
手
し ゅ

話
わ

を知
し

って
 つながろう！！

草
そう 加

か
市
し
手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

条
じょう

例
れい

を知
し

っていますか？

令
れい

和
わ

3年
ねん

9月
がつ

27日
にち

に施
し

行
こう

されました！

令
れい

和
わ

5 年
ねん

1 0 月
がつ
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　話
はな

し言
こと

葉
ば

と同
おな

じように、ろう者
しゃ※が使

つか
う「手

しゅ
話
わ

」も、ひとつの「言
げん

語
ご

」です。日
に

本
ほん

語
ご

と英
えい

語
ご

では単
たん

語
ご

や
文
ぶん

章
しょう

の組
く

み立
た

て方
かた

が違
ちが

っているように、手
しゅ

話
わ

にも独
どく

自
じ

のルールがあります。「手
て

を使
つか

ったコミュニケーショ
ン手

しゅ
段
だん

」ということは知
し

っている人
ひと

も多
おお

いかもしれませんが、その他
ほか

にも、体
からだ

の動
うご

き・表
ひょう

情
じょう

・口
くち

の形
かたち

・目
め

線
せん

など、様
さま

々
ざま

な点
てん

に気
き

持
も

ちを伝
つた

える役
やく

割
わり

があります。地
ち

域
いき

で手
しゅ

話
わ

を知
し

っている人
ひと

が増
ふ

え、生
せい

活
かつ

の中
なか

で使
つか

えるようになれば、ろう者
しゃ※のコミュニケーションの輪

わ
は大

おお
きく広

ひろ
がります。

※この冊
さっ

子
し

の中
なか

では、「聴
ちょう

覚
かく

に障
しょう

がいがあり、手
しゅ

話
わ

を第
だい

一
いち

言
げん

語
ご

として使
し

用
よう

する人
ひと

」を「ろう者
しゃ

」と表
ひょう

記
き

し
ています。

　物
もの

事
ごと

を考
かんが

える、コミュニケーションを図
はか

って互
たが

いの感
かん

情
じょう

を分
わ

かり合
あ

う、といったことのために必
ひつ

要
よう

な言
げん

語
ご

として、ろう者
しゃ

は手
しゅ

話
わ

を大
たい

切
せつ

に使
つか

い、
育
はぐく

んできました。
　しかしながら、これまで手

しゅ
話
わ

が言
げん

語
ご

として認
みと

められてこなかったことや、
手
しゅ

話
わ

を使
し

用
よう

できる環
かん

境
きょう

が整
ととの

えられてこなかった経
けい

緯
い

があります。過
か

去
こ

に
は、音

おん
声
せい

による日
に

本
ほん

語
ご

を教
きょう

育
いく

の中
なか

で獲
かく

得
とく

させるため、ろう学
がっ

校
こう

でも手
しゅ

話
わ

を使
つか

うことが禁
きん

止
し

されていた時
じ

代
だい

もありました。

　現
げん

在
ざい

では「障
しょう

害
がい

者
しゃ

の権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

」や「障
しょう

害
がい

者
しゃ

基
き

本
ほん

法
ほう

」において、手
しゅ

話
わ

は言
げん

語
ご

として認
みと

めらています。しかし、ろう者
しゃ

が安
あん

心
しん

して手
しゅ

話
わ

を使
つか

えるようにするためには、手
しゅ

話
わ

に対
たい

する理
り

解
かい

をさらに広
ひろ

げていく必
ひつ

要
よう

があります。
　手

しゅ
話
わ

を普
ふ

段
だん

使
つか

わない人
ひと

にも「手
しゅ
話
わ
が言

げん
語
ご
で

ある」ということを知
し

ってもらうことが大
たい

切
せつ

で
あり、そのためには、市

し
（行

ぎょう
政
せい

）だけではなく、
市
し

民
みん

のみなさま・事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

のみなさまのご協
きょう

力
りょく

も
必
ひつ

要
よう

です。それぞれがどのようなことをやるべ
きかを定

さだ
め、お互

たが
いに支

ささ
え合

あ
える地

ち
域
いき

になるこ
とを目

もく
的
てき

として、草
そう

加
か

市
し

手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

条
じょう

例
れい

を制
せい

定
てい

しました。

手
しゅ

話
わ

とは？

手
しゅ

話
わ

にはこのような歴
れき

史
し

