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○用語解説について
よ う ごかいせつ

本文の右上に※印のついている用語については、P14以降の用語解説で説明します。
ほんぶん みぎうえ しるし よ う ご い こ う よ う ごかいせつ せつめい

しています。

○「障害」を「障がい」と表記することについて
しょうがい しょう ひょうき

本ロードマップでは、障がいのある人や支援者の思いを大切にし、市民の障がいの
ほん しょう ひと しえんしゃ おも たいせつ し み ん しょう

ある人に対する理解を深めていただくため、法令の名称や固有名称を除き、「害」の
ひと たい り か い ふか ほうれい めいしょう こ ゆ うめいしょう のぞ がい

漢字を用いないで、ひらがなで表記しました。
か ん じ もち ひょうき

しています。
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１ ロードマップの位置付け
い ち づ

⑴ 手話言語施策ロードマップとは？
し ゅ わ げ ん ご せ さ く

このロードマップは、真庭市手話言語条例※（以下
ま に わ し し ゅ わ げ ん ごじょうれい い か

「条例」といいます。）第８条に基づき、手話が音声言語で
じょうれい だい じょう もと し ゅ わ おんせいげ ん ご

ある日本語と対等の「言語」であるとの認識のもと、真庭市が
に ほ ん ご たいとう げ ん ご にんしき ま に わ し

実施する手話言語に関する施策について、「総合的かつ
じ っ し し ゅ わ げ ん ご かん せ さ く そうごうてき

計画的」に推進するため、市が実施している・実施を検討して
けいかくてき すいしん し じ っ し じ っ し けんとう

いる施策をまとめたものです。
せ さ く

⑵ 他の計画との関係性
た けいかく かんけいせい

このロードマップは、真庭市の最上位計画である「第２次
ま に わ し さいじょういけいかく だい じ

真庭市総合計画」の健康福祉分野に係る施策として掲げられて
ま に わ しそうごうけいかく けんこうふ く し ぶ ん や かか せ さ く かか

いる「ライフスタイルを実現する可能性の進化」の取組との
じつげん かのうせい し ん か とりくみ

整合を図りながら策定しています。SDGｓ※の誰一人取り残
せいごう はか さくてい エスディージーズ だれひとり と のこ

さない共生社会の実現に向けて、障がいのある人もない人
きょうせいしゃかい じつげん む しょう ひと ひと

も、相互に尊重し共に生きる地域を実現するため実施すべき
そ う ご そんちょう とも い ち い き じつげん じ っ し

取組をまとめています。
とりくみ

ろ
ー
ど
ま
っ
ぷ
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また、計画策定に当たっては、福祉関連計画を横断した取組
けいかくさくてい あ ふ く しかんれんけいかく おうだん とりくみ

の方向を定めた地域福祉計画を上位計画とし、児童福祉・
ほうこう さだ ち い き ふ く しけいかく じょういけいかく じ ど う ふ く し

高齢者福祉等の他計画とも整合を図りながら、各分野との
こうれいしゃふ く しとう たけいかく せいごう はか かくぶんや

連携・協働※のもとで策定しています。
れんけい きょうどう さくてい

さらに、真庭市では、各部局が「共生社会※」について
ま に わ し かくぶきょく きょうせいしゃかい

共通認識を持ち、様々な分野の関連諸計画との整合性を保ち
きょうつうにんしき も さまざま ぶ ん や かんれんしょけいかく せいごうせい たも

ながら、「分野にとらわれない、共に生きる社会」を計画的に
ぶ ん や とも い しゃかい けいかくてき

推進するための最上位方針として、「真庭市共生社会推進基本
すいしん さいじょういほうしん ま に わ しきょうせいしゃかいすいしんき ほ ん

方針」を定めています。このロードマップも、基本方針と
ほうしん さだ き ほ んほうしん

整合性を図りながら策定しています。
せいごうせい はか さくてい

第２次真庭市総合計画（改訂）
だい じ ま に わ しそうごうけいかく かいてい

「ライフスタイルを実現する可能性の進化（健康福祉分野）」
じつげん か の う せ い し ん か

けんこうふくしぶんや

の実現を目指すための個別計画
じつげん め ざ こ べ つ けいかく

第２次真庭市地域福祉計画
だい じ ま に わ し ち い き ふ く しけいかく

第３次真庭市障がい者計画
だい じ ま に わ ししょう しゃけいかく

真庭市障がい福祉に関する実施計画
ま に わ ししょう ふ く し かん じ っ しけいかく

（第６期真庭市障がい福祉計画
だい き まにわししょう ふくしけいかく

・第２期障がい児福祉計画）
だい き しょう じ ふくしけいかく

第８期真庭市高齢者保健福祉計画
だい き ま に わ しこうれいしゃほ け ん ふ く しけいかく

・介護保険事業計画
か い ご ほ け んじぎょうけいかく

真庭市手話言語施策ロードマップ
ま に わ し し ゅ わ げ ん ご せ さ く

第２次まにわ食育・健康づくり計画
だい じ しょくいく けんこう けいかく

真庭市子ども・子育て支援事業計画
ま に わ し こ こ そ だ し え んじぎょうけいかく

連携・
れんけい

協働
きょうどう

真
庭
市
共
生
社
会
推
進
基
本
方
針

ま

に

わ

し
き
ょ
う
せ
い
し
ゃ
か
い
す
い
し
ん
き
ほ
ん
ほ
う
し
ん

そ
の
他
の
分
野
の
個
別
計
画
（
防
災
・
都
市
・
教
育
な
ど
）

た

ぶ
ん
や

こ
べ
つ
け
い
か
く

ぼ
う
さ
い

と

し

き
ょ
う
い
く
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⑶ ロードマップの対象期間
たいしょうき か ん

