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※聞こえの程度によって明確に定義されているわけではありません。

　生まれつき耳が聞こえ
ない人や日本語を覚える
前に聞こえなくなった人
です。主に手話で会話をし
ます。
　ろう者は、音を聞いたこ
とがないため、花火の音を
想像することは難しいで
すが、花火の音を体で感じ
ることができます。

　生まれた時は聞こえていまし
たが、事故や病気などが原因で聞
こえなくなった人です。声を出し
て話すことはできますが、聞くこ
とができません。主に筆談で会話
をします。
　中途失聴者は、花火の音は聞こ
えませんが（体で感じることはで
きますが）、音を聞いたことはあ
るため、花火の音を想像すること
ができています。

　ろう者は、差別による苦痛を受けてきました。例えば、学校や家庭で手話を使うと、きびしくしかられ
たという悲しい過去がありました。昔のろう学校 ※１では、耳が聞こえない子どもたちは、聞こえる人と
同じようにするため、口の動きを読み取り、口の形と音声による発話をして、手話を使わないようにす
る教育を受けていたからです。
　最近でも、聞こえないことが理由で 選べない職業 ※2  があるなど、聴者 ※3 には当たり前の権利が、
ろう者には認められていないことが少なくありません。
※１　ろう学校・・・聴覚に障がいのある幼児・児童・生徒に教育を行う学校。
※２　例えば、平成27年まで、ろう者は、バスの運転士の資格を取ることができませんでした。
※３　聴者・・・聴覚に異常がなく、補聴器などを用いなくても聞き取りが可能な人。

～難聴者～
　生まれつきであったり、事
故や病気が原因で特定の音
域や音全体が聞こえにくく
なった人です。ある程度声を
出して話すことができ、聞く
ことも可能です。主に筆談や
口話で会話をします。補聴器
を付けている人もいます。難
聴者は、ある程度聞こえるた
め、花火が大きな音を鳴らし
ていることは分かります。

難聴者中途失聴者 ※聞こえ方はいろいろです。ろう者ろう者
しゃ ちゅうとしっちょうしゃ なんちょうしゃ き かた

すごい振動を体に
感じるな～。きっと
すごい音が鳴ってい
るんだろうな～

音は聞こえないけ
ど、きっと「ドーン」
と鳴っているんだ
ろうな～

はっきりとは聞
こえないけど、花
火が「ドーン」と
鳴っているな～

しんどう からだ

かん

おと な

おと き

な

き

はな

び

な

おぼ じこ びょうき げんいん き こ びょうき げんいん とくてい おん

まえ き

おも しゅわ かいわ はな き ひと ていど こえ

おも ひつだん だ はな き

かのう おも ひつだん

かいわ

しゃ おと き

はなび ちゅうとしっちょうしゃ はなび おと き こうわ かいわ ほちょうきおと

そうぞう むずか からだ かん つ ひと なん

はなび

き ていど めいかく ていぎ

おと

しゃ

かな かこ むかし がっこう みみ き こ き ひと

おな くち うご よ と くち おんせい はつわ しゅわ つかかたち

きょういく う

さいきん き りゆう えら ちょうしゃ あ まえ けんりしょくぎょう

しゃ みと

がっこう

へいせいたと

ちょうしゃ ちょうかく いじょう ほちょうき もち き と かのう ひと

ねん しゃ うんてんし しかく と

ちょうかく しょう ようじ じどう せいと おこな がっこうきょういく

すく

さべつ くつう う たと がっこう かてい しゅわ つか

からだ おと

はなび はなび おお おと な

わ

おと そうぞう

き ちょうしゃ ていど きかん

ひと ひと こえ だ いき おとぜんたい き

しゃ れきし



聞こえない人に
あった会話の方法

き ひと

かいわ ほうほう

　手話は、指や体の動き、顔の表情などを使って目で見え
るように表現します。
　手話は、ろう者にとって気持ちや考えを伝えたり、理解
したりするための大切な言葉（言語）です。

