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コトバのバリアフリーをめざす大
だい

運動
うんどう

を！ 

カナザワ フミカズ 

わたしたちカナモジカイは、運動
うんどう

の３本
ほん

の 柱
はしら

のひとつとして、「コトバの

バリアフリーをめざす」ことをあげています。 

わたしたちが「コトバのバリアフリー」を運動
うんどう

の目 標
もくひょう

としてかかげはじめ

たのは２００１年
ねん

のことですが、２００６年
ねん

に国連
こくれん

で「障 害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

」

が採択
さいたく

され、２０１１年
ねん

には日本
に ほ ん

でも障 害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

を盛
も

りこんだ法律
ほうりつ

が成立
せいりつ

しました。そして、それを具体化
ぐ た い か

したものとして、２０１３年
ねん

に

「障 害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解 消
かいしょう

法
ほう

」の成立
せいりつ

を見
み

ました。 

 このことは、コトバや文字
も じ

のバリアを取
と

りのぞくのに有利
ゆ う り

な条 件
じょうけん

が 整
ととの

っ

てきたということです。視覚
し か く

障 害
しょうがい

や読
よ

み書
か

き障 害
しょうがい

のある人
ひと

にとって、漢字
か ん じ

や耳
みみ

で聞
き

いて意味
い み

の取
と

れない漢語
か ん ご

が高
たか

い壁
かべ

であることを社会
しゃかい

に 訴
うった

えて、

日本
に ほ ん

語
ご

の改革
かいかく

を進
すす

めましょう。カナモジカイの最 終的
さいしゅうてき

な目 標
もくひょう

は、漢字
か ん じ

を使
つか

わない世
よ

の中
なか

をつくることですが、総
そう

ルビ化
か

も大
おお

きな前進
ぜんしん

です。 

カナモジカイの仲間
な か ま

たちは、すでに活動
かつどう

を始
はじ

めています。行 政
ぎょうせい

への 働
はたら

き

かけや国会
こっかい

議員
ぎ い ん

、地方
ち ほ う

議員
ぎ い ん

への要請
ようせい

活動
かつどう

などを 行
おこな

っています。相当
そうとう

の手
て

ごた

えを感
かん

じているという報告
ほうこく

が寄
よ

せられています。 

しかし、どのように 訴
うった

えたらいいのか分
わ

からないという声
こえ

もしばしば聞
き

こえてきますので、要望
ようぼう

書
しょ

のヒナガタを用意
よ う い

しました。十 分
じゅうぶん

には言
い

いつくし

ていませんが、適当
てきとう

に直
なお

して、またはそのままでもお使
つか

いください。 

ここで、 強 調
きょうちょう

しておきたいことがあります。上
うえ

に書
か

いたカナモジカイや

協 力 者
きょうりょくしゃ

たちの活動
かつどう

は、実
じつ

は“露
つゆ

はらい”であって、運動
うんどう

の主人公
しゅじんこう

は、今
いま

、現
げん

に漢字
か ん じ

に苦
くる

しめられている 障 害
しょうがい

のある人
ひと

たち自身
じ し ん

でなければ ならないと 

いうことです。これは、 必
かなら

ず現実
げんじつ

のものとなることでしょう。 

（運営
うんえい

委員
い い ん

） 
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-------------------- 要望
ようぼう

書
しょ

 ヒナガタ -------------------- 

 

年
ねん

  月
がつ

  日
にち

 

 様
さま

 

住所
じゅうしょ

 

氏名
し め い

 

 

言葉
こ と ば

のバリアによる差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

について（要望
ようぼう

） 

 

わたしたち社会
しゃかい

のすべての成員
せいいん

は、障 害
しょうがい

の あるなし にかかわらず、お互
たが

いに人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

いながら、共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

をつくることを目指
め ざ

して いかなければ なりません。しかしながら、障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちの存在
そんざい

を

意識
い し き

していない慣 習
かんしゅう

・文化
ぶ ん か

が未
いま

だ根強
ね づ よ

く残
のこ

っており、それが時
とき

に社会
しゃかい

から

障 害
しょうがい

者
しゃ

を隔
へだ

てるバリアとなり、差別
さ べ つ

の要因
よういん

となっていることも事実
じ じ つ

です。 

ここでは、そのひとつである言葉
こ と ば

のバリアについての問題
もんだい

をご理解
り か い

いただき

たく、したためさせて いただきます。 

 

１ 日本語
に ほ ん ご

の表記
ひょうき

は、通 常
つうじょう

、漢字
か ん じ

とカナ（ひらがな・カタカナ）によって 行
おこな

われていますが、漢字
か ん じ

やカナを用
もち

いることのできない視覚
し か く

障 害
しょうがい

者
しゃ

には、

十 分
じゅうぶん

とはいえなくても、点字
て ん じ

による情 報
じょうほう

（書籍
しょせき

や資料
しりょう

など）が提 供
ていきょう

されて

います。しかし、視覚
し か く

や知的
ち て き

能 力
のうりょく

は健 常
けんじょう

でありながら、読
よ

み書
か

きの 障 害
しょうがい

 