があります

なぜ「草
そう

加
か

市
し

手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

条
じょう

例
れい

」を制
せい

定
てい

したの？

手
しゅ

話
わ

が言
げん

語
ご

と
認
みと

められない
時
じ

代
だい

がありました。
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　条
じょう

例
れい

の目
もく

的
てき

を達
たっ

成
せい

するために、市
し
（行

ぎょう
政
せい

）・
市
し

民
みん

・事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

がそれぞれどのような役
やく

割
わり

を
担
にな

うかについて定
さだ

めています。

　ろう者
しゃ

に対
たい

する合
ごう
理
り
的
てき
配
はい
慮
りょ※を提

てい
供
きょう

する
とともに、市

し
民
みん

のみなさまや事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

のみな
さまが手

しゅ
話
わ

についての理
り

解
かい

を深
ふか

められるよ
うな取

とり
組
くみ

を行
おこな

います。

　手
しゅ

話
わ

やろう者
しゃ

についての理
り

解
かい

を深
ふか

めると
ともに、行

ぎょう
政
せい

の取
とり

組
くみ

にご協
きょう

力
りょく

をお願
ねが

いし
ます。

　手
しゅ

話
わ

やろう者
しゃ

についての理
り

解
かい

を深
ふか

めた
り、行

ぎょう
政
せい

の取
とり

組
くみ

に協
きょう

力
りょく

をするほか、ろう
者
しゃ

に対
たい

して合
ごう
理
り
的
てき
配
はい
慮
りょ※を提

てい
供
きょう

したり、手
しゅ

話
わ

を使
し

用
よう

しやすい環
かん

境
きょう

を整
ととの

えたりするよう
お願

ねが
いします。

　障
しょう

がいのある人
ひと

が障
しょう

がいのない人
ひと

と同
おな

じように生
せい

活
かつ

ができるよう、周
まわ

りの人
ひと

が、過
か

度
ど

の負
ふ

担
たん

にならない範
はん

囲
い

で、 
必
ひつ

要
よう

な配
はい

慮
りょ

を行
おこな

うことを、「合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

」といいます。
≪情

じょう
報
ほう

提
てい

供
きょう

における合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

の例
れい

≫
➡・講

こう
演
えん

会
かい

などにおいて、手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

や要
よう

約
やく

筆
ひっ

記
き

者
しゃ

を用
よう

意
い

する。
　・施

し
設
せつ

内
ない

の放
ほう

送
そう

を音
おん

声
せい

だけではなく、電
でん

光
こう

掲
けい

示
じ

板
ばん

等
とう

でも文
も

字
じ

にして表
ひょう

示
じ

する。

目
もく

的
てき

全
すべ

ての市
し

民
みん

が互
たが

いの人
じん

格
かく

と個
こ

性
せい

を尊
そん

重
ちょう

し支
ささ

え合
あ

う 共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

の実
じつ

現
げん

草
そう

加
か

市
し

手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

条
じょう

例
れい

には、
このようなことが書

か

いてあります

市市
しし

（（行行
ぎょうぎょう

政政
せいせい

）がやるべきこと）がやるべきこと

市
し

民
みん

は何
なに

をするの？ 事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は何
なに

をするの？

※合
ごう

理
り

的
てき

配
はい

慮
りょ

ってなに？

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

を
実
じつ

現
げん

するために
必
ひつ

要
よう

なことは？

手
しゅ

話
わ

に
ついて

ろ
う
者しゃ
の
方かた
の

よ
り
良よ

い
暮く

ら
し
の
た
め
に

自じ

分ぶん
達たち
は
何なに
が
で
き
る
ん

だ
ろ
う
？

手し
ゅ

話わ

講こ
う

座ざ

募ぼ