このロードマップの期間は、令和３年度（2021年度）から
き か ん れ い わ ね ん ど ね ん ど

令和５年度（2023年度）までの３年間です。
れ い わ ね ん ど ね ん ど ねんかん

ただし、本市を取り巻く社会経済状 況の変化や、当事者の
ほ ん し と ま しゃかいけいざいじょうきょう へ ん か とうじしゃ

方との協議などを踏まえ、必要に応じて見直しを行うことが
かた きょうぎ ふ ひつよう おう み なお おこな

あります。

本計画と
ほんけいかく

主な関連計画
おも かんれんけいかく

平成30
へいせい

年度
ねんど

（2018

年度）
ねんど

令和
れいわ

元年度
がんねんど

（2019

年度）
ねんど

令和2
れいわ

年度
ねんど

（2020

年度）
ねんど

令和3
れいわ

年度
ねんど

（2021

年度）
ねんど

令和4
れいわ

年度
ねんど

（2022

年度）
ねんど

令和5
れいわ

年度
ねんど

（2023

年度）
ねんど

第２次
だい じ

真庭市総合計画
ま に わ しそうごうけいかく

第２次
だい じ

真庭市地域福祉計画
ま に わ し ち い き ふ く しけいかく

真庭市
ま に わ し

障がい者計画
しょう しゃけいかく

真庭市障がい福祉
ま に わ ししょう ふ く し

に関する実施計画
かん じ っ しけいかく

真庭市手話言語
ま に わ し し ゅ わ げ ん ご

施策ロードマップ
せ さ く

第２次計画
だい じ けいかく

第３次計画
だい じ けいかく

前期計画）
ぜ ん きけいかく

現行計画
げんこうけいかく

Ｎｅｗ！

現行計画（令和6（2024）年度まで）
げんこうけいかく

れいわ ねんど



5

２ 基本理念
き ほ ん り ね ん

真庭市は、手話が「言語」である※という認識に基づき、ろ
ま にわ し しゅ わ げん ご にんしき もと

う者や手話言語に対する理解をさらに広げ、手話言語を使用で
しゃ しゅ わ げん ご たい り かい ひろ しゅ わ げん ご し よう

きる環境を整え、安心して暮らすことができる共生社会の
かんきょう ととの あんしん く きょうせいしゃかい

実現を目指します。
じつげん め ざ

真庭市が手話言語施策を通じて目指す共生社会は、聴者と
ま にわ し しゅ わ げん ご せ さく つう め ざ きょうせいしゃかい ちょうしゃ

手話を第一言語とする ろう者※ が、お互いの理解を深め、ろ
しゅ わ だいいちげん ご しゃ たが り かい ふか

う者が障壁を感じることなく手話を使って生きることがで
しゃ しょうへき かん しゅ わ つか い

き、それを尊重することができる社会です。この理念を「手
そんちょう しゃかい り ねん しゅ

話言語都市・まにわ～『手話で生きること』を互いに尊重で
わ げん ご と し しゅ わ い たが そんちょう

きる共生社会～」という形で端的に表現し、真庭市が目指
きょうせいしゃかい かたち たんてき ひょうげん ま にわ し め ざ

す社会像をまとめました。
しゃかいぞう

なお、「手話言語都市・まにわ」を実現するための施策を、
しゅ わ げん ご と し じつげん せ さく

このロードマップに記載していますが、市役所だけでなく、市
き さい し やくしょ し

民、事業者、そして、ろう者を含む当事者※が一体となって取
みん じ ぎょうしゃ しゃ ふく とう じ しゃ いったい と

り組むことで初めて、基本理念を実現することができます。ぜ
く はじ き ほん り ねん じつげん

ひ市民、事業者、当事者の皆様も一緒に参画していただき、
し みん じ ぎょうしゃ とう じ しゃ みなさま いっしょ さんかく

共に「手話言語都市・まにわ」を実現しましょう。
とも しゅ わ げん ご と し じつげん

【基本理念】
き ほん り ねん

手話言語都市・まにわ
し ゅ わ げ ん ご と し

～ 「手話で生きること」を互いに尊重できる共生社会 ～
しゅ わ い たが そんちょう きょうせいしゃかい
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３ 市で実施する／実施を検討する各取組
し じ っ し じ っ し けんとう かくとりくみ

