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手
話
を
学
ん
で
み
て
、

ど
う
で
し
た
か
？

以
前
、
耳
が
聴
こ
え
な
い

中
学
生
に
英
語
を
教
え

て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時

の
経
験
か
ら
手
話
に
関
心
が
あ

り
ま
し
た
。

　
言
語
に
携
わ
る
者
と
し
て
、

自
分
の
経
験
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
か
つ
て
海
外
に
行
っ
た

と
き
に
、
相
手
が
自
分
の
た
め

に
日
本
語
を
覚
え
て
く
れ
た
こ

と
に
感
激
し
た
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。
そ
れ
が
た
と
え
片
言

で
あ
っ
て
も
、
間
違
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
自
分
を
受
け
入
れ

る
た
め
に
相
手
が
時
間
を
費
や

し
て
く
れ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て

き
て
、
う
れ
し
か
っ
た
覚
え
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
手
話
で
も

同
じ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

エルクイングリッシュ
スクール

横山  千絵さん

「仲間」を意味する手話

元気づくり会の仲間でもある、
地元のろう者が手話を教えま
した。

右城町元気づくり会

パネルやイラストなどの教材
を使って手話にチャレンジし
ました。

粟野幼稚園

講座を 4回実施。手話によるコ
ミュニケーションの楽しさに触
れました。

大舘元気づくり会

「家庭や地域など身近なところ
から手話でコミュニケーション
したい」などの声がありました。

正監元気づくり会

毎日、友達や先生と手話であい
さつをしています。手話で歌を
覚えて、9月の祖父母参観で発
表しました。

梁川認定こども園

梁川認定こども園長
佐藤  千恵

　幼少期に手話に触れることで理
解を深め、障がいの有無に関わら
ず、誰にでも思いやりのある子ど
もに育ってほしいと思います。

★VOICE

手話がつなぐ思い
多くの市民の皆さんが出前講座を受講し、手話の輪が広がりつつあります。

手でコミュニケーション
しませんか？
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私
た
ち
の
暮
ら
す
社
会
で

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
声
に
出

し
て
話
す
言
葉
と
同
じ
よ
う

に
、
手
指
や
表
情
を
使
っ
て
、

視
覚
的
に
表
現
す
る
「
手
話
」

も
言
語
の
一
つ
で
す
。

　「
手
話
は
言
語
で
あ
る
」
と

い
う
認
識
に
基
づ
き
、
今
年
4

月
に
伊
達
市
手
話
言
語
条
例
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
条
例
の
施

行
に
伴
い
、
市
で
は
、
ろ
う
者

（
手
話
を
母
語
と
し
て
用
い
、

日
常
生
活
を
送
る
人
）
が
手
話

で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

る
こ
と
が
で
き
、
安
心
し
て
日

常
生
活
を
送
れ
る
環
境
を
整
え

る
こ
と
を
目
指
し
、
手
話
の
出

前
講
座
や
手
話
通
訳
者
の
派
遣

な
ど
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
日
々
の
生
活
の
中
で
は
つ
い

忘
れ
が
ち
で
す
が
、
相
手
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
は
、
大
き
な

喜
び
で
す
。
ろ
う
者
と
聴
こ
え

る
人
の
共
通
言
語
で
あ
る
、
手

話
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。

　
手
話
は
ろ
う
者
と
聴
こ

え
る
人
を
結
ぶ
共
通
言
語

で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
段
で
す
。

　
手
話
の
普
及
を
目
的

に
、
学
校
や
元
気
づ
く
り

会
の
会
場
の
ほ
か
、
申
し

込
み
の
あ
っ
た
団
体
・
グ

ル
ー
プ
を
対
象
に
、
出
前

講
座
を
実
施
し
て
い
ま

手話をもっと身近に

取り組み 1　手話の普及

12

3

す
。
出
前
講
座
で
は
、
あ

い
さ
つ
や
簡
単
な
日
常
会

話
な
ど
の
初
心
者
向
け
の

手
話
を
学
び
ま
す
。

　
今
後
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
の
手
話
動
画
の

配
信
、
手
話
に
関
す
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
な

ど
、
さ
ら
な
る
普
及
に
取

り
組
む
予
定
で
す
。

「伝える」を意味する手話

1. 伊達小学校 /2. エルクイングリッシュスクール /3. 清水ヶ丘元気づくり会

手で伝える思い特　集

問 社会福祉課障がい福祉係　☎ 575-1274

　今年 4月、「伊達市手話言語条例」が施行さ
れました。この条例は、手話を「言語」とし
て位置づけています。
　聴こえる人と聴こえない人を結ぶ共通言語
「手話」を使って、あなたの思いを伝えてみま
せんか。