集し
ゅ
う
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ベル
の音
おと が

聞
き こえ

ない
？

○
○
さ
ん

す
み
ま
せ
ん

検
けん

査
さ

室
しつ

トントンットントンッ

○×□△
＃＄％‥

聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

がいにより音
おと

が聞
き

こえない（聞
き

こえにくい）とどうなる…？

まわりの人
ひと

は、どうサポートしたらよい？

　音
おん

声
せい

による情
じょう

報
ほう

に気
き

が付
つ

けない
　お店

みせ
や駅

えき
での放

ほう
送
そう

や、病
びょう

院
いん

など
で呼

よ
び出

だ
しをされていることがわか

らず、必
ひつ

要
よう

な情
じょう

報
ほう

が得
え

られないこ
とがあります。

　近
ちか

くまで行
い

って伝
つた

える
　病

びょう
院
いん

の待
まち

合
あい

などでは、離
はな

れたところから呼
よ

ぶのでは
なく、ろう者

しゃ
ご本

ほん
人
にん

のとこ
ろへ行

い
って順

じゅん
番
ばん

が来
き

たこと
を知

し
らせるといった対

たい
応
おう

を
しましょう。

　後
こう

方
ほう

から呼
よ

ぶときは肩
かた

をたたく
　後

こう
方
ほう

から呼
よ

びたいとき
は、声

こえ
かけではなく、肩

かた

を優
やさ

しくたたいて知
し

らせま
しょう。

　災
さい

害
がい

発
はっ

生
せい

などの緊
きん

急
きゅう

時
じ

は「まず避
ひ

難
なん

」
　特

とく
に災

さい
害
がい

が発
はっ

生
せい

したときなどは、
「素

す
早
ばや

く伝
つた

える」ということが大
たい

切
せつ

です。緊
きん

急
きゅう

時
じ

は、手
しゅ

話
わ

表
ひょう

現
げん

がわから
なくても、走

はし
るジェスチャーをしたり、

ろう者
しゃ

ご本
ほん

人
にん

の手
て

を引
ひ

いて逃
に

げるな
どの方

ほう
法
ほう

をとりましょう。

　外
がい

見
けん

からはわかりにくい
　街

まち
中
なか

で声
こえ

をかけられてもわから
ず、相

あい
手
て

から「無
む

視
し

をされた」と
誤
ご

解
かい

されることがあります。

　周
しゅう

囲
い

の状
じょう

況
きょう

がわかりにくい
　目

め
から入

はい
る情

じょう
報
ほう

で状
じょう

況
きょう

を判
はん

断
だん

す
ることが多

おお
いため、後

うし
ろから走

はし
って

くる自
じ

動
どう

車
しゃ

や自
じ

転
てん

車
しゃ

など、後
こう

方
ほう

の
情
じょう

報
ほう

に気
き

付
づ

きにくいです。

　災
さい

害
がい

時
じ

の対
たい

応
おう

に遅
おく

れが出
で

る 
可
か

能
のう

性
せい

がある
　火

か
災
さい

報
ほう

知
ち

器
き

の音
おと

や、緊
きん

急
きゅう

地
じ

震
しん

速
そく

報
ほう

などが聞
き

こえないことで、避
ひ

難
なん

に遅
おく

れが生
しょう

じる可
か

能
のう

性
せい

がありま
す。

　手
しゅ

話
わ

以
い

外
がい

のコミュニケーション方
ほう

法
ほう

も
使
つか

ってみる
　手

しゅ
話
わ

の他
ほか

にも、筆
ひつ

談
だん

・携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ
（スマー

トフォン）で文
も

字
じ

を打
う

って見
み

せる・口
くち

の
形
かたち

がわかるようにゆっくり大
おお

きな声
こえ

で話
はな

すなど、色
いろ

々
いろ

な方
ほう

法
ほう

があります。

　目
め

線
せん

を合わせる
　こちらに気

き
付
づ

くよう
身
み

振
ぶ

りなどでサインを
出
だ

してから、 目
め

線
せん

を
合
あ

わせて用
よう

件
けん

を伝
つた

えま
しょう。

　伝
つた

えるときは、はっきりとした表
ひょう

現
げん

にする
　曖

あい
昧
まい

・遠
とお

回
まわ

しな表
ひょう

現
げん

は、誤
ご

解
かい

を招
まね

く
可
か

能
のう

性
せい

がありますので、「はい」か「い
いえ」をはっきりと伝

つた
えましょう。

例
れい

：×「できないことはない」
　　○「できる」または「できない」
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　草
そう

