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interview

手
話
は
言
語

　

昨
年
12
月
、
江
別
市
議
会
で
、

「
江
別
市
手
話
言
語
条
例
」（
※
１
）

の
制
定
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
だ

れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
共
生

社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、
手
話

は
言
語
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
広

め
、
手
話
を
使
い
や
す
い
社
会
の

実
現
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
手
話
」
は
、
声
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
る
「
音
声
言
語
」
と
は
異

な
り
、
独
自
の
体
系
を
持
つ
「
言

語
」
で
す
。
手
や
指
の
動
き
、
顔

の
表
情
な
ど
で
表
現
し
、
文
法
も

日
本
語
と
は
異
な
り
ま
す
。

　
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条

約
」や「
障
害
者
基
本
法
」に
よ
っ

て
、聴
覚
障
が
い
へ
の
理
解
は
広

が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。し
か
し
、
い

ま
だ
に「
手
話
が
言
語
」で
あ
る
こ

と
は
、
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

だ
れ
も
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
を
目
指
し
て

　

手
話
を
使
い
や
す
い
社
会
の
実

現
に
向
け
て
必
要
な
こ
と
は
、ま

ず
、聴
覚
障
が
い
に
つ
い
て
知
る

こ
と
で
す
。

　

今
号
の
特
集
で
は
、
聴
覚
障
が

い
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知

り
、
だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
ま
ち
を
目
指
し
て
、
ど
う
し
た

ら
よ
い
の
か
、
何
か
ら
始
め
れ
ば

よ
い
の
か
を
考
え
ま
す
。

　
　

  

障
が
い
福
祉
課

☎
381
‐
１
０
３
１
・ 　

381
‐
１
０
７
３

先天的な聴覚障がいがある村山
さんですが、いつも遊びに来る
孫の勇気君（8歳・写真左）と敦士
君（5歳・写真右）とは、ジェス
チャーや簡単な手話で意思が通
じ合います。

村山  ひな子 さん

※1 江別市手話言語条例

「手話が言語であるとの認識を広く市民
に普及し、もってあらゆる場面で手話を
使いやすい社会を実現する」ことを目的
として、だれもが安心して暮らすことが
できる共生社会の実現に寄与するために
制定。市の責務や市民、事業者の役割な
どを規定している。平成 31 年 4月施行。

  

詳
細
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音
が
聞
こ
え
な
い
、
聞
こ
え
に

く
い
人
に
と
っ
て
、
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
し
ょ
う
か
。

　

聴
覚
障
が
い
が
あ
る
村
山
ひ
な

子
さ
ん
に
、お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

家
族
の
助
け
に
感
謝

　

村
山
さ
ん
は
、
現
在
、
同
じ
く

聴
覚
に
障
が
い
が
あ
る
夫
の
清

貴
さ
ん
と
２
人
暮
ら
し
。
お
互

い
助
け
合
い
な
が
ら
生
活
し
て

き
ま
し
た
。

　
「
息
子
と
娘
は
耳
が
聞
こ
え
ま

す
。
で
も
、
聞
こ
え
な
い
私
た
ち

と
生
活
す
る
中
で
、自
然
に
手
話

を
身
に
付
け
て
い
き
ま
し
た
。
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、来
客
時
や
電

話
対
応
な
ど
、い
ろ
い
ろ
と
助
け

て
も
ら
っ
た
ん
で
す
」。

　

村
山
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
家
族

の
存
在
が
生
活
を
豊
か
に
し
て
く

れ
た
と
感
じ
て
い
る
そ
う
で
す
。

停
電
で
感
じ
た
人
の
つ
な
が
り

　「
去
年
９
月
の
地
震
の
と
き
は

大
変
で
し
た
。
停
電
の
た
め
、
来

客
を
知
ら
せ
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
ラ
ン

プ
が
光
ら
な
か
っ
た
の
で
、
人
が

来
て
く
れ
て
も
分
か
ら
ず
、
心
配

を
か
け
ま
し
た
。
娘
が
窓
を
叩
く

振
動
で
よ
う
や
く
気
付
き
、
そ
れ

か
ら
は
手
話
の
仲
間
や
家
族
が
駆

け
付
け
て
く
れ
て
、
状
況
を
教
え

て
も
ら
っ
た
り
、
水
を
持
っ
て
き

て
く
れ
た
り
と
気
遣
っ
て
も
ら
っ

た
ん
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
た

か
っ
た
」。

　