手話言語に関する取組として、条例第８条に掲げられた各施
しゅ わ げん ご かん とりくみ じょうれいだい じょう かか かく せ

策の項目ごとに、以下の取組を実施、または実施を検討します。
さく こうもく い か とりくみ じっ し じっ し けんとう

また、既に実施中の取組についても、可能なものは、関係者間
すで じっ し ちゅう とりくみ か のう かんけいしゃかん

の連携強化や内容の充実などの改善に取り組みます。
れんけいきょう か ないよう じゅうじつ かいぜん と く

⑴ ろう者及び手話言語に対する理解並びに手話言語の普
しゃおよ しゅ わ げん ご たい り かいなら しゅ わ げん ご ふ

及を図るための施策
きゅう はか せ さく

No. 取組概要
とりくみがいよう

取組の内容
とりくみ ないよう

スケジュール

１ 手話出前講座の
し ゅ わ で ま え こ う ざ

実施
じ っ し

市民、事業者向けの出前講
し みん じ ぎょうしゃ む で まえこう

座を実施。１回で自分の名
ざ じっ し かい じ ぶん な

前や簡単な挨拶等の取得を
まえ かんたん あいさつとう しゅとく

目指す。
め ざ

令和３年度から
れ い わ ね ん ど

実施
じ っ し

２ 手話奉仕員※
し ゅ わほうしいん

養成講座の実施
ようせいこ う ざ じ っ し

入門過程では簡単な手話が
にゅうもん か てい かんたん しゅ わ

理解でき、手話で自己紹介
り かい しゅ わ じ こ しょうかい

や挨拶ができるレベル、基
あいさつ き

礎過程では手話文法を学
そ か てい しゅ わ ぶんぽう まな

び、特定の聴覚障がい者
とくてい ちょうかくしょう しゃ

となら手話で日常会話がで
しゅ わ にちじょうかい わ

きるレベルを目指す。
め ざ

既に実施中
すで じっ し ちゅう

（PRの強化）
きょう か

３ 学校における
がっこう

手話講座の手続
し ゅ わ こ う ざ てつづき

の統一化
とういつか

各小中学校において実施
かくしょうちゅうがっこう じ っ し

している手話講座の手続を
し ゅ わ こ う ざ てつづき

統一化する。
とういつか

令和３年度に
れ い わ ね ん ど

検討開始、令和
けんとうか い し れ い わ

４年度から実施
ね ん ど じ っ し
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⑵ 手話言語による情報取得及び手話を使いやすい環境
しゅ わ げん ご じょうほうしゅとくおよ しゅ わ つか かんきょう

構築のための施策
こうちく せ さく

４ デフリンピック

のＰＲ

パラリンピックのＰＲのよ

うに、デフリンピックのＰ

Ｒも実施する。
じ っ し

令和３年度から
れ い わ ね ん ど

実施
じ っ し

５ 障がい者アス
しょう しゃ

リートによる

心のバリアフ
こころ

リー授業の推
じゅぎょう すい

進
しん

現在実施中の障がい者ア
げんざいじっ し ちゅう しょう しゃ

スリートによる心のバリア
こころ

フリー授業について、聴
じゅぎょう ちょう

覚障がいのある選手にも授
かくしょう せんしゅ じゅ

業をしてもらう。
ぎょう

令和３年度に
れ い わ ね ん ど

検討開始、令和
けんとうか い し れ い わ

４年度から実施
ね ん ど じ っ し

６ 保育園・こども
ほいくえん

園・幼稚園の
えん ようちえん

園児への手話
え ん じ し ゅ わ

講座の実施
こ う ざ じ っ し

就学前の時期から、手話に
しゅうがくまえ じ き し ゅ わ

親しむことを目的とし、
した もくてき

基本的な手話を学ぶ講座を
きほんてき し ゅ わ まな こ う ざ

実施する。
じ っ し

令和３年度に
れ い わ ね ん ど

検討開始、令和
けんとうか い し れ い わ

４年度から実施
ね ん ど じ っ し

７ 学習機会の
がくしゅうき か い

提供
ていきょう

市が行う講演会や講座など
し おこな こうえんかい こ う ざ

に、必要に応じて手話
ひつよう おう し ゅ わ

通訳・要約筆記※の対応を
つうやく ようやくひ っ き たいおう

行う。
おこな

既に実施中
すで じ っ しちゅう

（拡大）
かくだい

8 市民への手話
し み ん し ゅ わ

言語の普及啓発
げ ん ご ふきゅうけいはつ

真庭いきいきテレビ（MIT)
ま に わ

で手話に関する番組（手話
し ゅ わ かん ばんぐみ し ゅ わ

に親しむとともに、出前
した で ま え

講座や養成講座の告知な
こ う ざ ようせいこ う ざ こ く ち

ど）を放送する。
ほうそう

令和３年度から
れ い わ ね ん ど

実施
じ っ し

No. 取組概要
とりくみがいよう

取組の内容
とりくみ ないよう

スケジュール

１ 市役所の全窓口
しやくしょ ぜんまどぐち

におけるコミュ

ニケーション

手段の希望確認
しゅだん き ぼ うかくにん

希望するコミュニケーション
き ぼ う

手段（手話・筆談等）や
しゅだん し ゅ わ ひつだんとう

最低限の伝えたい事項を指さ
さいていげん つた じ こ う ゆび

して選択できるボードを窓口
せんたく まどぐち

に準備する。
じゅんび

令和３年度か
れ い わ ね ん ど

ら実施
じ っ し
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2 意思疎通支援者
い し そ つ うしえんしゃ