加
か

市
し

では、「手
しゅ

話
わ

を学
まな

んでみたい！」という方
かた

や「手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

としての活
かつ

躍
やく

を目
め

指
ざ
したい！」という方

かた

などに向
む

けて、手
しゅ

話
わ

に関
かん

する講
こう

座
ざ

を開
ひら

いています。

講
こう

座
ざ

名
めい

講
こう

座
ざ

内
ない

容
よう

対
たい

　　象
しょう

開
かい

講
こう

時
じ

期
き
（目

め
安
やす

）
手
しゅ

話
わ

体
たい

験
けん

講
こう

座
ざ

簡
かん

単
たん

な手
しゅ

話
わ

と、聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

が
い者

しゃ
とのコミュニケーショ

ンについて学
がく

習
しゅう

します。

中
ちゅう

学
がく

生
せい

以
い

上
じょう

の方
かた

（草
そう

加
か

市
し

在
ざい

住
じゅう

、または在
ざい

学
がく

・在
ざい

勤
きん

） ７月
がつ

・３月
がつ

各
かく

月
げつ

２回
かい

、合
ごう

計
けい

４回
かい

（全
すべ

て同
おな

じ内
ない

容
よう

）

手
しゅ

話
わ

奉
ほう

仕
し

員
いん

「入
にゅう

門
もん

」
手
しゅ

話
わ

で簡
かん

単
たん

な会
かい

話
わ

ができ
る表

ひょう
現
げん

方
ほう

法
ほう

や聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

がい
者
しゃ

の生
せい

活
かつ

、福
ふく

祉
し

制
せい

度
ど

など
についても学

まな
びます。

手
しゅ

話
わ

を初
はじ

めて学
まな

ぶ方
かた

（草
そう

加
か

市
し

在
ざい

住
じゅう

、または在
ざい

勤
きん

） ８月
がつ

～３月
がつ

全
ぜん

２０回
かい

程
てい

度
ど

手
しゅ

話
わ

奉
ほう

仕
し

員
いん

「基
き

礎
そ

」
「入

にゅう
門
もん

」からステップアッ
プした手

しゅ
話
わ

表
ひょう

現
げん

を学
まな

び、
聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

がいに関
かか

わる知
ち

識
しき

を深
ふか

めます。

手
しゅ

話
わ

奉
ほう

仕
し

員
いん

「入
にゅう

門
もん

」を修
しゅう

了
りょう

した方
かた

、または同
どう

等
とう

レ
ベルの方

かた
で、地

ち
域
いき

でのボランティア活
かつ

動
どう

に意
い

欲
よく

の
ある方

かた
（草

そう
加
か

市
し

在
ざい

住
じゅう

、または在
ざい

勤
きん

）

６月
がつ

～３月
がつ

全
ぜん

３０回
かい

程
てい

度
ど

手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

養
よう

成
せい

手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

に必
ひつ

要
よう

な知
ち

識
しき

と
技
ぎ

術
じゅつ

の習
しゅう

得
とく

のほか、障
しょう

が
い福

ふく
祉
し

制
せい

度
ど

なども学
がく

習
しゅう

し
ます。

手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

を目
め

指
ざ

し、（1）から（3）までのいず
れかに該

がい
当
とう

する方
かた

で、手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

養
よう

成
せい

講
こう

座
ざ
Ⅰ、手

しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

養
よう

成
せい

講
こう

座
ざ
Ⅱ・Ⅲ（2 年

ねん
課
か

程
てい

）を受
じゅ

講
こう

でき
る方

かた
（草

そう
加
か

市
し

在
ざい

住
じゅう

）
（1）過

か
去
こ