しゅわ

手話は
め

目で
み

見る
ことば

言葉（
げんご

言語）です
しゅわ

手話は
め

目で
み

見る
ことば

言葉（
げんご

言語）です

- 2 -

しゅわ ゆびもじ ひつだん こうわ くうしょ みぶ

しゃ

あいて くち うご ことば よ と にほんご くち うご おな あらわ こと ことばこうわ

すべ よ と むずか

かみ つか ゆび くうちゅう じ かくうしょ

じょうき いちれい ひと かいわ ほうほう さまざま ひと ほうほう かいわ じゅうよう

ちゅうとしっちょうしゃ

なんちょうしゃ

しゃちょう

ろう者

手話 指文字

（苦手）★ ・ ★★ ・ ★★★ ・ ★★★★

★★★★

★★

★★

★

★★★

★★

★★

★

★★

★★★★

★★★

★★★★

★★

★★

★★

★

★★

★★★

★★

★★★

★★★

★★

★★

★★

（得意）

筆談 口話 空書

中途失聴者

難聴者

身振り

聴　者

手話って何？
しゅわ なに

※口話 … 相手の口の動きで言葉を読み取ること。日本語には口の動きが同じでも、表しているものが異なる言葉がたく
さんあるため、全てを読み取ることは難しいです（タバコとタマゴなど）。
※空書 … 紙やペンを使わず、指で空中に字を書くことです。
※上記はあくまで一例です（人によって会話の方法は様々なので、その人にあった方法での会話が重要です）。

しゅわ ゆび からだ うご かお ひょうじょう つか め み

ひょうげん

しゅわ しゃ きも かんが つた りかい

たいせつ ことば げんご

　ろう者は、音を聞くことができず、音で表現する日本語の言葉や文法などを十分理解するこ
とが難しいため、長い文章による筆談では意味が伝わらないことがあります。

しゃ おと き おと ひょうげん にほんご ことば ぶんぽう じゅうぶんりかい

むずか なが ぶんしょう ひつだん いみ つた

にがて とくい

　手話の表現では、日本語と語順が
異なるなど、独自の文法があります。
　右の例だと「の・は」などを使って
いません。

日本語と手話の文法の違い

あなた/スポーツ/好き/何？

手話の表現

あなた/の/好きな/スポーツ/は/何ですか？

日本語の表現
にほんご しゅわ ぶんぽう ちが にほんご ひょうげん

しゅわ ひょうげん

しゅわ ひょうげん にほんご す なん

す なに

ごじゅん

こと どくじ ぶんぽう

みぎ れい つか



どうしたらいいのかな？どうしたらいいのかな？
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手話ができなくても、
他にどんな会話の
方法があったかな？

しゅわ

ほか かいわ

ほうほう

　耳が聞こえない人は見た目だけでは分からないよ。

　普段、みんなは当たり前のように先生や友達の声を聞

いているけど、聞こえない人にとっては当たり前ではな

いから、お互いに助け合う必要があるよね。

　ろう者や聞こえない人も、安心して暮らすことができ

る社会にするために、みんなができることを一緒に考え

てみよう！

おぶちゃんと一緒に考えてみよう！
いっしょ かんが

問題 ～電車の中で～1

問題①の回答例：手話が使えなくても身振りをしたり、紙やペンを使って筆談をするなど、目で見て理解できるように状況を伝えて
あげられるといいね。

じ
こ

て
い
し
事
故
の
た
め

停
止
し
て
い
ま
す

みみ き ひと み め わ

ふだん あ まえ せんせい ともだち こえ き

き ひと あ まえ

たが たす あ ひつよう

しゃ き ひと あんしん く

しゃかい いっしょ かんが

もんだい でんしゃ なか

じこ でんしゃ と しゅわ かいわ り でんしゃない ほう

そう き ふあん ようす ちか だんせい り

じょうきょう つた

もんだい かいとうれい しゅわ つか みぶ かみ つか ひつだん め み りかい じょうきょう つた

事故で電車が止まったよ。手話で会話をしている２人がいるけど、電車内の放
送が聞こえないから、とても不安な様子だね。近くにいる男性は、２人にどう
やって状況を伝えられるといいのかな？　　