（手話通訳士
し ゅ わつうやくし

※・手話通訳者※
し ゅ わつうやくしゃ

等）の派遣
とう は け ん

市内に住所を有する聴覚
し な い じゅうしょ ゆう ちょうかく

障がい者等に対し、手話
しょうがいしゃとう たい し ゅ わ

通訳者又は要約筆記者※・
つうやくしゃ ようやくひ っ きしゃ

要約筆記団体の派遣を行
ようやくひ っ きだんたい は け ん おこな

う。

既に実施中
すで じ っ しちゅう

3 遠隔手話サービ
えんかくし ゅ わ

スの実施
じ っ し

感染症の疑いがある場合や
かんせんしょう うたが ば あ い

災害時など、手話通訳者が
さいがい じ し ゅ わつうやくしゃ

同行できない時にタブレット
どうこう じ

端末等を通じて遠隔手話サー
たんまつとう つう えんかくし ゅ わ

ビスを提供する。
ていきょう

令和３年度４
れ い わ ね ん ど

月１日から
がつ にち

実施
じ っ し

4 職員向け手話
しょくいん む し ゅ わ

講座の実施
こ う ざ じ っ し

市職員に対し、窓口対応等に
ししょくいん たい まどぐちたいおうとう

おいて使用できる簡単な
し よ う かんたんな

手話、障がいに関する知識
し ゅ わ しょう かん ち し き

（補助犬※、盲ろう※など）や
ほじょけん もう

配慮を学習する講座を実施
はいりょ がくしゅう こ う ざ じ っ し

する。

令和３年度か
れ い わ ね ん ど

ら実施
じ っ し

5 職員向けの手
しょくいん む しゅ

話講座を一般研
わ こう ざ いっぱんけん

修のうちの専
しゅう せん

門研修に位置
もんけんしゅう い ち

付け
づ

本庁舎及び振興局の窓口
ほんちょうしゃおよ しんこうきょく まどぐち

職員を所属長の選考内申に
しょくいん しょぞくちょう せんこうないしん

より研修生として決定し、
けんしゅうせい けってい

職員向け手話講座の受講を
しょくいん む しゅ わ こう ざ じゅこう

必須とする。
ひっ す

令和３年度か
れ い わ ね ん ど

ら実施
じ っ し

6 動画を用いた
ど う が もちい

手話による
し ゅ わ

情報発信
じょうほうはっしん

YouTube等を活用し、市政等
ユ ー チ ュ ー ブなど かつよう し せ いなど

に関する情報について動画
かん じょうほう ど う が

による情報発信を行う。
じょうほうはっしん おこな

令和３年度か
れ い わ ね ん ど

ら実施
じ っ し

7 相談機会の
そうだんき か い

提供
ていきょう

手話通訳者や聴覚 障がいの
し ゅ わつうやくしゃ ちょうかくしょう

ある人の参加する団体と連携
ひと さ ん か だんたい れんけい

し、生活相談等を利用したい
せいかつそうだんとう り よ う

人への相談対応、利用普及を
ひと そうだんたいおう り よ うふきゅう

行う。
おこな

既に実施中
すで じ っ しちゅう
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⑶ ろう児の療育に必要な情報の提供及び相談体制の
じ りょういく ひつよう じょうほう ていきょうおよ そうだんたいせい

整備に関する施策
せ い び かん せ さ く

8 利用しやすい
り よ う

「まにわくん」

の環境づくり
かんきょう

コミュニティバスを利用しや
り よ う

すい環境整備、医療や福祉
かんきょうせ い び いりょう ふ く し

機関等へのアクセスの利便性
き か んなど りべんせい

等、誰もが安全・安心に移動
とう だれ あんぜん あんしん い ど う

できる公共交通について、
こうきょうこうつう

検討・改善する。
けんとう かいぜん

既に実施中
すで じ っ しちゅう

（拡大）
かくだい

No. 取組概要
とりくみがいよう

取組の内容
とりくみ ないよう

スケジュール

1 新生児聴覚
しんせいじちょうかく

検査事業
け ん さじぎょう

妊娠届出時に検査について
にんしんとどけで じ け ん さ

説明し、赤ちゃん訪問時に
せつめい あか ほうもん じ

検査の実施状 況と結果を
け ん さ じ っ しじょうきょう け っ か

把握。要再検査、要医療児
は あ く ようさいけ ん さ よういりょう じ

については保健師による
ほ け ん し

個別支援を実施する。
こ べ つ し え ん じ っ し

既に実施中
すで じ っ しちゅう

（連携充実）
れんけいじゅうじつ

2 乳幼児健康診査
にゅうようじけんこうし ん さ

事業
じぎょう

1歳6か月児健診、3歳児
とし か げ つ じ けんしん とし じ

健診において「耳の聞こえ
けんしん みみ き

のアンケート」を実施。ま
じ っ し

た、問診票の「ことば」
もんしんひょう

「目と耳」の項目において
め みみ こうもく

確認。必要時、保健師によ
かくにん ひつよう じ ほ け ん し

る個別支援を実施する。
こ べ つ し え ん じ っ し

既に実施中
すで じ っ しちゅう

（連携充実）
れんけいじゅうじつ

3 岡山かなりや
おかやま

学園巡回相談
がくえんじゅんかいそうだん

事業（県事業）
じぎょう けんじぎょう

を受けて実施
う じ っ し

聴覚 障がい児の早期発見
ちょうかくしょう じ そ う きはっけん

のために、岡山かなりや
おかやま

学園に依頼し、年1回実施
がくえん い ら い ねん かいじ っ し

している。必要時、保健師
ひつよう じ ほ け ん し

による個別支援を実施す
こ べ つ し え ん じ っ し

る。

既に実施中
すで じ っ しちゅう

（連携充実）
れんけいじゅうじつ
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⑷ 手話言語による意思疎通支援者の養成及び健康の確保
し ゅ わ げ ん ご い し そ つ うしえんしゃ ようせいおよ けんこう か く ほ