に本
ほん

講
こう

座
ざ

を受
じゅ

講
こう

した方
かた

（2）手
しゅ

話
わ

奉
ほう

仕
し

員
いん

養
よう

成
せい

講
こう

座
ざ

「基
き

礎
そ

」修
しゅう

了
りょう

者
しゃ

（3）上
じょう

記
き

と同
どう

等
とう

レベルの方
かた

２年
ねん

課
か

程
てい

全
ぜん

９０回
かい

程
てい

度
ど

　※令
れい

和
わ

5年
ねん

10月
がつ

現
げん

在
ざい

の情
じょう

報
ほう

です。その年
ねん

度
ど

により、開
かい

講
こう

時
じ

期
き

等
とう

は変
へん

更
こう

になることがあります。

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

人
じん

　草
そう

加
か

市
し

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

　手
しゅ

話
わ

担
たん

当
とう

　　　〒 340-0013　草
そう

加
か

市
し

松
まつ

江
え

1-1-3
　　　電

でん

話
わ

：048-932-6770　FAX：048-932-6781
　　　e-mail：shuwa@soka-shakyo.jp
※草

そう

加
か

市
し

では、手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

の派
は

遣
けん

や講
こう

座
ざ

の実
じっ

施
し

について「社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

人
じん

　
草
そう

加
か

市
し

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

」に委
い

託
たく

しています

【手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

派
は

遣
けん

・講
こう

座
ざ

に関
かん

する問
と

い合
あ

わせ】

　ろう者
しゃ

の方
かた

とコミュニケーションを取
と

るときに、手
しゅ

話
わ

がわからなくてもお互
たが

いに理
り

解
かい

し合
あ

えるよう、手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

派
は

遣
けん

事
じ

業
ぎょう

があります。病
びょう

院
いん

や学
がっ

校
こう

、会
かい

議
ぎ

、講
こう

演
えん

会
かい

など生
せい

活
かつ

の様
さま

々
ざま

な場
ば

面
めん

において、手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

を派
は

遣
けん

しています。

手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

者
しゃ

派
は

遣
けん

事
じ

業
ぎょう

があります

手
しゅ

話
わ

に関
かん

する講
こう

座
ざ

があります
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片
かた

手
て

をグーの形
かたち

に握
にぎ

り、
拳
こぶし

をこめかみのあたりから
顎
あご

のほうへ下
おろ

ろすと「朝
あさ

」や
「起

お
きる」という意

い
味
み

になり、
あいさつのときに使

つか
うと

「おはよう」という意
い

味
み

に
なります。

両
りょう

手
て

の指
ゆび

先
さき

を揃
そろ

えて手
て

のひらを
相
あい

手
て

側
がわ

に向
む

け、自
じ

分
ぶん

の顔
かお

の前
まえ

で
交
こう

差
さ

させます。
これで「夜

よる
」や「暗

くら
い」

という意
い

味
み

になり、
あいさつのときに使

つか
うと

「こんばんは」という
意
い

味
み

になります。

左
ひだり

手
て

は手
て

のひらを下
した

にして
胸
むね

の前
まえ

に置
お

き、右
みぎ

手
て

を
左
ひだり

手
て

の甲
こう

に垂
すい

直
ちょく

に立
た

てて
下
した

から上
うえ

にはね上
あ

げます。

片
かた