①～③の問題を考えてみよう！
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ろう者も一緒にテレビを
楽しむためには、どうな
るといいのかな？

問題 ～友達の家で～2

問題②の回答例：一緒にいる人は、テレビの内容を手話や筆談で伝えられるといいね。どの番組でも字幕がついて、ろう者も楽しめる
社会になるといいね。
問題③の回答例：係の人は、配布場所や時間を紙などに書いて分かりやすいところに掲示したり、配布場所まで案内できるといいね。
周りの人は、聞こえない人に手話や筆談で伝えたり、一緒に行動できるといいね。

問題 ～避難所で～3

安全災害情報

もんだい ともだち いえ

もんだい ひ な ん じ ょ

もんだい かんが

ろう者の友達と一緒にテレビを見ているけど、聞こえないからテレビの内容
が分からないみたい。みんなで一緒に楽しむためにはどうしたらいいのか
な？

災害が発生して近くの体育館に避難したよ。係の人が「９時から体育館裏でおに
ぎりを配布します」と言っているけど、聞こえなくてとても不安な様子の男性が
いるね。ろう者や聞こえない人も安心するためには、どうしたらいいのかな？　

しゃ

さいがい

はいふ い き ふあん ようす だんせい

しゃ き ひと あんしん

はっせい ちか たいいくかん ひなん かかり ひと じ たいいくかんうら

ともだち いっしょ み き ないよう

わ いっしょ たの

しゃ いっしょ

たの

ひなんじょ

く

あんしん

ひと
避難所には、たくさんの
人が来るけど、みんなが
安心するためにはどうし
たらいいのかな？

9時から体育館裏で
おにぎりを配布します。

じ たいいくかんうら

はいふ

もんだい かいとうれい いっしょ ひと ないよう しゅわ ひつだん つた ばんぐみ じまく しゃ たの

しゃかい

もんだい かいとうれい かかり ひと はいふばしょ じかん かみ か わ けいじ はいふばしょ あんない

まわ ひと き ひと しゅわ ひつだん つた いっしょ こうどう
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こんなことも
こま

困っているよこんなことも
こま

困っているよ

～道を歩いている時などに～
自転車や車のベルやクラクションが聞こえなくて、ぶつかりそうになったり
します。また、声をかけられても聞こえないため、無視をしたと思われます。

！！！！

〇〇さんまだかなぁ～

チリン
チリン

～病院や銀行などで～
病院や銀行などで順番を待っている時、自分の名前を呼ばれても、聞こえない
ため順番を飛ばされてしまいます。
また、マスクをして名前を呼ばれたり、病気の説明を受けても、口の動きが分
からないため、何を言っているか分からなくて困ります。

順番を呼ぶときは、声だ
けではなく、掲示板など
目で見ても分かるように
なるといいね。また、耳が
聞こえない人と話すとき
は、マスクを外して、一言
ずつゆっくり話すといい
ね。

ベルなどを鳴らしても聞こえな
い人がいるので、聞こえていな
いと思ったら、ぶつからないよ
うに自転車から降りて歩いた
り、ゆっくり進むといいね。また、
声をかけて無視をされても、耳
が聞こえない人かも知れないの
で、肩を軽くたたいてから話し
かけたりするといいね。

～ここまでを振り返って～
　耳が聞こえない人は見た目だけでは分からないから、暮らし
の中でたくさんの困りごとがあるよ。みんなのちょっとした気
づきとやさしさがあれば、聞こえない人も安心して暮らすこと
ができるね。これからもお互いに助け合っていけるといいね。

