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覚
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市民
し み ん

のみなさんが、ろう者
しゃ

の言語
げ ん ご

である手話
し ゅ わ

に興味
きょうみ

を持
も

ち、手話
し ゅ わ

を覚
おぼ

え、

コミュニケーションの機会
き か い

が増
ふ

えることを願
ねが

っています。もし手話
し ゅ わ

がわか

らなくても、身振
み ぶ

りや、目
め

で見
み

てわかる方法
ほうほう

で伝
つた

えることができます。ろ

う者
しゃ

にはもちろん、高齢
こうれい

で耳
みみ

が遠
とお

くなった方
かた

、小
ちい

さいお子
こ

さんにも伝
つた

わり

やすくなります。それは「誰
だれ

にとってもわかりやすい」ということです。 

～誰
だれ

もが生
い

きやすい共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して～ 
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高崎市
たかさきし

では、手話
し ゅ わ

は音声
おんせい

言語
げ ん ご

と異
こと

なる言語
げ ん ご

であるとの認識
にんしき

に立
た

ち、ろう者
しゃ

及
およ

びろう者
しゃ

以外
い が い

の者
もの

が共
とも

に生
い

きる共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

として、高崎市
たかさきし

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

を制定
せいてい

し、

平成
へいせい

29(2017)年
ねん

4月
がつ

1 日
ついたち

より施行
し こ う

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たの 

しゅわ 

しゅわ 



手話
し ゅ わ

ってなぁに？ 

  

高崎市
たかさきし

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

って？ 

 

ろう者
しゃ

の大切
たいせつ

なコミュニケーション

方法
ほうほう

のひとつです。ろう者
しゃ

集団
しゅうだん

の中
なか

で作
つく

られ、発展
はってん

し、大切
たいせつ

に守
まも

られてき

た、音声
おんせい

言語
げ ん ご

とは全
まった

く別
べつ

の体系
たいけい

を持
も

った言語
げ ん ご

です。 

 

 

 

群馬県
ぐんまけん

で最初
さいしょ

のろう者
しゃ

集団
しゅうだん

は、

「私 立
し り つ

高 崎
た か さ き

聾 唖
ろ う あ

学 校
がっこう

」 

（大正
たいしょう

11(1922)年
ねん

4月
がつ

10 日
と お か

設立
せつりつ

）に集
あつ

まった子
こ

ども達
たち

でした。ここで

育
はぐく

まれてきた手話
し ゅ わ

は、手話
し ゅ わ

サークルの立
た

ち上
あ

げや手話通訳者
しゅわつうやくしゃ

の育成
いくせい

につな

がっています。 

手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

しやすい環境
かんきょう

を作
つく

ることで、ろう者
しゃ

及
およ

びろう者
しゃ

以外
い が い

の者
もの

が、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

いながら共生
きょうせい

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

することがで

きます。 

高崎市
たかさきし

は、聞
き

こえる、聞
き

こえないに関
かか

わらず、すべての人
ひと

がお互
たが

いに人格
じんかく

と

個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

する共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

しています。 
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自己
じ こ

紹介
しょうかい

をしてみよう 

 

あいさつ おはよう こんにちは こんばんは  

 

 

 

 

 

 

 

自己
じ こ

紹介
しょうかい

 「私
わたし

の名前
な ま え

は〇〇です。よろしくお願
ねが

いします。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高崎市
たかさきし

では、医療
いりょう

、労働
ろうどう

、教育
きょういく

、地域
ち い き

活動
かつどう

など、社会
しゃかい

生活
せいかつ

のさまざ

まな場面
ば め ん

に、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

（手書
て が

き・パソコン）の派遣
は け ん

を

しています。 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

は、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

と聞
き

こえる人
ひと

のコミュニケー

ションをつなぐ、大切
たいせつ

な仕事
し ご と

です。手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

者
しゃ

は、ろう者
しゃ

の手話
し ゅ わ

を

音声
おんせい

に、聞
き

こえる人
ひと

の声
こえ

を手話
し ゅ わ

にかえて伝えます。要約
ようやく

筆記
ひ っ き

者
しゃ

は、

手書
て が

きやパソコンで、相手
あ い て

の声
こえ

を文字
も じ

にして伝
つた

えます。 

あなたも目指
め ざ

してみませんか？ 
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指
ゆ び

文字
も じ

 