に関する施策
かん せ さ く

No. 取組概要
とりくみがいよう

取組の内容
とりくみ ないよう

スケジュール

1 手話通訳者育成
し ゅ わつうやくしゃいくせい

のための研修
けんしゅう

受講支援
じゅこうし え ん

手話通訳者養成講座の受講や
し ゅ わつうやくしゃようせいこ う ざ じゅこう

全国統一試験の受講をする者
ぜんこくとういつし け ん じゅこう もの

に対して、受講料、
たい じゅこうりょう

教材費、交通費を支給する。
きょうざいひ こうつうひ しきゅう

既に実施中
すで じ っ しちゅう

（PRの強化）
きょうか

2 手話通訳者を
し ゅ わつうやくしゃ

育成する講師の
いくせい こ う し

育成支援
いくせいし え ん

手話通訳者を養成するための
し ゅ わつうやくしゃ ようせい

講師を育成するため、専門的
こ う し いくせい せんもんてき

な研修の受講等を支援す
けんしゅう じゅこうなど し え ん

る。

令和３年度か
れ い わ ね ん ど

ら検討を開始
けんとう か い し

し令和５年度
れ い わ ね ん ど

から実施
じ っ し

3 手話通訳を行
し ゅ わつうやく おこな

う者の特殊な
もの とくしゅ

健康診断への
けんこうしんだん

助成
じょせい

意思疎通支援事業の特殊性に
い し そ つ う し え んじぎょう とくしゅせい

より発症が危惧される
はっしょう き ぐ

頸肩腕障がい※、メンタルス
けいけんわんしょう

トレスに起因する疾病等の
き い ん しっぺいなど

健康障がいを予防するた
けんこうしょう よ ぼ う

め、頸肩腕障がいに関する
けいけんわんしょう かん

健康診断を実施する。
けんこうしんだん じ っ し

既に実施中
すで じ っ しちゅう

(再掲)
さいけい

⑴２

手話奉仕員養成
し ゅ わほうしいんようせい

講座の実施
こ う ざ じ っ し

入門過程では簡単な手話が
にゅうもんか て い かんたん し ゅ わ

理解でき、手話で自己紹介
り か い し ゅ わ じ こ しょうかい

や挨拶ができるレベル、基礎
あいさつ き そ

過程では手話文法を学び、
か て い し ゅ わぶんぽう まな

特定の聴覚 障がい者となら
とくてい ちょうかくしょう しゃ

手話で日常会話ができるレ
し ゅ わ にちじょうか い わ

ベルを目指す。
め ざ

既に実施中
すで じ っ しちゅう

（PRの強化）
きょうか
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⑸ 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合における
さいがい はっせい また はっせい おそ ば あ い

手話言語による情報の提供その他のろう者への支援に
し ゅ わ げ ん ご じょうほう ていきょう た しゃ し え ん

関する施策
かん せ さ く

No. 取組概要
とりくみがいよう

取組の内容
とりくみ ないよう

スケジュール

１ 障がい者等の
しょう しゃなど

防災訓練の実施
ぼうさいくんれん じ っ し

要配慮者を対象に作成さ
ようはいりょしゃ たいしょう さくせい

れた「私の避難プラン」
わたし ひ な ん

を活用した防災訓練を自主
かつよう ぼうさいくんれん じ し ゅ

防災組織等に依頼し実施す
ぼうさいそ し きなど い ら い じ っ し

る。

令和３年度に検討
れ い わ ね ん ど けんとう

を開始し令和４
か い し れ い わ

年度から実施
ね ん ど じ っ し

2 災害時の情報
さいがい じ じょうほう

伝達
でんたつ

普段より簡単で、わかりや
ふ だ ん かんたん

すい日本語での情報発信
に ほ ん ご じょうほうはっしん

を行う。「やさしい
おこな

日本語」の活用。
に ほ ん ご かつよう

令和３年度に検討
れ い わ ね ん ど けんとう

を開始し令和４
か い し れ い わ

年度から実施
ね ん ど じ っ し

3 火災や救 急な
か さ い きゅうきゅう

ど緊急時のコ
きんきゅう じ

ミュニケーショ

ンツールの作成
さくせい

緊急車両（消防車・
きんきゅうしゃりょう しょうぼうしゃ

救 急 車等）へ、わかりや
きゅうきゅうしゃなど

すい文字とイラストを描い
も じ えが

た「意思疎通カード」を
い し そ つ う

積載する。
せきさい

既に実施中
すで じ っ しちゅう

（改善）
かいぜん

4 FAX119

ネット 119

ろう者が火災や病気・けが
しゃ か さ い びょうき

などの緊急時に、正確に
きんきゅう じ せいかく

119番通報ができるシステ
ばんつうほう

ムを作る。
つく

既に実施中
すで じ っ しちゅう

再掲
さいけい

(2)3

遠隔手話サービ
えんかくし ゅ わ

スの実施
じ っ し

感染症の疑いがある場合
かんせんしょう うたがい ば あ い

や災害時など、手話通訳者
さいがい じ し ゅ わつうやくしゃ

が同行できないときに、タ
どうこう

ブレット端末等を通じて
たんまつなど つう

遠隔手話サービスを提供
えんかくし ゅ わ ていきょう

する。

令和３年度４月１
れ い わ ね ん ど がつ

日から実施
日 じ っ し
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⑹ 旅行その他の目的で、市を訪れたろう者への支援に
りょこう た もくてき し おとず しゃ し え ん