びょういん

みち

ふ かえ

みみ き ひと み め わ く

なか こま き

き ひと あんしん く

たが たす あ

じてんしゃ くるま き

こえ き むし おも

ある とき

びょういん ぎんこう じゅんばん ま とき じぶん なまえ よ き

じゅんばん と

なまえ よ びょうき せつめい う くち うご わ

なに い わ こま

ぎんこう

じゅんばん

けいじばん

め み わ

みみ

き はな

はず ひとこと

はな

よ こえ

な

ひと き

おも

じてんしゃ お ある

すす

こえ むし みみ

き ひと し

かた かる はな

き



しゅわ

手話であいさつをしてみよう！
しゅわ

手話であいさつをしてみよう！

★おはよう ★こんばんわ

★はじめまして ★よろしく ★お願いします
ねが

★ありがとう

★こんにちは
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★ごめんなさい ★ともだち
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★ぼくの名前は、 まなぶ  です。

ぼく 名前 ま な ぶ 

★ぼくは、 5人  家族です。

★わたしは、 もも  がすきです。（きらい）

わたし

ぼく 家族 5人

もも すき きらい

しゅわ

手話で
じ こ し ょ う か い

自己紹介をしてみよう！
しゅわ

手話で
じ こ し ょ う か い

自己紹介をしてみよう！

相手から

見た手

あいて

み て

自分から

見た手

じぶん

み て

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

数の表し方
かず あらわ かた

自分から見た手
じぶん み て

なまえ

にん かぞく

かぞく にん

なまえ
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※指文字・・・手話が分からなかったり、手話の単語にない言葉を一文字ずつ表現するときに使います。

※指文字は自分から見た手です。

ゆびもじ

ゆびもじ じぶん み て

しゅわ しゅわ たんご ことば ひょうげん つかひともじわ

「
ぱ
」 

半
濁
音

「
っ
」 

促
音

「
ー
」 

長
音

「
が
」 

濁
音

だ
く
お
ん

は
ん
だ
く
お
ん

そ
く
お
ん

ち
ょ
う
お
ん

横
に
移
動
す
る

よ
こ

い
ど
う

い
ど
う

う
え

う
し
ろ

く
う
し
ょ

ひ

上
に
移
動
す
る

後
へ
引
く

「
ー
」 を

空
書
す
る

あ 　 い 　 う 　 え 　 お

か 　 き 　 く 　 け 　 こ

さ 　 し 　 す 　 せ 　 そ

た 　 ち 　 つ 　 て 　 と

な 　 に 　 ぬ 　 ね 　 の

は 　 ひ 　 ふ 　 へ 　 ほ

ま 　 み 　 む 　 め 　 も

や 　 ゆ 　 よ 　 ら 　 　

る 　 れ 　 ろ 　 わ 　 を

ゆ び も じ

指文字を
おぼ

覚えよう！
ゆ び も じ

指文字を
おぼ

覚えよう！

ん
手前に引く
てまえ ひ

り



お お ぶ し し ゅ わ げ ん ご じ ょ う れ い

大府市手話言語条例
お お ぶ し し ゅ わ げ ん ご じ ょ う れ い

大府市手話言語条例

※令和２年３月13日議場にて撮影
れいわ ねん がつ にちぎじょう さつえい

～令和２年４月１日施行～
れいわ ねん がつ にち しこう
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　言語は、お互いの気持ちや感情、考えを伝え合い、理解し合う上で欠かすことのできないもので