地
震
を
機
に
、人
と
の
つ
な
が

り
の
大
切
さ
を
再
認
識
し
た
と
話

す
村
山
さ
ん
。
災
害
時
や
突
発
的

な
事
故
な
ど
で
は
状
況
判
断
が
し

に
く
く
、
少
し
の
こ
と
で
も
不
安

に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
で

す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
周

り
の
人
か
ら
話
し
か
け
て
も
ら
え

る
と
、
声
は
聞
こ
え
な
く
て
も
、

話
す
表
情
を
読
み
取
っ
て
不
安
が

interview

和
ら
い
だ
り
、
手
助
け
を
お
願
い

し
や
す
く
な
る
と
話
し
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
安
心
に

　
「
お
店
や
公
共
施
設
な
ど
で
、

手
話
が
少
し
で
も
で
き
る
人
が
い

る
と
、と
て
も
助
か
り
ま
す
し
、安

心
で
き
ま
す
。手
話
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
だ
け
で
も

う
れ
し
く
な
り
ま
す
。手
話
が
使

え
る
場
面
が
増
え
る
と
、本
当
に

あ
り
が
た
い
で
す
」。ひ
と
言
だ
け

で
も
、手
話
で
話
し
か
け
ら
れ
る

と
安
心
す
る
と
話
す
村
山
さ
ん
。

　
「
今
通
っ
て
い
る
美
容
室
で
は
、

最
初
は
写
真
を
見
せ
て
カ
ッ
ト
し

て
も
ら
う
だ
け
で
し
た
。
で
も
、

そ
の
う
ち
美
容
師
さ
ん
が
手
話
を

覚
え
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
と
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

ん
で
す
。と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。

友
達
に
な
れ
た
よ
う
な
、
温
か
い

気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
」。

　

村
山
さ
ん
は
、
社
会
全
体
で

手
話
へ
の
理
解
が
深
ま
り
、将
来

は
、「
社
会
が
家
族
の
代
わ
り
に

な
れ
る
よ
う
な
、
温
か
い
ま
ち
」

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
、
笑
顔
で
思

い
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。　

2/１７㈰
13：30 ～15：45
〈開場 13:00〉

江別市民会館

江別市手話言語条例制定記念講演会江別市手話言語条例制定記念講演会江別市手話言語条例制定記念講演会
第 1 部   「障がいを越えて思いを伝え合うために」
第 2 部   ミニ手話講座～手話で伝えよう～

現在、村山さんご夫妻は、市内の小学校や大学で
手話を教えています。児童も学生も聴覚障がいに
対する偏見がなく、手話への理解が広がっている
と実感しているそうです。

江別市生涯学習推進協議
会では、基本的な手話での
あいさつを動画で紹介し
ています。
右の QRコード
からアクセス
できます。

https://shimin.ebetsu.org/ メディネット江別 / 手話を
まなぼう /

料     金／無料（申込先着 250 人）
申込方法／電話、もしくは申込書（市内各公共施設及び
　　　   市 HP で入手可）を持参、FAX、E メール
申込先／障がい福祉課   ☎ 381-1031・    381-1073
　　　　E メール  fukushi@city.ebetsu.lg.jp　

 講師

早瀬 憲太郎さん

2007年から 2014年ま
で、 Ｎ Ｈ Ｋ 教 育 テ レ
ビ「みんなの手話」で
講師を担当。映画「ゆ
ずり葉」「生命のこと
づけ」の監督をつとめ
る な ど、 手 話 の 普 及
に取り組む。
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聴
覚
障
が
い
に
は
ど
の
よ
う
な

特
徴
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
配
慮

が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
専
任

手
話
通
訳
者（
※
２
）
の
菅
原
ひ

と
み
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

個
性
が
あ
る
聴
覚
障
が
い

　

聴
覚
障
が
い
と
い
っ
て
も
、
障

が
い
の
程
度
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で

す
。
全
く
聞
こ
え
な
い
人
も
い
れ

ば
、
大
き
な
声
で
話
せ
ば
聞
こ
え

る
人
も
い
ま
す
。
生
ま
れ
た
と
き

か
ら
聞
こ
え
な
い
人
と
、
後
天
的

に
障
が
い
を
持
っ
た
人
で
は
、
手

話
へ
の
理
解
も
異
な
り
ま
す
。

聴
覚
障
が
い
に
気
づ
く
に
は

　