関する施策
かん せ さ く

⑺ その他
た

No. 取組概要
とりくみがいよう

取組の内容
とりくみ ないよう

スケジュール

１ 観光施設のスタ
かんこうし せ つ

ッフへのコミュ

ニケーション

円滑化
えんかつか

手話言語が使えない観光
し ゅ わ げ ん ご つか かんこう

事業者向けに、コミュニケ
じぎょうしゃ む

ーションボードや電子メモ
で ん し

パッド等のツールでのろう
など

者への対応が円滑にできる
しゃ たいおう えんかつ

ようにツールの普及啓発や
ふきゅうけいはつ

事業者への理解を深めるセ
じぎょうしゃ り か い ふか

ミナーを行う。
おこな

令和３年度から
れ い わ ね ん ど

実施
じ っ し

(再掲)
さいけい

⑴１

手話出前講座の
し ゅ わ で ま え こ う ざ

実施
じ っ し

市民、事業者向けの出前
し み ん じぎょうしゃ む で ま え

講座を実施。１回で自分の
こ う ざ じ っ し かい じ ぶ ん

名前や簡単な挨拶等の取得
な ま え かんたん あいさつなど しゅとく

を目指す。
め ざ

令和３年度から
れ い わ ね ん ど

実施
じ っ し

No. 取組概要
とりくみがいよう

取組の内容
とりくみ ないよう

スケジュール

１ 地域言語として
ち い き げ ん ご

の手話言語のア
し ゅ わ げ ん ご

ーカイブ※化
か

地域によって独自性のある
ち い き どくじせい

手話表現の文化を保全す
し ゅ わひょうげん ぶ ん か ほ ぜ ん

るため、動画保存を通じ、
ど う が ほ ぞ ん つう

真庭地域における手話言語
ま に わ ち い き し ゅ わ げ ん ご

のアーカイブ化を行う。
か おこな

令和３年度に検討
れ い わ ね ん ど けんとう

を開始し令和４
か い し れ い わ

年度から実施
ね ん ど じ っ し
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４ ロードマップの点検・評価
てんけん ひょうか

このロードマップに沿って取組を進めるためには、各取組の管
そ とりくみ すす かくとりくみ かん

理・評価を一連のつながりの中で実施することが重要です。そ
り ひょう か いちれん なか じっ し じゅうよう

のため、はじめに現状分析と評価（Check）を行い、現行施
げんじょうぶんせき ひょう か チ ェ ッ ク おこな げんこう せ

策の見直し改善（Action）を図り、目標を定め具体的な事業を
さく み なお かいぜん アクション はか もくひょう さだ ぐ たいてき じ ぎょう

立案（Plan）し、実践（Do）する、「ＣＡＰＤサイクル」体制に
りつあん プ ラ ン じっせん ド ゥ たいせい

より、有効性・効率性の高い施策実施を目指します。
ゆうこうせい こうりつせい たか せ さくじっ し め ざ

特に、各取組を具体的に進めるためには、当事者の意見を聴
とく かくとりくみ ぐ たいてき すす とう じ しゃ い けん き

き、反映できるか検討する視点が大切です。そのため、真庭市手
はんえい けんとう し てん たいせつ ま にわ し しゅ

話言語条例第９条に定めた「協議の場」を活用し、丁寧に意
わ げん ご じょうれいだい じょう さだ きょう ぎ ば かつよう ていねい い

見交換を行います。
けんこうかん おこな

また、計画の達成状 況の点検及び評価等の進行管理にあた
けいかく たっせいじょうきょう てんけんおよ ひょう か など しんこうかん り

っては、真庭市共生社会推進本部のほか、保健・医療・福祉の
ま にわ し きょうせいしゃかいすいしんほん ぶ ほ けん い りょう ふく し

関係機関・団体の代表者等で構成する「真庭地域自立支援協議
かんけい き かん だんたい だいひょうしゃなど こうせい ま にわ ち いき じ りつ し えんきょう ぎ

会」を活用し、計画を点検及び評価する役割を担います。
かい かつよう けいかく てんけんおよ ひょう か やくわり にな

■ＣＡＰＤサイクルのプロセスのイメージ

CHECK
チ ェ ッ ク

ACTION
ア ク シ ョ ン

改善
かいぜん

PLAN
プ ラ ン

計画
けいかく

DO
ド ゥ

実践
じっせん

分析・
ぶんせき

評価
ひょうか
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用語解説
よ う ごかいせつ

Ａ～Ｚ

■SDGｓ エス・ディー・ジーズ（Sustainable Development Goals）【P2】
サ ス テ ナ ブ ル デ ベ ロ ッ プ メ ン ト ゴ ー ル ズ

2015年9月の国連サミットにおいて、持続可能な開発目標
ねん がつ こくれん じ ぞく か のう かいはつもくひょう

（Sustainable Development Goals：S D Gｓ）が採択され、先進国を含
サ ス テ ナ ブ ル デ ベ ロ ッ プ メ ン ト ゴ ー ル ズ エスディージーズ さいたく せんしんこく ふく

む国際社会全体の開発目標として 2030 年を期限とする包括的な 17 の目
こくさいしゃかいぜんたい かいはつもくひょう ねん き げん ほうかつてき もく

標を設定し、成長・雇用、クリーンエネルギー、循環型社会、温暖化対
ひょう せってい せいちょう こ よう じゅんかんがたしゃかい おんだん か たい

策、生物多様性の保全、女性の活躍など、経済・社会・環境をめぐる広範
さく せいぶつ た ようせい ほ ぜん じょせい かつやく けいざい しゃかい かんきょう こうはん