（ディスレクシア）があって、特
とく

に漢字
か ん じ

の読
よ

み書
か

きが不得手
ふ え て

な人
ひと

たちへの

配慮
はいりょ

が大
おお

きく立
た

ち遅
おく

れています。これからは、少
すく

なくとも公的
こうてき

な場
ば

（広報
こうほう

誌
し

の文 章
ぶんしょう

や公 共
こうきょう

施設
し せ つ

での表示
ひょうじ

など）ではできる限
かぎ

りルビを振
ふ

る、またはカナ
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のみで表記
ひょうき

するなどの配慮
はいりょ

が望
のぞ

まれます。 

特
とく

に教 育
きょういく

の場
ば

での配慮
はいりょ

は喫緊
きっきん

の課題
か だ い

です。児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の数
すう

パーセントには

読
よ

み書
か

き障 害
しょうがい

があることが最近
さいきん

の研 究
けんきゅう

で明
あき

らかになっています。読
よ

み書
か

き

障 害
しょうがい

のある児童
じ ど う

・生徒
せ い と

にとって最大
さいだい

の難関
なんかん

は漢字
か ん じ

の習 得
しゅうとく

です。知的
ち て き

能 力
のうりょく

は

健 常
けんじょう

であっても、漢字
か ん じ

が読
よ

めなければ国語科
こ く ご か

以外
い が い

の教科
きょうか

の学 習
がくしゅう

にも大
おお

きな

支障
ししょう

が 生
しょう

じます。このような児童
じ ど う

・生徒
せ い と

に適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

をしないことは、重 大
じゅうだい

な差別
さ べ つ

であり、人権
じんけん

侵害
しんがい

です。この障 害
しょうがい

は、克服
こくふく

することが困難
こんなん

なものとさ

れており、無理
む り

やり漢字
か ん じ

を教
おし

え込
こ

もうというのは、科学的
か が く て き

でも教 育
きょういく

的
てき

でもあ

りません。 

したがいまして、漢字
か ん じ

の知識
ち し き

が十 分
じゅうぶん

でない児童
じ ど う

・生徒
せ い と

であっても、すべて

の教科
きょうか

を無理
む り

なく学
まな

ぶことができるように、紙
かみ

やデジタルの教 材
きょうざい

、テストの

問題
もんだい

には、すべての漢字
か ん じ

にルビを振
ふ

ったものを用意
よ う い

するべきです。もちろん

音声
おんせい

による教 材
きょうざい

も有効
ゆうこう

ではありますが、自分
じ ぶ ん

のペースで学
まな

べる紙
かみ

やデジタ

ルの文字
も じ

による教 材
きょうざい

もまた必要
ひつよう

です。入 学
にゅうがく

試験
し け ん

等
とう

においても、十 分
じゅうぶん

な配慮
はいりょ

が 行
おこな

われなければなりません。 

２ ここで見逃
み の が

してならない重 要
じゅうよう

な点
てん

は、ただ単
たん

に点字
て ん じ

やルビを振
ふ

った文
ぶん

、

音声
おんせい

による情 報
じょうほう

にしただけでは、理解
り か い

できない言葉
こ と ば

が数
かず

多
おお

くあるというこ

とです。それは漢字
か ん じ

を見
み

なければ意味
い み

が取
と

れない「共 創
きょうそう

」「減
げん

容
よう

」「喫 食
きっしょく

」

などの 類
たぐい

の漢語
か ん ご

です。さらには、意味
い み

の取
と

り違
ちが

えが起
お

きやすい同音異義語
ど う お ん い ぎ ご

も

あふれています。「私案
し あ ん

・試案
し あ ん

」「前文
ぜんぶん

・全文
ぜんぶん

」「好天
こうてん

・荒天
こうてん

」など。これらも

点字
て ん じ

やルビ、音声
おんせい

では区別
く べ つ

することができません。このような言葉
こ と ば

も、障 害
しょうがい

のある人
ひと

たちの存在
そんざい

を意識
い し き

して、点字
て ん じ

やカナで読
よ

んでも、耳
みみ

で聞
き

いても分
わ

か

る（漢字
か ん じ

の表意性
ひょういせい

に依存
い ぞ ん

しない）言葉
こ と ば

に置
お

き換
か

えていく必要
ひつよう

があります。 

 

 これらのことから、配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする当事者
と う じ し ゃ

からの意思
い し

表示
ひょうじ

を待
ま

つことな
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く、 行 政
ぎょうせい

をはじめ社会
しゃかい

全体
ぜんたい

が、言葉
こ と ば

のバリアによる差別
さ べ つ

の 解 消
かいしょう

のために

積 極的
せっきょくてき

に取組
と り く

んで行
い

けるようご尽 力
じんりょく

されたく、要望
ようぼう

いたします。 

 

追記
つ い き

 

 障 害
しょうがい

に関
かか

わることではありませんが、外国
がいこく

にルーツのある子
こ

どもの多
おお

く

が学校
がっこう

の勉 強
べんきょう

でつまづいているという現実
げんじつ

があります。言葉
こ と ば

の壁
かべ

がありま

す。日本語
に ほ ん ご

が分
わ

からなければ、学 力
がくりょく

がつかず、友
とも

だちもできません。人間
にんげん

と

して成 長
せいちょう

できません。これは本人
ほんにん

だけの不利益
ふ り え き

ではなく、日本
に ほ ん

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

の

不利益
ふ り え き

です。このような子
こ

どもにとっての最大
さいだい

の難関
なんかん

は、やはり漢字
か ん じ

です。

教 材
きょうざい

やテストの問題
もんだい

にルビを振
ふ

る等
とう

の配慮
はいりょ

が 行
おこな

われるべきです。 

 

                              以上
いじょう

 

 

------------------------------------------------------------ 

 

※ この要望
ようぼう

書
しょ

ヒナガタは「コトバのバリアフリーをめざす有志
ゆ う し

の会
かい

」が作成
さくせい

したものです。 

※ ＰＤＦにしたものがカナモジカイの公式
こうしき

サイト（ホームページ）から  

ダウンロードできます。 


