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聴覚障害者で手話を使って生活している人を「ろう者」といいます。ろう者にとっ
て、「手話は言語」であり、コミュニケーション手段の一つです。手話を使うことで、
考えていることや感情などを豊かに表現することができます。しかし、かつては
聴覚障害者に対して、口

こう

話
わ

（※）や音声言語を推奨し、手話による会話を禁止する
時代がありました。手話とはどのような言語なのか、手話の世界にふれて、私た
ちにできることを考えてみませんか。
※相手の口の動きを見て意味を理解し、口の形をつくり発声することで言葉を表現すること。

手
話
は
言
語

ろ
う
者
は
手
話
を
使
っ
て
会
話
を
し
ま

す
。
手
話
は
、
手
・
指
の
形
や
動
き
、
顔

の
表
情
や
全
身
を
使
っ
て
表
現
す
る
視
覚

言
語
で
す
。
手
話
独
自
の
単
語
・
文
法
が

あ
り
、
日
本
語
や
英
語
の
よ
う
に
、
一
つ

の
言
語
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

富
士
市
手
話
言
語
条
例

の
制
定
に
向
け
て

県
内
で
は
平
成
27
年
12
月
の
富
士
宮
市

を
は
じ
め
と
し
、
10
市
1
町
で
手
話
言
語

条
例
が
制
定
さ
れ
、
平
成
30
年
3
月
に
は

静
岡
県
で
も
条
例
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

富
士
市
で
は
、
平
成
28
年
に
富
士
聴
覚

障
害
者
協
会
か
ら
条
例
制
定
を
求
め
る
声

が
上
が
り
、
そ
の
後
、
同
協
会
を
中
心
に

結
成
さ
れ
た
手
話
言
語
条
例
検
討
委
員
会

に
お
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
、
令
和
2
年

9
月
に
検
討
委
員
会
が
取
り
ま
と
め
た
条

例
の
原
案
が
市
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
、
聴
覚
障
害
者
を
中
心
に
多
く
の

人
の
考
え
を
取
り
入
れ
た
条
例
を
制
定
す

る
た
め
、
手
話
言
語
条
例
制
定
市
民
懇
話

会
の
開
催
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
、
条
例
を
制
定
し
て
い
き
ま
す
。

見えることば、伝わるこころ。
手話の世界にふれてみませんか？
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▲「同じ」という意味の手話
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手話の世界。

ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
っ
て
い
ま
す
か
？

家
族
同
士
の
聴
覚
障
害
者
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
は
、
家
庭
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
親
が
聞
こ
え
て
い
て

子
ど
も
が
聞
こ
え
な
い
場
合
、
口
話
を

主
に
使
う
よ
う
に
教
え
て
い
る
家
庭
も

あ
り
ま
す
し
、
親
子
で
聞
こ
え
な
い
家

庭
は
手
話
を
使
っ
て
話
す
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
ね
。

生
活
の
中
で
感
じ
る
こ
と
は
？

私
は
手
話
を
母
語
と
し
て
育
っ
て
き

た
の
で
、
手
話
の
ほ
う
が
話
し
や
す
い

で
す
し
、
情
報
も
理
解
し
や
す
い
で
す
。

手
話
に
は
「
～
は
、
～
を
」
と
い
っ
た

助
詞
の
表
現
が
な
い
の
で
、
日
本
語
の

文
章
を
読
ん
で
も
意
味
が
分
か
ら
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
聴
覚
障

害
者
が
全
て
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
口
話
を
主
と
し
て
育
っ
て

き
た
人
や
中
途
失
聴
者
な
ど
、
日
本
語

が
得
意
な
人
も
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
？

情
報
の
取
得
が
難
し
い
と
感
じ
て
い

ま
す
。
日
本
語
が
あ
ま
り
得
意
で
は
な

い
聴
覚
障
害
者
は
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー

ス
に
字
幕
が
つ
い
て
い
て
も
、
全
て
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、は
じ
め
は「
コ
ロ
ナ
っ

て
何
？
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？
」
と
い

う
混
乱
が
あ
り
ま
し
た
。
ふ
だ
ん
な
ら

手
話
サ
ー
ク
ル
な
ど
で
情
報
が
共
有
で

き
て
い
た
の
で
す
が
、
自
粛
期
間
で
会

う
こ
と
も
で
き
ず
、
困
惑
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
ビ
デ
オ
通
話
を
使
っ
て
連

絡
を
と
っ
た
り
、
会
議
で
は
Zズ
ー

ム

o
o
m

に
挑
戦
し
て
み
た
り
、
何
と
か
で
き
る

こ
と
は
な
い
か
模
索
し
て
い
ま
し
た
。

今
後
、
期
待
す
る
こ
と
は
？

私
は
日
本
人
で
す
が
、
手
話
を
母
語

と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日

本
語
も
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
日
本
語
や
外
国
語
そ
れ
ぞ
れ

に
文
化
が
あ
る
よ
う
に
、
手
話
に
も
文

化
が
あ
り
ま
す
。
福
祉
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
で
は
な
く
、
文
化
が
違
う
だ
け
と
い

う
認
識
で
、
外
国
語
の
よ
う
に
も
っ
と

気
軽
に
、
手
話
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら

え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

か
つ
て
は
子
ど
も
時
代
に
手
話
を
禁

止
さ
れ
て
育
っ
た
人
も
い
ま
す
が
、
こ

れ
か
ら
は
子
ど
も
た
ち
が
日
本
語
も
手

話
も
ど
ち
ら
も
選
べ
る
社
会
に
な
っ
て

い
く
と
う
れ
し
い
で
す
ね
。

手
話
通
訳
／
入い

り
づ
き月

真
弓
さ
ん
、
齊
藤
綾

香
さ
ん

富士聴覚障害者協会　会長
鈴木　誠一さん

ことばを見る　聴覚障害者のコミュニケーションについて聞きました

気持ちを伝える　手話奉仕員養成講座の受講生の皆さんに聞きました

福祉の仕事に役立つ
と思ったからです 身近にいる聴覚障害者の

人とコミュニケーション
を気軽にとりたいと思っ
たからです

自分の中の世界観が
広がったような気持
ちになりました

手話に興味を持った
きっかけは？

手話を学んでよかったこと・
難しかったことは？

聴覚障害者の人と分かり合
える手段を持てたことがう
れしいです

表情で気持ちを伝える難し
さに直面しています

手話通訳士になりたいと
いう目標があります

手話奉仕員養成講座

市では、聴覚障害者への正しい理解と手話の啓発活動や手話奉仕員
を目指す人のための事業として、手話奉仕員養成講座を毎年開催して
います。この講座は、1年目に入門編、2年目には基礎編として、2
年間の受講で修了します。
※令和3年度は募集を終了しています。


