
手 話 言 語 法 制 定 を 求 め る 意 見 書  

 

ろ う 者 は 、 物 の 名 前 、 抽 象 的 な 概 念 等 を 手 指 の 動 き や 表 情 を 使 っ

て 視 覚 的 に 表 現 す る 手 話 を 音 声 の 代 わ り に 用 い て 、 思 考 と 意 思 疎 通

を 行 っ て い る 。  

我 が 国 の 手 話 は 明 治 時 代 に つ く ら れ 、 ろ う 者 の 間 で 大 切 に 受 け 継

が れ 発 展 し て き た 。 と こ ろ が 、 ろ う 学 校 で は 口 話 法 が 用 い ら れ る よ

う に な り 、 手 話 の 使 用 が 事 実 上 禁 止 さ れ る に 至 っ た 経 過 が あ る 。  

そ の 後 、 国 際 連 合 総 会 で 採 択 さ れ た 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 で 、

言 語 に は 手 話 そ の 他 の 非 音 声 言 語 を 含 む こ と が 明 記 さ れ 、 我 が 国 に

お い て も 、 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 に 成 立 し た 改 正 障 害 者 基 本 法 で 「 全 て 障

害 者 は 、 可 能 な 限 り 、 言 語 （ 手 話 を 含 む 。 ） そ の 他 の 意 思 疎 通 の た

め の 手 段 に つ い て の 選 択 の 機 会 が 確 保 さ れ る 」 と 定 め ら れ た 。  

し か し 、 こ の 法 律 に は 「 可 能 な 限 り 」 と い う 留 保 が つ い て い る た

め 、 ろ う 者 が 手 話 で 生 活 す る 権 利 を 守 る に は 不 十 分 で あ る 。 ま た 、

手 話 に 対 す る 理 解 が 不 十 分 な こ と か ら 、 日 常 生 活 、 社 会 生 活 を 送 る

上 で の 苦 労 や 、 偏 見 及 び 差 別 の 原 因 と な っ て い る 。  

ろ う 者 と ろ う 者 以 外 の 国 民 が 互 い に 理 解 し 合 い 、 共 生 で き る 社 会

を 築 く た め に は 、 手 話 が 音 声 言 語 と 対 等 な 言 語 で あ る こ と を 広 く 国

民 に 広 め る と と も に 、 聞 こ え な い 子 供 が 手 話 を 身 に つ け 、 手 話 で 学

べ 、 ろ う 者 が 自 由 に 手 話 を 使 え 、 さ ら に は 手 話 を 言 語 と し て 普 及 、

研 究 す る こ と の で き る 環 境 整 備 が 必 要 で あ る 。  

よ っ て 国 に お い て は 、 こ の 実 現 の た め 「 手 話 言 語 法 （ 仮 称 ） 」 を

制 定 す る こ と を 強 く 求 め る 。  

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  

 

  平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ２ ６ 日  
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