あなたの 伝えませんか思いを 手話で
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
喜
び

　
「
ろ
う
者
と
は
ど
う
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
れ
ば

よ
い
の
で
し
ょ
う
？
筆
談
で

は
だ
め
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」

　

ろ
う
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
を
考
え

た
と
き
、
多
く
の
人
が
こ
の

よ
う
に
思
う
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
確
か
に
、
筆
談

も
方
法
の
ひ
と
つ
で
す
が
、

ろ
う
者
に
と
っ
て
は
、
す
べ

て
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

手
話
講
座
の
あ
る
受
講
者

は
、「
手
話
で
話
し
か
け
た

と
き
に
、
相
手
に
喜
ん
で
も

ら
え
た
こ
と
が
印
象
的
で
し

た
。
簡
単
な
あ
い
さ
つ
で
し

た
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
取
れ
た
こ
と
に
う
れ
し

く
な
り
ま
し
た
。」
と
話
し

ま
す
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

喜
び
は
、
多
く
の
人
に
共
通

す
る
も
の
で
す
。
ま
ず
は
、

「
お
は
よ
う
」
の
手
話
か
ら

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

吉田  正勝さん
伊達市手話言語条例の制
定にあたり、検討委員と
して参画。

伊
達
市
手
話
言
語
条
例

の
制
定
後
、
伊
達
市

の
ろ
う
者
の
皆
さ
ん
か
ら
喜

び
の
声
が
届
い
て
い
ま
す
。

手
話
の
理
解
促
進
の
た
め
に

も
条
例
が
制
定
さ
れ
て
良

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
両
親
は
、
と
も
に

ろ
う
者
で
「
デ
フ
フ
ァ
ミ

リ
ー
」（
家
族
全
員
が
ろ
う

者
の
家
族
）
で
し
た
。
そ
の

た
め
、
日
常
会
話
や
友
達
と

の
会
話
も
す
べ
て
手
話
で
し

た
。
し
か
し
、
就
職
し
て
か

ら
は
手
話
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
れ
る
こ
と
は
な

く
、
ほ
と
ん
ど
は
身
振
り
で

伝
え
て
い
ま
し
た
。

　

市
民
み
ん
な
が
手
話
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
は
思
い
ま
す
が
、

簡
単
な
言
葉
を
手
話
や
身
振

思いが伝わることの喜びは、
聴こえる人も、ろう者も同じなのです

り
で
表
現
し
て
く
れ
る
だ
け

で
も
、
ろ
う
者
は
明
る
い
気

持
ち
に
な
る
の
で
す
。
あ
い

さ
つ
や
「
あ
り
が
と
う
」
を

手
話
で
表
現
し
て
く
れ
た
時

は
、
お
互
い
の
心
が
通
じ
た

と
感
じ
ま
す
。
自
分
の
思

い
を
相
手
に
伝
え
ら
れ
る
こ

と
の
喜
び
は
、
聴
こ
え
る
人

も
、
ろ
う
者
も
同
じ
だ
と
思

い
ま
す
。

　

い
ず
れ
は
、
お
店
の
店
員

さ
ん
と
も
手
話
で
会
話
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
う
れ
し

い
と
思
い
ま
す
。
時
々
、
手

話
が
で
き
る
店
員
さ
ん
も
い

る
の
で
す
が
、
お
店
に
そ
の

表
示
が
な
く
、
せ
っ
か
く
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機

会
を
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　

手
話
が
通
じ
る
場
所
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
ま
ち

に
出
る
楽
し
み
が
広
が
り
ま

す
し
、
聴
こ
え
る
人
も
聴
こ

え
な
い
人
も
共
に
生
き
る
地

域
づ
く
り
に
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

福島県聴覚障害者協会
会長にインタビュー

ヘルプマークをご存知ですか？

ヘルプマークは、配慮を必要としてい
ることが外見からは分かりにくい人た
ちが、周囲に配慮を必要としているこ
とを知らせるマークです。ヘルプマー
クは社会福祉課、各総合支所福祉担当
で配布しています。

※詳しくは 12㌻をご覧ください。

チェック 1

12 月上旬頃から期間限定で手話コーナーを設置します。
さらに学習したい人には、社会福祉課で、年齢や習熟度
に合わせて書籍やDVDを紹介します。

市立図書館に手話コーナーを設置

チェック 2

5 人以上の団体、グループを対象に出前講座を実施してい
ます。ご家族、お友達同士でも利用できます。手話通訳者
の派遣もお気軽にお申し込みください。

[ 申込先 ]　社会福祉課障がい福祉係　
電話：575-1274　FAX： 576-7199
メール： syakai@city.fukushima-date.lg.jp