な課題に統合的に取り組むこととされた。
か だい とうごうてき と く

あ行
ぎょう

■アーカイブ【P12】

現代の文化資源をデジタル化するなどして記録・保管し、学習への活用
げんだい ぶん か し げん か き ろく ほ かん がくしゅう かつよう

や次世代への継承を図ること。手話表現は、日本語の「方言」と同様に
じ せ だい けいしょう はか しゅ わ ひょうげん に ほん ご ほうげん どうよう

地域によって違いがあるが、文章では残らないため、今日の姿を体系的
ち いき ちが ぶんしょう のこ こんにち すがた たいけいてき

に映像で記録することで、真庭地域における手話言語の文化を継承してい
えいぞう き ろく ま にわ ち いき しゅ わ げん ご ぶん か けいしょう

く必要がある。
ひつよう

か行
ぎょう

■共生社会【P3】
きょうせいしゃかい

これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障が
かなら じゅうぶん しゃかいさん か かんきょう しょう

いのある人などが、積極的に参加、貢献していくことができる社会で、誰
ひと せっきょくてき さん か こうけん しゃかい だれ

もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様なあり方を相互に認
そう ご じんかく こ せい そんちょう ささ あ ひとびと た よう かた そう ご みと

め合える全員参加型の社会。
あ ぜんいんさん か がた しゃかい

■協働【P3】
きょうどう

複数の主体が、対等な立場で何らかの目標を共有し、共に力を合わせ
ふくすう しゅたい たいとう た ち ば なん もくひょう きょうゆう とも ちから あ

て活動すること。
かつどう

手話言語
しゅ わ げん ご
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■頸肩腕（けいけんわん）障がい【P10】
けいけんわん しょう

手指や腕、肩、頸部（首）の筋肉や関節などに痛みを生じ、進行すると
し ゅ し うで かた け い ぶ くび きんにく かんせつ いた しょう しんこう

ものが持てなくなったり腕が動かせなくなったりする障がい。手話通訳
も うで うご しょう し ゅ わつうやく

は、話し言葉のスピードに合わせて高速で手指や腕を動かすこと、口の動
はな こ と ば あ こうそく し ゅ し うで うご くち うご

きや表 情と手指や腕の動きを近づけるために胸の高さで長時間固定する
ひょうじょう し ゅ し うで うご ちか むね たか ちょうじかんこ て い

こと、人からじっと見られることによるストレス等により、頸肩腕障がい
ひと み など けいけんわんしょう

になりやすく、職 業 病とされる。
しょくぎょうびょう

さ行
ぎょう

■「手話が『言語』である」【P5】
しゅ わ げん ご

手話は単なるジェスチャーではなく、「言語」であるということ。手話は
しゅ わ たん げん ご しゅ わ

決して「音声言語の日本語を手の形で表現している」のではなく、手話
けっ おんせいげん ご に ほん ご て かたち ひょうげん しゅ わ

そのものが「音声言語である日本語とは異なる独自の文法を持つ言語」で
おんせいげん ご に ほん ご こと どく じ ぶんぽう も げん ご

あるとされている。例えば、ろう者が使う日本手話には、「てにをは」のよ
たと しゃ つか に ほんしゅ わ

うな助詞がないなどの特徴があり、表 情や視線、体の動きを手型と一
じょ し とくちょう ひょうじょう し せん からだ うご て がた いっ

緒に用いることで、文法的な意味や、「とても」「少し」といった副詞の意
しょ もち ぶんぽうてき い み すこ ふく し い

味を付け加えている。このため、手の形だけでなく、表 情や視線、体
み つ くわ て かたち ひょうじょう し せん からだ

の動きもセットとなって「言語」を構成している。
うご げん ご こうせい

■手話通訳士【P8】
し ゅ わつうやくし

手話通訳者のうち、厚生労働省が委託して実施している手話通訳技能
し ゅ わつうやくしゃ こうせいろうどうしょう い た く じ っ し し ゅ わつうやくぎ の う

認定試験に合格し、聴覚障害者情報文化センターに登録している人。
にんていし け ん ごうかく ちょうかくしょうがいしゃじょうほうぶ ん か とうろく ひと

通常の手話通訳者としての活動に加えて、政見放送や裁判など、手話
つうじょう し ゅ わつうやくしゃ かつどう くわ せいけんほうそう さいばん し ゅ わ

通訳士の資格がある人だけが通訳の仕事ができる場合が存在する。
つうやくし し か く ひと つうやく し ご と ば あ い そんざい

■手話通訳者【P8】
し ゅ わつうやくしゃ

聴覚 障がいのある人と聴覚 障がいのない人のコミュニケーション
ちょうかくしょう ひと ちょうかくしょう ひと

を、手話を用いて通訳を行う人。一定の技術が必要であり、都道府県が
し ゅ わ もちい つうやく おこな ひと いってい ぎじゅつ ひつよう と ど う ふ け ん

認定した民間機関が実施する手話通訳全国統一試験に合格し、都道府県の
にんてい みんかんき か ん じ っ し し ゅ わつうやくぜんこくとういつし け ん ごうかく と ど う ふ け ん

認定を受けた人。
にんてい う ひと
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■手話奉仕員【P6】
し ゅ わほうしいん

市が主催する手話奉仕員養成講座を修 了した人。自分の話す簡単な
し しゅさい し ゅ わほうしいんようせいこ う ざ しゅうりょう ひと じ ぶ ん はな かんたん

会話を手話で表すことができる人。入門過程と基礎過程の修 了が必要。
か い わ し ゅ わ あらわす ひと にゅうもんか て い き そ か て い しゅうりょう ひつよう