手
て

の人
ひと

差
さ

し指
ゆび

と中
なか

指
ゆび

を重
かさ

ね、
額
ひたい

の中
ちゅう

央
おう

あたりに当
あ

てると
「正

しょう
午
ご

」という意
い

味
み

になり、
あいさつのときに使

つか
うと

「こんにちは」という意
い

味
み

に
なります。

①から②の動
うご

きをします。
①右

みぎ
手
て

の握
にぎ

り拳
こぶし

を自
じ

分
ぶん

の鼻
はな

に
　当

あ
て、軽

かる
く前

まえ
に出

だ
します。

②前
まえ

に出
だ

した手
て

をそのまま開
ひら

き、
指
ゆび

をそろえて 
鼻
はな

の位
い

置
ち

から 
少
すこ

し下
さ

げます。

横
よこ

から見
み

たとき

横
よこ

から
見
み

たとき

横
よこ

から
見
み

たとき

①から②の動
うご

きをします。
①片

かた
手
て

の親
おや

指
ゆび

と人
ひと

差
さ

し指
ゆび

で眉
み

間
けん

を
つまむ仕

し
草
ぐさ

をします。
②つまんだ位

い
置
ち

から手
て

を開
ひら

き、 
指
ゆび

をそろえて鼻
はな

の位
い

置
ち

 
から少

すこ
し下

さ
げます。

おはよう

手
しゅ

話
わ

表
ひょう

現
げん

（あいさつ）

こんばんは

ありがとうこんにちは

よろしくお願
ねが

いします

ごめんなさい

あいさつは、コミュニケーションの基
き
本
ほん
です。簡

かん
単
たん
な動

うご
きのものが多

おお

いので、是
ぜ
非
ひ
覚
おぼ
えて使

つか
ってみましょう！
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①

②
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右
みぎ

手
て

の拳
こぶし

の小
こ

指
ゆび

側
がわ

で、左
ひだり

手
て

の
手
て

首
くび

より上
うえ

のあたりを
2 回

かい
軽
かる

くたたきます。

右
みぎ

手
て

の指
ゆび

先
さき

を軽
かる

く曲
ま

げ、
曲
ま

げた指
ゆび

先
さき

を左
ひだり

胸
むね

に
当
あ

ててから右
みぎ

胸
むね

にあてます。

丸
まる

めた両
りょう

手
て

を上
じょう

下
げ

に置
お

き、
握
にぎ

りながら胸
むね

に引
ひ

き寄
よ

せます。

両
りょう

肘
ひじ

を張
は

り、胸
むね

の前
まえ

で
向
む

き合
あ

わせた両
りょう

手
て

拳
こぶし

を
同
どう

時
じ

に力
ちから

強
づよ

く2回
かい

下
お

ろします。
この表

ひょう
現
げん

には「元
げん

気
き

」という
意
い

味
み

もあります。

両
りょう

手
て

の指
ゆび

先
さき

を軽
かる

く曲
ま

げ、
指
ゆび

先
さき

を胸
むね

に向
む

けて交
こう

互
ご

に
上
じょう

下
げ

に動
うご

かします。

両
りょう

手
て

の手
て

のひらを上
うえ

に向
む

けて
胸
むね

の前
まえ

におき、同
どう

時
じ

に少
すこ

し
下
さ

げます。

横
よこ

から
見
み

たとき

手
しゅ

話
わ

表
ひょう

現
げん
（日

にち
常
じょう

生
せい

活
かつ

の中
なか

で使
つか

うもの）

お疲
つか

れ様
さま

大
だい

丈
じょう

夫
ぶ

・できる

気
き

を付
つ

けて

がんばれ

嬉
うれ

しい・楽
たの

しい

安
あん

　心
しん

相
あい
手
て
を気

き
遣
づか
ったり、自

じ
分
ぶん
の状

じょう
況
きょう
を伝
つた
えたりするときに使

つか
う表

ひょう
現
げん
を覚
おぼ
え

てみましょう！



草
そう 加

か
市
し
手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

条
じょう

例
れい

を知
し

っていますか？

甲
こう

を前
まえ

にし、指
ゆび

を広
ひろ

げて
立
た

てた両
りょう

手
て

を交
こう

互
ご

に小
ちい

さ
く上

じょう
下
げ

して左
さ

右
ゆう

へ離
はな

す

右
みぎ

手
て

で指
ゆび

文
も

字