聴
覚
障
が
い
は
外
見
で
は
わ
か

り
に
く
く
、
な
か
な
か
気
づ
け
ま

せ
ん
。
電
車
な
ど
で
の
緊
急
ア
ナ

ウ
ン
ス
や
災
害
警
報
、
車
の
ク
ラ

ク
シ
ョ
ン
な
ど
の
警
告
音
に
反
応

し
て
い
な
い
人
を
見
か
け
た
ら
、

聴
覚
障
が
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
と
思
っ
て
対
応
し
ま
し
ょ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
る
際
の
注
意
点

　

聴
覚
障
が
い
が
あ
る
人
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方

は
、
手
話
の
ほ
か
、
筆
談
や
読ど

く
わ話

な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
障
が
い
の

程
度
や
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
状
況

に
よ
っ
て
も
変
わ
り
ま
す
。

　
「
手
話
」
は
奥
が
深
い
言
語
で

す
。
ま
ず
は
あ
い
さ
つ
な
ど
の
基

本
的
な
手
話
を
覚
え
る
こ
と
か
ら

始
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。
短
い
言

葉
な
ら
、
空
中
に
文
字
を
書
く

「
空そ

ら

文も

じ字
」
も
活
用
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
「
筆
談
」
も
有
効
な
方
法
で
す
。

し
か
し
、
日
本
語
と
手
話
で
は
文

法
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
長
い
文

章
だ
と
理
解
し
に
く
い
人
も
い
ま

す
。短
文
で
、簡
潔
に
書
き
ま
し
ょ

う
。
紙
が
な
け
れ
ば
、
手
の
ひ
ら

に
指
で
書
い
て
伝
え
る
方
法
も
あ

り
ま
す
。

　

口
の
動
き
を
見
て
言
葉
を
読
み

取
る
「
読
話
」
が
で
き
る
人
に
は
、

は
っ
き
り
、
ゆ
っ
く
り
話
し
て
伝

え
て
く
だ
さ
い
。

　

も
し
、
困
っ
て
い
る
聴
覚
障
が

い
者
に
気
付
い
た
ら
、
ま
ず
は
、

そ
の
人
の
視
界
に
入
っ
て
、
積
極

的
に
話
し
か
け
て
み
て
く
だ
さ

い
。
よ
り
そ
う
気
持
ち
を
示
す
こ

と
が
、
互
い
に
わ
か
り
あ
え
る
社

会
に
近
づ
く
第
一
歩
で
す
。

聴覚障がいを知らせるマーク

耳マーク　
聞こえが不自由なことを示すマークです。「手
話で話しかける」「筆談をする」「はっきりと口
元を見せて話す」などの配慮をお願いします。

聴覚障害者マーク　
聴覚障がいがある人が、運転時に車などに
つけるマークです。クラクションが聞えな
いことへの配慮が必要です。

ヘルプマーク　
聞こえが不自由な人を含め、配慮や援助が
必要なことが外見からは分かりにくい人が
着用するマークです。

外見からは分かりにくく、配慮や援助が得られにくい
聴覚障がい。もし以下のマークを着用している人が困っ
ていたら、積極的に声をかけ、意思を確認してください。

自らも手話通訳を行うほか、病院や教育機
関など、必 要 な 場所に手話通訳者を派遣する
コーディネートなども行っています。

菅原  ひとみ さん
専任手話通訳者

※ 2  江別市では、市役所本庁舎に
専任手話通訳者を１名配置してい
るほか、手話通訳者や要約筆記者を
通院先の医療機関、学校などに派遣
する事業や、左記の手話奉仕員を養
成する講座の開催などを実施して
います。手話通訳者などの派遣や講
座のお問い合わせは、障がい福祉課

（☎ 381-1031・　  381-1073）まで。

手話奉仕員養成講座
要約筆記奉仕員養成講座
聴覚障がい者の福祉に理解と熱意のある
方のために、手話・要約筆記のボランティ
ア養成講座を開催しています。
○手話奉仕員養成講座：入門（昼・夜）、
　基礎、養成の４コース
○要約筆記奉仕員養成講座：１コース   
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