数字
す う じ

 
5 6 7 8 9 0

0 

1 2 3 4 

50 60 70 80 

08 

90 10 15 20 30 40 

1000 B 2000 5000 7000 万 100 200 500 700 1000 A 

① 

① 

② 

② 
③ 

下
した

におろす 上
うえ

に移動
いどう

 

拗音
ようおん

、促音
そくおん

 

後
うし

ろに引
ひ

く 横
よこ

に移動
いどう

 

ぬ 

ね 

の 

に 

な 

つ 

て 

と 

ち 

た 

す 

せ 

そ 

し 

さ 

く 

け

」 

こ 

き 

か 

う 

え 

お 

い 

あ 

を 

長 音
ちょうおん

 

ん 

わ 

る 

れ 

ろ 

り 

ら 

ゆ

い 

半濁音
はんだくおん

 

よ 

濁音
だくおん

 

や 

む 

め

」 

も 

み 

ま 

ふ 

へ 

ほ 

ひ 

は 

(が) 

(ぴ) 

(や) 

(つ) 



役割
やくわり

は？ 

ろう児
じ

等
とう

（聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

、児童
じ ど う

又
また

は生徒
せ い と

）が、自
みずか

らの言語
げ ん ご

で

ある手話
し ゅ わ

を獲得
かくとく

し、手話
し ゅ わ

で学
まな

べる環境
かんきょう

を整
ととの

えるのは、とても重要
じゅうよう

な

ことです。条例
じょうれい

は、ろう児
じ

等
とう

が通学
つうがく

する学校
がっこう

の設置者
せっちしゃ

が、その環境
かんきょう

を

整
ととの

えるよう努力
どりょく

すると定
さだ

めています。 

学校
がっこう

における手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

 

条例
じょうれい

では、市
し

、市民
し み ん

、事業者
じぎょうしゃ

それぞれの役割
やくわり

を明示
め い じ

しています。 

【市
し

がすること】 

市民
し み ん

の手話
し ゅ わ

への理解
り か い

、手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

促進
そくしん

及
およ

び

手話
し ゅ わ

を使用
し よ う

しやすい環境
かんきょう

の整備
せ い び

を図
はか

るため

の施策
し さ く

を作
つく

り、実施
じ っ し

します。 

施策
し さ く

は計画的
けいかくてき

に進
すす

められ、市民
し み ん

が手話
し ゅ わ

を学
まな

ぶ

機会
き か い

を確保
か く ほ

したり、事業者
じぎょうしゃ

の取
と

り組
く

みを支援
し え ん

したりします。 

 

 

 

【市民
し み ん

がすること】 

条例
じょうれい

の目的
もくてき

や基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を理解
り か い

するよ

うに努力
どりょく

します。 

 

【事
じ

業者
ぎょうしゃ

がすること】 

ろう者
しゃ

が利用
り よ う

しやすいサービスを 

提供
ていきょう

したり、ろう者
しゃ

が 働
はたら

きやすい

環境
かんきょう

を整備
せ い び

するように努力
どりょく

します。 
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聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

ってなぁに？ 

 

聴覚
ちょうかく

に障害
しょうがい

のある人
ひと

を「聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

」といいます。聴 力
ちょうりょく

の程度
て い ど

は人
ひと

それぞれ。「全
まった

く聞
き

こえない・聞
き

こえにくい・補聴器
ほちょうき

を付
つ

けれ

ば少
すこ

し聞
き

こえる」など、さまざまです。 

「 ろ う 者
しゃ

 」 手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として使用
し よ う

している人
ひと

 

「 難 聴 者
なんちょうしゃ

 」 聞
き

こえにくさを感
かん

じている人
ひと

 