た行
ぎょう

■当事者【P5】
とう じ しゃ

真庭市手話言語条例では、「ろう者及び意思疎通支援者その他のろう者
ま にわ し しゅ わ げん ご じょうれい しゃおよ い し そ つう し えんしゃ た しゃ

に対する支援を行う者」を「当事者」と定義し、ろう者本人だけでなく、
たい し えん おこな もの とう じ しゃ てい ぎ しゃほんにん

ろう者を普段から支援している手話通訳者や周囲の人も含む広い概念と捉
しゃ ふ だん し えん しゅ わ つうやくしゃ しゅう い ひと ふく ひろ がいねん とら

えている。

は行
ぎょう

■補助犬【P8】
ほじょけん

補助犬とは、「視覚障がいのある人が街なかを安全に歩けるようにサポ
ほじょけん し か くしょう ひと まち あんぜん ある

ートする盲導犬」、「肢体不自由のある人の日常生活動作をサポートする
もうどうけん し た い ふ じ ゆ う ひと にちじょうせいかつど う さ

介助犬」、「聴覚 障がいのある人に生活の中の必要な音を知らせ、音源ま
かいじょけん ちょうかくしょう ひと せいかつ なか ひつよう おと し おんげん

で誘導する聴導犬」をいう。
ゆうどう ちょうどうけん

ま行
ぎょう

■真庭市手話言語条例【P2】
ま にわ し しゅ わ げん ご じょうれい

令和３年４月１日から施行した条例。手話が言語であるとの認識に基づ
れい わ ねん がつ にち せ こう じょうれい しゅ わ げん ご にんしき もと

き、ろう者や手話言語に対する理解の促進・手話言語の普及・手話言語を
しゃ しゅ わ げん ご たい り かい そくしん しゅ わ げん ご ふ きゅう しゅ わ げん ご

使いやすい環境の構築に関する基本理念を定め、市の責務や市民、当事
つか かんきょう こうちく かん き ほん り ねん さだ し せき む し みん とう じ

者、事業者の役割、市が推進する施策について規定している。
しゃ じ ぎょうしゃ やくわり し すいしん し さく き てい

★条例本文や解説、手話言語版（動画）はこちら！
じょうれいほんぶん かいせつ し ゅ わ げ ん ごばん ど う が

QR
コード 真庭市手話言語条例

ま に わ し し ゅ わ げ ん ごじょうれい

検索
けんさく
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■盲ろう【P8】
もう

目（視覚）と耳（聴覚）の両方に障がいを併せ持っていること。な
め し かく みみ ちょうかく りょうほう しょう あわ も

お、見えにくさ、聞こえにくさによって、以下のような分類がある。
み き い か ぶんるい

や行
ぎょう

■要約筆記【P7】
ようやくひっ き

難聴や聴覚障がいのある人で手話の分からない人のために手書きやパ
なんちょう ちょうかくしょう ひと しゅ わ わ ひと て が

ソコンなどの文字でコミュニケーションの支援を行うこと。単に音声を文
も じ し えん おこな たん おんせい も

字化するのではなく、話の内容をその場で要約し、筆記する。
じ か はなし ないよう ば ようやく ひっ き

■要約筆記者【P8】
ようやくひっ き しゃ

難聴や聴覚障がいのある人で手話の分からない人のために手書きやパ
なんちょう ちょうかくしょう ひと しゅ わ わ ひと て が

ソコンなどの文字でコミュニケーションの支援を行う人。一定の技術が
も じ し えん おこな ひと いってい ぎ じゅつ

必要であり、全国統一要約筆記試験に合格し、都道府県の認定を受けた
ひつよう ぜんこくとういつようやくひっ き し けん ごうかく と どう ふ けん にんてい う

人。
ひと

■要約筆記奉仕員
ようやくひっ き ほう し いん

市が主催する要約筆記奉仕員養成講座を修 了した人。
し しゅさい ようやくひっ き ほう し いんようせいこう ざ しゅうりょう ひと

ら行
ぎょう

■ろう者【P5】
しゃ

聴覚障がいのある人のうち、手話を言語として日常生活や社会生活を
ちょうかくしょう ひと しゅ わ げん ご にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ

営む人。主に生まれながらにして耳が聞こえなかったり、乳幼児期の病
いとな ひと おも う みみ き にゅうよう じ き びょう

気等により、音声言語の日本語を獲得する前に障がいを持つことになった
き など おんせいげん ご に ほん ご かくとく まえ しょう も

りしたことで、手話を第一言語として取得した人を指すことが多い。
しゅ わ だいいちげん ご しゅとく ひと さ おお

なお、聴覚障がいのある人の中には、音声言語を習得後に聴 力に
ちょうかくしょう ひと なか おんせいげん ご しゅうとく ご ちょうりょく

障がいが生じた「中途失聴者」や、音声言語の習得前に聴 力に障
しょう しょう ちゅう と しっちょうしゃ おんせいげん ご しゅうとくまえ ちょうりょく しょう

聞こえない
き

聞こえにくい
き

見えない
み

全盲ろう
ぜんもう

全盲難聴
ぜんもうなんちょう

見えにくい
み

弱視ろう
じゃくし

弱視難聴
じゃくしなんちょう
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がいが生じたが、その程度がろう者と比較すると軽度である「難聴者」
しょう てい ど しゃ ひ かく けい ど なんちょうしゃ

などがあり、それぞれに第一言語やコミュニケーション手段が異なる。
だいいちげん ご しゅだん こと