じ

「か」を示
しめ

す

せんべいが草
そう

加
か

市
し

の名
めい

産
さん

品
ひん

であることから作
つく

られた、草
そう

加
か

市
し

のオリジナル手
しゅ

話
わ

です。

両
りょう

手
て

でせんべいを持
も

ち、左
さ

右
ゆう

に傾
かたむ

ける

「草
そう

加
か

」の手
しゅ

話
わ

表
ひょう

現
げん

は２つあります

か草草
くさくさ

草
そう

加
か

市
し

長
ちょう

　山
やま

川
かわ

　百
ゆ

合
り

子
こ

　私
わたし

たちにとって言
げん

語
ご

とは、お互
たが

いの気
き

持
も

ちや感
かん

情
じょう

、考
かんが

え方
かた

を伝
つた

え合
あ

い、理
り

解
かい

し合
あ

う上
うえ

で欠
か

か

すことのできないものです。

　「手
しゅ

話
わ

」は目
め

で見
み

る言
げん

語
ご

です。聞
き

こえないまたは聞
き

こえづらい方
かた

が、自
じ

分
ぶん

の意
い

思
し

を相
あい

手
て

に伝
つた

え

コミュニケーションをとるために大
たい

切
せつ

に育
はぐく

んできた音
おん

声
せい

言
げん

語
ご

と同
どう

様
よう

の一
ひと

つの言
げん

語
ご

です。

　草
そう

加
か

市
し

では、令
れい

和
わ
３年

ねん
９月

がつ
２７日

にち
に「草

そう
加
か

市
し

手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

条
じょう

例
れい

」を制
せい

定
てい

し、手
しゅ

話
わ

に対
たい

する理
り

解
かい

を広
ひろ

め、

手
しゅ

話
わ

を使
し

用
よう

しやすい環
かん

境
きょう

づくりに向
む

けて、着
ちゃく

実
じつ

に施
せ

策
さく

を推
すい

進
しん

することを明
めい

記
き
しております。

　そのため、一
ひと

人
り

でも多
おお

くの市
し

民
みん

の皆
みな

様
さま

に手
しゅ

話
わ

について関
かん

心
しん

と理
り

解
かい

を深
ふか

めていただくために、

分
わ

かりやすくお伝
つた

えできればと思
おも

い、「草
そう

加
か

市
し

手
しゅ

話
わ

言
げん

語
ご

条
じょう

例
れい

パンフレット」を作
さく

成
せい

いたしました。

　今
こん

後
ご

とも、聞
き

こえる方
かた

も聞
き

こえない方
かた

もお互
たが

いを尊
そん

重
ちょう

し合
あ

い、安
あん

心
しん

して生
せい

活
かつ

することができる

「だれもが幸
しあわ

せなまち草
そう

加
か

」の実
じつ

現
げん

を目
め

指
ざ
してまいります。

あいさつ

【発
はっ

行
こう

元
もと

】
　草

そう

加
か

市
し

（担
たん

当
とう

：健
けん

康
こう

福
ふく

祉
し

部
ぶ

障
しょう

がい福
ふく

祉
し

課
か

）
　〒 340-8550　草

そう

加
か

市
し

高
たか

砂
さご

1-1-1
　電

でん

話
わ

：048-922-1436（直
ちょく

通
つう

）　FAX：048-922-1153

【協
きょう

力
りょく

団
だん

体
たい

】
　本

ほん

冊
さっ

子
し

作
さく

成
せい

にあたり、次
つぎ

の団
だん

体
たい

の方
かた

々
がた

にご協
きょう

力
りょく

いただきました。
　・草

そう

加
か

市
し

聴
ちょう

覚
かく

障
しょう

害
がい

者
しゃ

協
きょう

会
かい

　・草
そう

加
か

市
し

手
しゅ

話
わ

通
つう

訳
やく

問
もん

題
だい

研
けん

究
きゅう

会
かい

「手
しゅ

話
わ

友
とも

の会
かい

」
　・社

しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

法
ほう

人
じん

 草
そう

加
か

市
し

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

せんべいをせんべいを割割
わわ

るる仕仕
しし

草草
ぐさぐさ

＋


