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手
話
に
対
す
る
理
解
を
進
め
る

話
を
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の

「
言
葉
」
や
「
言
語
」
で
あ
る

と
手
話
を
捉
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
全
て
の
聴
覚
障
が
い
者
が
手

話
を
用
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
常
的

に
手
話
を
用
い
て
い
る
方
か
ら
、
全
く

手
話
が
わ
か
ら
な
い
方
、
手
話
は
理
解

で
き
る
が
公
の
場
で
は
使
い
た
く
な
い

方
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
が
い
ま
す
。

特
に
公
の
場
で
手
話
を
使
い
た
く
な
い

と
い
う
方
の
背
景
に
は
、手
話
が「
ジ
ェ

ス
チ
ャ
ー
」
と
し
て
音
声
言
語
よ
り
も

会

How to use sign language

方
言
に
も
似
た
地
域
性
が
あ
る

声
言
語
を
獲
得
す
る
前
に
聴
覚

障
が
い
と
な
っ
た
方
に
と
っ
て

欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
で
あ
る
「
手
話
」。

手
話
は
全
国
共
通
、
も
し
く
は
世
界
共

通
と
思
わ
れ
て
い
る
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
手
話
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
手
話
を
獲
得
し

た
時
期
、
教
育
歴
、
地
域
な
ど
に
よ
っ

て
特
徴
も
異
な
っ
て
き
ま
す
。
一
般
的

に
ろ
う
学
校
を
卒
業
し
た
方
は
、
独
自

の
文
法
を
持
つ
日
本
手
話
を
使
用
す
る

こ
と
が
多
く
、
中
途
失
聴
者
や
普
通
学

校
で
学
ん
だ
方
は
、
日
本
語
の
文
法
に

基
本
的
に
沿
っ
て
手
話
単
語
を
表
し
て

音体
全
て
を
使
っ
て
手
話
を
表
現

話
を
伝
え
る
の
に
用
い
る
の
は

手
の
動
き
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
手
話
を
的
確
に
伝
え
る
た
め
、
表

情
や
口
の
動
き
な
ど
も
非
常
に
大
切
に

な
っ
て
き
ま
す
。

手

手話を補助
するような
役割として
「指文字」が

あります。指文字は 50
音を指の形で表すもの
で、手話が存在しない単
語や固有名詞を示す場合
によく用いられます。

指
文字

手話で表現する方法は育ってきた環境や地
域によって違うことがあるため、相手の手
話表現に合わせて、表現を選択す
るようにしています。聴覚障が
い者の日常生活が不便を感じ
ることなく、いつでもどこで
も主体的に社会参加がで
きるよう通訳支援をして
います。

Finger spelling

２
CHECK

い
く
日
本
語
対
応
手
話
が
好
ま
れ
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

　
加
え
て
、
手
話
に
も
方
言
に
似
た
よ

う
な
地
域
性
が
あ
り
ま
す
。
関
東
圏
や

関
西
圏
で
表
す
手
話
が
異
な
る
場
合
が

あ
り
、
生
活
環
境
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
独
自
の
手
話
も
存
在
し
て
い
る
た

め
、
相
手
に
よ
っ
て
は
手
話
で
話
し
か

け
て
も
通
じ
な
い
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。
全
国
共
通
の
標
準
手
話
は

あ
り
ま
す
が
、
日
本
各
地
で
音
声
言
語

と
は
異
な
る
独
自
の
文
法
を
持
つ
視
覚

的
な
言
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
手
話
を
使
っ
た
会
話
に
お
い
て

も
相
手
の
こ
と
を
知
り
、
お
互
い
の
理

解
を
進
め
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

聴覚障がい者の社会参加のために

右手の親指と人差し指
で輪っかを作り、左胸
の前に当てます。

左の手のひらを前に向
け、右手の親指を左の
手のひらに当てます。

関東圏 関西圏

「名前」を表す手話

手話サークル

下
に
見
ら
れ
て
い
た
時
代
や
地
域
が

あ
っ
た
こ
と
が
起
因
し
て
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
時
代
や
地
域
で
は
、
ろ
う
学

校
で
も
手
話
を
公
的
に
教
え
る
こ
と
は

せ
ず
、
人
目
に
つ
か
な
い
よ
う
隠
れ
て

手
話
で
や
り
取
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
現
在
の
ろ
う
学
校
で
は
手
話
を
使
っ

た
授
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
普

通
学
校
に
通
う
聴
覚
障
が
い
児
は
手
話

を
学
ぶ
機
会
が
少
な
い
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
引
き
続
き
社
会
全
体
で
手
話
に
対

す
る
理
解
を
進
め
、
聴
覚
障
が
い
が
あ

る
方
に
も
や
さ
し
い
社
会
を
引
き
続
き

形
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

EAST WEST

手話通訳者

伊藤暁
あ き

子
こ

さん

　
手
話
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行

う
際
、
手
話
表
現
と
合
わ
せ
て
伝
え
た

い
言
葉
の
口
形
を
は
っ
き
り
と
表
し
、

状
況
に
合
っ
た
表
情
と
と
も
に
伝
え
ま

す
。
ま
た
、
手
話
表
現
に
強
弱
や
緩
急

を
加
え
て
表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。例
え
ば「
雨
」を
表
す
場
合
、「
小
雨
」

「
し
と
し
と
降
る
雨
」「
大
雨
」
な
ど
を

表
現
の
変
化
で
区
別
し
て
伝
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
強
さ
や
深
刻
さ
を
伝
え

る
際
は
特
に
大
き
く
、
表
情
や
上
半
身

の
動
き
を
使
っ
て
表
現
し
ま
す
。
感
情

の
こ
も
っ
た
手
話
表
現
は
音
や
声
が
な

く
と
も
、手
話
が
理
解
で
き
な
く
て
も
、

伝
わ
っ
て
く
る
熱
量
が
あ
り
ま
す
。

▲「大雨」を手話で表現しても
らいました。上半身の動きで
雨の強さを表現しています。

握った手をこめかみから下におろして「お
はよう」、２本指を額に当てて「こんにちは」COMMENT

「こ」の指文字を町章をイメージしてぐるっ
と１周してから「町」の手話で「菰野町」COMMENT

２本指を左へ伸ばした後、両手の人差し指を
前後に向かい合わせて同時に近づけるCOMMENT

お
は
よ
う
＆

  

こ
ん
に
ち
は

握った右手を鼻の前へ出した後、顔の前に右
手を立てて前に出しながら頭を下げるCOMMENT

オレンジ
の会

活動日時
金19:30 ～

手話は
  会話のための

手話を使ってみましょう！

手の会 水19:30 ～
金10:00 ～

聴覚障がい者と交流を行っ
たり、手話通訳者となるた
めの試験対策を行うなどの
活動をしています。

昭和 58年に結成したサー
クルで昼の部・夜の部を設
けて、手話の学習を行って
います。

あ い う え お

地
域
ご
と
の

　
　
　
手
話
の
違
い

WORD 01

カンタンな

菰
野
町

WORD 02

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す

WORD 03

ま
た

会
い
ま
し
ょ
う

WORD 04

保健福祉センター
けやき

心に届く。
特 集

活動日時

W o r d s  t o  d e l i v e r  t o  y o u .

言
葉