「中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

」 病気
びょうき

や事故
じ こ

などで聴 力
ちょうりょく

を失
うしな

った人
ひと

 

「ろう重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

」 聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の他
ほか

に、別
べつ

の障害
しょうがい

を併
あわ

せもつ人
ひと

 

「 盲
もう

ろう者
し ゃ

 」 視覚
し か く

と聴覚
ちょうかく

の両方
りょうほう

に障害
しょうがい

を併
あわ

せもつ人
ひと

 

コミュニケーション方法
ほうほう

は？ 

 

聞
き

こえなくなった（聞
き

こえにくくなった）時期
じ き

や、聞
き

こえの程度
て い ど

な

どによって、その人
ひと

に合
あ

うコミュニケーション方法
ほうほう

があります。 

「手 話
し ゅ わ

」手
て

や指
ゆび

、表 情
ひょうじょう

などによって、気持
き も

ちを伝
つた

えあう視覚的
しかくてき

 

な言語
げ ん ご

です。地域
ち い き

、年代
ねんだい

によって表現
ひょうげん

が多少
たしょう

違
ちが

います。 

「指
ゆび

文字
も じ

」50音
おん

を指
ゆび

の形
かたち

で表
あらわ

します。手話
し ゅ わ

を補足
ほ そ く

するときや、 

名前
な ま え

などの固有
こ ゆ う

名詞
め い し

を表
あらわ

す時
とき

に使
つか

います。 

「筆 談
ひ つ だ ん

」紙
かみ

などに文字
も じ

を書
か

いて伝
つた

えます。 

「読 話
ど く わ

」「口 話
こ う わ

」口
くち

の動
うご

きを見
み

て言葉
こ と ば

を読
よ

み取
と

ります。 

「触手話
しょくしゅわ

」「指
ゆび

点字
て ん じ

」手
て

や指
ゆび

に触
ふ

れて盲
もう

ろう者
しゃ

に伝
つた

えます。 
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聞
き

こえないと困
こま

ることってなぁに？ 

 

世
よ

の中
なか

は音
おと

であふれています。 

・何
なに

も聞
き

こえなかったら？ 

・聞
き

こえにくかったら？ 

～想像
そうぞう

してみましょう～ 

～～」 

私
わたし

たちができることってなぁに？ 

 

 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

は、外見
がいけん

ではわかりにくいために、周囲
しゅうい

の人
ひと

に聞
き

こえない

ことをわかってもらえなかったり、コミュニケーションがうまく図
はか

れ

ず、さまざまな場面
ば め ん

で困
こま

ることがたくさんあります。 

大切
たいせつ

なのは 

「伝
つた

えたい」 

「わかりたい」 

という気持
き も

ちです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家
いえ

で…（朝
あさ

起
お

きるとき 連絡
れんらく

したい 来訪者
らいほうしゃ

 テレビ 家族
か ぞ く

の会話
か い わ

） 

 外
そと

で…（お店
みせ

で 自動車
じどうしゃ

や自転車
じてんしゃ

の音
おと

 電車
でんしゃ

が止
と

まった 職場
しょくば

で） 

 もしも…（病気
びょうき

 火事
か じ

 事件
じ け ん

 災害
さいがい

が起
お

きたとき 避難所
ひなんじょ

で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 もしかして聞
き

こえていないのかも・・・と気
き

づいたら 

・話
はな

しかけるときは、 

軽
かる

く肩
かた

をたたく、手
て

を振
ふ

るなどの合図
あ い ず

をする 

・視線
し せ ん

が合
あ

ってから話
はな

し始
はじ

める 

・表 情
ひょうじょう

や口元
くちもと

が見
み

えるように、正面
しょうめん

で話
はな

す 

・複数
ふくすう

の人
ひと

がいるときは、一人
ひ と り

ずつ話
はな

す 

・手話
し ゅ わ

で話
はな

すときは、 

手
て

だけでなく表 情
ひょうじょう

や体
からだ

の動
うご

きも使
つか

う 

4 