す。さらに、言語は、知識を蓄え、文化の創造を促し、人類の発展に大きく寄与してきました。手話

もまた同じく言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する独自の語彙や文法体

系を持つ非音声言語です。

　ろう者は、お互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要な独自の言語

として、手話を大切に育んできました。

　しかしながら、これまでの長い歴史の中で、手話は言語として認められず、ろう者は苦痛を強い

られてきました。近年では、障害者の権利に関する条約（平成26年条約第１号）や、平成23年に改

正された障害者基本法（昭和45年法律第84号）において、手話は言語であると明確に定められる

など、ろう者を取り巻く環境は変化していますが、現在でも、手話が言語であること及びその手話

を使用するろう者について理解する機会が少ないことに加え、手話を使用できる環境が十分に整

備されていないため、多くのろう者が日常生活や社会生活において不安や不便を感じています。

　そのため、私たち一人ひとりが手話について正しく理解し、ろう者が手話を使って安心して暮

らせる社会の実現が求められています。

　ここに、このような社会の実現を目指し、手話が言語であること及びその手話を使用するろう

者への理解を深めるために、この条例を制定します。

げんご

げんご ちしき たくわ ぶんか そうぞう うなが じんるい はってん おお きよ しゅわ

おな げんご しゅし からだ うご つか しかくてき ひょうげん どくじ ごい ぶんぽうたいひょうじょう

けい も ひおんせいげんご

しゃ たが きも りかい あ ちしき たくわ ぶんか そうぞう ひつよう どくじ げんご

しゅわ たいせつ はぐく

なが れきし なか しゅわ げんご みと しゃ くつう し

きんねん しょうがいしゃ けんり へいせい へいせい ねん かいねんじょうやくだい ごうかん じょうやく

せい しょうわ ねんほうりつだい ごう しゅわ げんご めいかく さだしょうがいしゃきほんほう

しゃ と ま かんきょう へんか げんざい しゅわ げんご およ しゅわ

しよう しゃ りかい きかい すく くわ しゅわ しよう かんきょう じゅうぶん せい

び おお しゃ にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ ふあん ふべん かん

わたし ひとり しゅわ ただ りかい しゃ しゅわ つか あんしん く

しゃかい じつげん もと

しゃかい じつげん めざ しゅわ げんご およ しゅわ しよう

しゃ りかい ふか じょうれい せいてい

たが きも かんじょうかんが つた あ りかい あ うえ か



しゅわ

手話に
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関する
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取組
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●大府市手話通訳者・要約筆記者派遣事業
　聴覚障がいのある方や聴覚障がいのある方とコミュニケーションを取る必要のある方に手
話通訳者や要約筆記者を派遣します。（無料）
場　　所・・・大府市役所高齢障がい支援課
                    （TEL ： 0562-47-2111（代表）、FAX ： 0562-47-3150）

●大府市手話奉仕員養成講座
　聴覚障がいや手話に関する基礎的な知識について学び、
聴覚障がい者の社会参加を支援する手話奉仕員を養成する講座です。（無料）
場　　所・・・大府市社会福祉協議会（TEL ： 0562-48-1805）

●大府市手話通訳者設置
　聴覚障がいのある方が窓口で手続きをする際に、手話通訳をします。
場　　所・・・大府市役所高齢障がい支援課 （FAX ： 0562-47-3150）
日　　時・・・月曜日　14：30～16：30
　　　　　 水曜日　17：15～19：15
　　　　　 金曜日　10：00～12：00

●愛知県による手話・筆談講師派遣
　愛知県内に住所を有する団体、企業などが、手話や筆談などの障がい者との意思疎通手段を
学習、習得するために研修会などを実施する場合、手話講師・筆談講師などを派遣しています。（無料）
実施団体・・・あいち聴覚障害者センター（TEL ： 052-228-6660）

●手話サークルすみれ
～活動内容～

小中高等学校福祉実践教室、福祉・健康
フェア参加、ろう者との交流と手話学習
会、知多地区聴覚障害者協議会行事への
協力など。
※上記は活動の一部です。

～活動日時～
毎週木曜日　10：00～12：00

～活動場所～
長草公民館（大府市明成町二丁目60番地）

●OHPたんぽぽ
～活動内容～

小中高等学校福祉実践教室、防災訓練、
敬老会、講演会などでの要約筆記による
通訳など。
※上記は活動の一部です。

～活動日時～
第１・３水曜日　10：30～14：00

～活動場所～
はあとぷらざ（大府市役所北側）

※活動日時、場所などについては変更となる場合がありますので、社会福祉協議会にご確認ください。（TEL：0562-48-1805）

◀
手
話
を
学
ぶ
受
講
生
た
ち

し
ゅ
わ

ま
な

じ
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こ
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せ
い