お気軽にお申し込みください！

出前講座・手話通訳者の派遣
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イ
ベ
ン
ト
会
場
で
の
手

話
通
訳
（
北
畠
顕
家
卿

生
誕
７
０
０
周
年
記
念

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

⬅

➡ 

下
水
道
工
事
の

説
明
内
容
を
手

話
通
訳 ろう者と聴こえる人を結ぶ

取り組み 2　手話通訳

　

ろ
う
者
の
皆
さ
ん
が
市
役
所

で
手
続
き
を
し
や
す
い
よ
う

に
、
4
月
か
ら
社
会
福
祉
課
の

窓
口
に
手
話
通
訳
者
を
配
置
し

ま
し
た
。

　

市
役
所
の
窓
口
だ
け
で
な

く
、
病
院
の
受
診
時
や
お
子
さ

ん
の
学
校
行
事
な
ど
に
、
手
話

通
訳
者
の
派
遣
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
ろ
う
者
の
皆
さ
ん

も
市
内
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

や
す
い
よ
う
に
、
市
主
催
の
講

演
会
な
ど
で
も
手
話
通
訳
を

行
っ
て
い
ま
す
。

最
近
は
、
手
話
に
興
味

を
持
っ
て
く
れ
る
人

が
増
え
た
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
買
い
物
に
行
く
と
声
を

掛
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

知
り
合
い
が
増
え
ま
し
た
。

　

市
役
所
に
通
訳
者
が
い

る
こ
と
に
安
心
感
を
お
ぼ

え
ま
す
。
筆
談
で
は
手
続

き
に
時
間
が
掛
か
っ
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
時
間
も

短
く
な
り
ま
し
た
し
、
通

訳
の
依
頼
も
し
や
す
く
な

り
ま
し
た
。
興
味
の
あ
る

講
演
会
に
参
加
し
た
い
と

思
っ
て
も
、
行
く
こ
と
を

た
め
ら
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
後
は
手
話
通
訳
が
あ
る

こ
と
で
参
加
し
や
す
く
な丹野  繁男さん  きみ子さん

る
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
夫
婦
は
、
と
も
に

ろ
う
者
で
す
。
周
囲
と
意
思

の
疎
通
を
図
る
こ
と
が
難
し

く
、
苦
労
し
た
こ
と
が
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
ろ
う
学
校

で
は
、
手
話
が
禁
止
さ
れ
て

い
た
の
で
、
授
業
以
外
の
時

間
に
手
話
を
使
っ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
れ
以
降
は
、
周
囲

に
手
話
を
使
え
る
人
が
お
ら

ず
、
筆
談
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
し
た
。

　

耳
が
聞
こ
え
な
い
こ
と

は
、
外
見
で
は
わ
か
ら
な
い

障
が
い
で
す
。
正
直
な
と

こ
ろ
、
そ
の
こ
と
で
悲
し

い
思
い
を
し
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
我
慢
す
る
し

か
な
い
と
思
う
と
き
も
あ

る
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

ろ
う
者
に
つ
い
て
正
し
く

理
解
し
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
し
、
耳
が
聴
こ
え
る

人
と
同
じ
よ
う
に
、
ろ
う

者
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

ま
ち
に
な
っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

「ろう者も安心して暮らせるまちに」

私
は
、
高
熱
の
た
め
、

１
歳
ご
ろ
に
失
聴
し

ま
し
た
。
現
在
は
障
が
い
者

の
就
労
支
援
施
設
で
所
長
を

務
め
る
傍
ら
、
市
内
の
手
話

サ
ー
ク
ル
で
講
師
を
し
て
い

ま
す
。

　

私
が
勤
め
る
施
設
の
利
用

者
の
多
く
は
ろ
う
者
で
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
手
話

を
使
い
ま
す
。
聴
こ
え
る
人

も
い
ま
す
が
、
一
緒
に
作
業

を
す
る
中
で
、
自
然
と
手
話

を
覚
え
て
い
く
よ
う
で
す
。

　

今
後
は
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
手
話
が
当
た
り
前
の

存
在
に
な
っ
て
い
け
ば
い
い

な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
聴
こ
え
る
人
、
聴
こ

え
な
い
人
が
一
緒
に
取
り
組

ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。　

佐野  誠さん

「子どもたちにとって、手話が当たり前の存在に」

市では、聴こえる人も、聴こえない人も共に生きる社会の実現に向けて取り組んでいます。
では、ろう者の皆さんはどう感じているのでしょうか。地元のろう者からお話を伺いました。
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