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聴

障がいを理由とする差別をなくし、
障がいの有無に関わらず平等に生活
できる社会づくりを目的とした法律
です。「不当な差別的
取り扱い」の禁止と
「合理的配慮」の提供が
求められています。デフサッカー

デフサッカーとは、耳が聴こえな
いろう者だけでプレーするサッカ
ーです。通常と同じ大きさのサッ
カーコートで行われ、声の代わり
に手話やジェスチャーでコミュニ
ケーションをとりながらゴールを
狙います。菰野町では、ろう者日

本代表候補
の合宿
が何度
も行わ
れてい
ます。

聴
覚
障
が
い
に
と
も
に
向
き
合
う

然
に
耳
か
ら
入
る
日
常
の
音
や
情

報
。
周
囲
の
人
が
歩
い
た
と
き
に

発
す
る
足
音
、
鈴
鹿
お
ろ
し
の
強
い
風
に

揺
ら
れ
て
ざ
わ
め
く
木
々
、
家
族
か
ら
の

何
気
な
い
電
話
、
毎
日
防
災
ラ
ジ
オ
か
ら

流
れ
る
お
し
ら
せ
―
―
―
。
日
常
生
活
で

は
気
付
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
世

の
中
に
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
音
が
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
音
が
障
が
い
や
加

齢
に
よ
っ
て
耳
か
ら
入
っ
て
き
づ
ら
く

自

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で

聴
覚
に
障
が
い
が
あ
る
方
に
想
い
を
伝
え
る
。

″
心
に
語
り
か
け
る

そ
こ
に
は
音
や
声
が
な
く
て
も
伝
わ
る

や
さ
し
い
想
い
が
あ
り
ま
し
た
。

１

聴
こ
え
る
程
度
も
さ
ま
ざ
ま

覚
障
が
い
者
と
聞
い
て
思
い
浮
か

べ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方

法
は
多
く
の
方
が
「
手
話
」
で
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
聴
覚
障
が
い
者
の
聴
こ
え
る

程
度
に
よ
っ
て
選
択
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
法
が
異
な
っ
て
き
ま
す
。

　
老
化
や
音
声
言
語
を
獲
得
し
た
後
に
聴

覚
障
が
い
と
な
っ
た
中
途
失
聴
者
で
あ
る

方
の
多
く
は
、
音
が
全
く
聴
こ
え
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
補
聴
器
を
使
え
ば

音
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
方

も
い
ま
す
。
ま
た
、
音
声
言
語
を
獲
得
し

て
か
ら
聴
覚
障
が
い
と
な
っ
た
方
は
、
発

声
に
よ
る
会
話
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場

合
も
あ
り
、
手
話
を
用
い
な
く
と
も
簡
単

な
会
話
や
筆
談
を
用
い
れ
ば
意
思
疎
通
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

一
方
で
先
天
的
に
聴
覚
に
障
が
い
が
あ
る

方
や
音
声
言
語
を
獲
得
す
る
以
前
に
聴
覚

障
が
い
と
な
っ
た
方
は
、
主
に
手
話
で
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。

　
聴
覚
障
が
い
の
方
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
り
た
い
場
合
、
ま
ず
は
相
手

が
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

心に届く。
W o r d s  t o  d e l i v e r  t o  y o u .

特 集

な
っ
た
、
あ
る
い
は
全
く
入
っ
て
こ
な
く

な
っ
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
う
し
ま
す
か
。

　
聴
こ
え
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
、
聴
こ

え
な
い
か
ら
話
せ
な
い
、
聴
こ
え
な
い
か

ら
伝
え
ら
れ
な
い
。
音
が
聴
こ
え
な
い
だ

け
で
た
く
さ
ん
の
不
自
由
が
生
ま
れ
、
人

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
奪
わ
れ
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
今
月
号
で

は
、
聴
覚
障
が
い
や
聴
覚
障
が
い
者
と
向

き
合
う
団
体
の
皆
さ
ん
か
ら
聴
い
た
お
話

を
も
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
自
分
の

想
い
を
伝
え
る
皆
さ
ん
の
姿
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

平成28年４月施行

聴覚障がいと
言っても、聞
こえ方には一
人ひとり、大

きな差異があります。以下の３つ
の観点からそれぞれ異なる特徴が
あります。

音が聞こえな
い、または聞
こえにくい状
態を聴覚障が

いといい、病気、事故などで後天
的に生じる場合や、生まれつきの
先天的な場合、加齢によって生じ
る場合などがあります。音の大き
さを dB（デシベル）という単位
で表しますが、医学的には 25dB
以上の大きさで、ようやく聞こえ
る状態の場合を聴覚障がいといい
ます。

25dB
以上

障害者差別解消法って何？

障がいを理由に
窓口での受付の
対応を拒否

学校に入学する
ための受験を認
めない

介助者がいない
ことを理由にし
た入店拒否

▲誰でも聴覚障がい者とコミュニケーシ
ョンが図れるのは紙とペンを使って筆
談を行う方法です。

望
ん
で
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
手
法
な
ら

ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
る
の
か

を
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。そ
し
て
、

相
手
が
発
す
る
言
葉
や
動
き
を
逃
さ
ず
、

理
解
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
も
っ
て
接

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

障がいの特性に
応じて講演会の
座席を決める

自分で記入する
ことが難しい書
類を代筆する

意志を伝えるた
めにタブレット
端末などを活用

″

「 不当な差別的取り扱い」
の禁止

「 合理的配慮」 の提供 OKNG

聴覚障がいの
定義 Definition

聴覚障がいの
種類 Types
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まずは相手を
理解することから

CHECK

耳のどこに障がいがあるか

１

２

いつから聴こえない・聴こえにくいのか

どれほど聴こえにくいのか

Communication makes it possible 
to understand other person.

大別すると聴覚障がいには、
中耳までに障がいがある場
合とその奥の内耳などに
障がいがある場合があ
ります。加齢による老
人性難聴は内耳の感
音機能の低下を原因
とする場合が多いで
す。

３


