

を受
う

け

るに際
さい

して、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

によるコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

・情報
じょうほう

の保障
ほしょう

がなされることが重要
じゅうよう

で

ある。 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

制度
せ い ど

は、このような場合
ば あ い

の権利
け ん り

保障
ほしょう

、権利
け ん り

実現
じつげん

のための公的
こうてき

制度
せ い ど

であり、上記
じょうき

の

例
れい

で言
い

えば、それが機能
き の う

したとき初
はじ

めて欠格
けっかく

条項
じょうこう

による聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

排除
はいじょ

が克
こく

服
ふく

されたと言
い

えるのである。 

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

と情報
じょうほう

の保障
ほしょう

がない限
かぎ

り、個人
こ じ ん

としての尊重
そんちょう

も基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

も、

現実
げんじつ

のものとはならない。手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

とその制度的
せいどてき

保障
ほしょう

は、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の憲法上
けんぽうじょう

の権利
け ん り

保障
ほしょう

、
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権利
け ん り

行使
こ う し

に直接的
ちょくせつてき

に関
かか

わってくるものである。 

そして、憲法上
けんぽうじょう

の権利
け ん り

は、立法
りっぽう

、司法
し ほ う

、行政
ぎょうせい

と国家
こ っ か

機関
き か ん

のすべての分野
ぶ ん や

についてのもの

であり、人間
にんげん

社会
しゃかい

でのあらゆる分野
ぶ ん や

、あらゆる場面
ば め ん

で保障
ほしょう

されるべきものであるから、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

制度
せ い ど

は、これらのあらゆる分野
ぶ ん や

をカバ
か ば

ーするものでなくてはならない。」 

 

 

（４）手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

は申請
しんせい

しなければ受
う

けられない、そして申請
しんせい

できる力
ちから

を持
も

たな 

 い聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が多
おお

い。この現状
げんじょう

を改善
かいぜん

するために。 

 

○相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

の働
はたら

きと社会
しゃかい

参加
さ ん か

場面
ば め ん

毎
ごと

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

がキーポイント
き ー ぽ い ん と

 

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

か必要
ひつよう

とするコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

を申請
しんせい

できる力
ちから

を発揮
は っ き

するためには、

ケースワーク
け ー す わ ー く

機能
き の う

が問
と

われる課題
か だ い

であり、（１）で述
の

べたように基幹型
きかんがた

相談
そうだん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

、

自治体
じ ち た い

における手話
し ゅ わ

通訳士
つうやくし

有
ゆう

資格者
しかくしゃ

、ろうあ者
しゃ

相談員
そうだんいん

等
とう

の相談
そうだん

支援者
しえんしゃ

、および、

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

のコーディネート
こ ー で ぃ ね ー と

担当
たんとう

職員
しょくいん

（自
みずか

らが手話
し ゅ わ

通訳士
つうやくし

有
ゆう

資格
し か く

であ

り、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

設置
せ っ ち

事業
じぎょう

ないし公務員
こうむいん

として採用
さいよう

された手話
し ゅ わ

通訳士
つうやくし

有
ゆう

資格者
しかくしゃ

であること）

が、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

に働
はたら

きかけるなど、具体的
ぐたいてき

に聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が自分
じ ぶ ん

で申請
しんせい

できるよう

エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
し え ん

を行
おこな

う役割
やくわり

が重要
じゅうよう

である。 

また、個別
こ べ つ

のコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

から、コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

手段
しゅだん

を共
きょう

有
ゆう

する集団的
しゅうだんてき

学習
がくしゅう

（エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

）支援
し え ん

を可能
か の う

とするようなサービス
さ ー び す

を開発
かいはつ

する必要
ひつよう

があり、現在
げんざい

の

地域
ち い き

活動
かつどう

支援
し え ん

センタ
せ ん た

ー事業
じぎょう

を、市町村
しちょうそん

事業
じぎょう

だけでなく、国
くに

による義務的
ぎ む て き

事業
じぎょう

として位置付
い ち づ

け

直
なお

した上
うえ

で広域的
こういきてき

事業
じぎょう

として聴覚
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

等
とう

で運営
うんえい

できるよう改善
かいぜん

すること。 

自治体
じ ち た い

、公的
こうてき

機関
き か ん

（医療
いりょう

機関
き か ん

他
ほか

）、労働
ろうどう

場面
ば め ん

、教育
きょういく

場面
ば め ん

等
とう

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

を整理
せ い り
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し義務付
ぎ む づ

けのための法
ほう

整備
せ い び

（条例化
じょうれいか

）を行
おこな

う必要
ひつよう

がある。 

 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

学習
がくしゅう

も必要
ひつよう

。ろう学校
がっこう

等
とう

で、社会
しゃかい

に出
で

る前
まえ

からの手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

等
とう

、

社会
しゃかい

における制度
せ い ど

利用
り よ う

についての履修
りしゅう

を入
い

れること。および社会
しゃかい

の事業者側
じぎょうしゃがわ

への

コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
し え ん

制度
せ い ど

利用
り よ う

の啓発
けいはつ

も重要
じゅうよう

である。 

 

以上
いじょう

 