お お ぶ し し ゅ わ つ う や く し ゃ   ようやくひっきしゃはけんじぎょう

ちょうかくしょう ちょうかくしょうかた かた かたひつようと しゅ

つうやくしゃわ ようやくひっきしゃ はけん むりょう

　ば　　　　 しょ おおぶしやくしょこうれいしょう し え ん か

だいひょう

お お ぶ し し ゅ わ ほ う し い ん よ う せ い こ う ざ

お お ぶ し し ゅ わ つ う や く し ゃ せ っ ち

あいちけん しゅわ ひ つ だ ん こ う し は け ん

しょうちゅうこうとうがっこうふくしじっせんきょうしつ ふくし けんこう しょうちゅうこうとうがっこうふくしじっせんきょうしつ ぼうさいくんれん

しゅわ

さんか しゃ こうりゅう しゅわがくしゅう けいろうかい こうえんかい ようやくひっき

ちたちくちょうかくしょうがいしゃきょうぎかいぎょうじかい

きょうりょく

つうやく

まいしゅうもくようび

だい すいようび

ながくさこうみんかん

おおぶしやくしょきたがわ

おおぶしめいせいちょうにちょうめ ばんち

かつどうにちじ ばしょ へんこう ばあい しゃかいふくしきょうぎかい かくにん

じょうき かつどう いちぶ

じょうき かつどう いちぶ

かつどうないよう かつどうないよう

かつどうにちじ

かつどうばしょ

かつどうにちじ

かつどうばしょ

あいちけんない じゅうしょ ゆう だんたい きぎょう しゅわ ひつだん しょう しゃ いしそつうしゅだん

がくしゅう しゅうとく けんしゅうかい じっし ばあい しゅわこうし ひつだんこうし はけん むりょう

じっしだんたい ちょうかくしょうがいしゃ

ちょうかくしょう しゅわ かん き そ て き ちしき まな

ちょうかくしょう しゃ しゃかいさんか しえん

ちょうかくしょう かた まどぐち てつづ さい しゅわつうやく

しゅわほうしいん ようせい こうざ むりょう

　ば　　　　 しょ おおぶししゃかいふくしきょうぎかい

　ば　　　　 しょ おおぶしやくしょこうれいしょう し え ん か

 にち                   じ げつようび

すいようび

きんようび
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大府市職員による手話紹介動画
おおぶししょくいん しゅわしょうかいどうが

～最後まで読んでくれてありがとう～

I LOV
E YOU

I LOVE YOU

※動画は随時掲載予定です。

「YouTube」に大府市職員による手話紹介動画を掲載しています
ので是非一度ご覧ください！

手話を学ぼう！手話で話そう！
おぶちゃんと一緒に

いっしょ

しゅわ しゅわ はなまな

令和２年11月
大府市高齢障がい支援課
知多地区聴覚障害者協議会大府会員
手話サークルすみれ

発　　　行 ：
企画・編集 ：
協　　　力 ：

大府市  手話  動画 検索

大府市

さいご

おおぶししょくいん

どうが

お お ぶ し しゅわ どうが けんさく

はっ　　　  　　こう

お お ぶ し

れいわ

しゅわ

ねん がつ

きかく へんしゅう おおぶしこうれいしょう しえんか

きょう りょく ちたちくちょうかくしょうがいしゃきょうぎかいおおぶかいいん

ずいじけいさいよてい

ぜひ いちど らん

しゅわしょうかいどうが けいさい

よ
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