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明治
め い じ

11年
ね ん

（1878年
ね ん

） 手話
し ゅ わ

(手勢
しゅせい

)教 育
きょういく

開始
か い し

 京都盲唖院＜きょうともうあいん＞、 

※ろう者
しゃ

の間
あいだ

で「手話
しゅわ

」が生まれ
う

、ろう学校
がっこう

・ろう者
しゃ

集団
しゅうだん

で使
つか

われる 

ようになった。 

明治
め い じ

13年
ねん

（1880年
ね ん

） ろう教育
きょういく

国際
こくさい

会議
かいぎ

(ミラノ会議
かいぎ

) →口
こう

話法
わほう

教育
きょういく

*1 へ（世界的
せかいてき

な流れ
なが

）  

「手話
し ゅ わ

か口
こう

話法
わ ほ う

（こうわほう）か」論争
ろんそう

 が起こ
お

った。     

昭和
し ょ う わ

8年
ね ん

（1933年
ね ん

） 鳩山
はとやま

一郎
いちろう

文部
も ん ぶ

大臣
だいじん

による「口話
こ う わ

教 育
きょういく

」訓示
く ん じ

→手話
し ゅ わ

の使用
し よ う

が禁止
き ん し

（国内
こくない

） 

※手話
し ゅ わ

は音声
おんせい

言語
げ ん ご

が身
み

につかないという理由
り ゆ う

で、これ以降
い こ う

「口
こう

話法
わ ほ う

」教 育
きょういく

*
＊

1 が主 流
しゅりゅう

になった。 

平成
へいせい

18年
ね ん

(2006年
ね ん

）「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

」に手話
し ゅ わ

が「言語
げ ん ご

」であると、明記
め い き

される。 

平成
へいせい

23年
ねん

（2011年
ね ん

）「改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」に 手話
しゅわ

が「言語
げんご

」*2 として位置づけられる
いち

。 

            ※1 発語
はつご

（自ら
みず

声
こえ

を出して
だ

話
はなし

をする）と読
どく

唇
しん

（口
くち

の動き
うご

を読み取り話
よ    と  はなし

を理解
りかい

する）を中心
ちゅうしん

にした教育
きょういく

方法
ほうほう

 

※2  日本
に ほ ん

の法律
ほうりつ

で初めて
は じ

手話
し ゅ わ

が言語
げ ん ご

であることが明記
め い き

された。 

 

手
て

と手
て

で語
かた

ろう  

「 聞 こ え な い ・ 聞 こ え づ ら い 」 と は ？  

聞えない
きこ

人
ひと

たちと「ことば」のこと 

ことばについて 

耳
みみ

が聞こえる
きこ

皆さん
みな

はどのようにして 

「ことば」を覚えました
おぼ

か？  

家族
か ぞ く

などからの話しかけ
はな

や会話
か い わ

を「耳
みみ

か

ら」聞いて
 き

「ことば」を「自然
し ぜ ん

」に身
み

につけ

たことでしょう。小学校に入って
はい

からは、

国語
こくご

の授 業
じゅぎょう

で日本語
に ほ ん ご

の「読み書き
よ  か  

」を

学んで
まな

きたのではないでしょうか？ 

 

 

Vol 3  

教 育
きょういく

のこと 

 「難聴児
なんちょうじ

教育
きょういく

」のこと 

ことばってどうやって覚
お ぼ

えるの? 

 

ことばについて 

 ところが、聞こえない
き

人
ひと

には、ことばを耳
みみ

から聞
き

いて覚
おぼ

えることが 難
むずか

しいです。その

ため、特別
とくべつ

な教 育
きょういく

支援
し え ん

（難聴児
なんちょうじ

教 育
きょういく

）を

受ける
う

必要
ひつよう

があります。 

聞えない
きこ

人
ひと

には手話
しゅわ

が大切
たいせつ

 

聞こえる
き

人
ひと

は 耳
みみ

か ら 「 音声
おんせい

言語
げんご

」 を 、

聞こえない
き

人
ひと

は目
め

から見
み

る言語
げ ん ご

である「手話
しゅわ

言語
げ ん ご

」を覚えます
おぼ

。 

このように聞こえない
き

人
ひと

には「手話
しゅわ

」が大切
たいせつ

なのです。 

  



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（参考
さんこう

文献
ぶんけん

） 

①手
しゅ

話
わ

を学
まな

ぶ人
ひと

のために ～もうひとつのことばの仕
し

組
く

みと 働
はたら

き～  本名 信行・加藤 三保子 

②わたしたちの手話
し ゅ わ

 学 習
がくしゅう

辞典
じ て ん

 I・Ⅱ              一般財団法人全日本ろうあ連盟 

③手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

白書
はくしょ

  多様
た よ う

な言語
げ ん ご

の共 生
きょうせい

社会
しゃかい

をめざして       一般財団法人全日本ろうあ連盟 

④新
しん

 たっちゃんと学
まな

ぼう！～耳
みみ

の聞
き

こえない人
ひと

たちのこと～    一般財団法人全日本ろうあ連盟 

⑤日本語
に ほ ん ご

-手話
しゅわ

辞典
じてん

                       一般財団法人全日本ろうあ連盟 

⑥手
しゅ

話
わ

を言
げん

語
ご

と言
い

うのなら                    佐々木倫子・森壮也 

⑦言語
げ ん ご

   Vol.27、32                     米川 明彦、神田和幸、市田 泰弘、武井 渡、金澤 貴之、木村 晴美 

⑧現代
げんだい

思想
し そ う

「ろう文化
ぶ ん か

宣言
せんげん

」                   木村 晴美・市田 泰弘 

⑨ことばという幻影
げんえい

、「国語
こ く ご

」という思想
し そ う

             イ・ヨンスク 

⑩盲
もう

ろう者
しゃ

とノーマライゼーション                      福島 智 

⑪サリバン先生
せんせい

とヘレン                              デボラ・ホプスキン 

⑫ソシュール 入 門
にゅうもん

                         町田 健 

⑬わくわく!納得
なっとく

! 手話
し ゅ わ

トーク                           松岡 和美 

⑭手
しゅ

話
わ

を生
い

きる                         斉藤 道雄 

⑮聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

教 育
きょういく

の手引
て び き

（令和
れ い わ

2年
ねん

3月
がつ

）                         文部科学省 

鳥取県、東京都、石狩市、明石市、福島市 HP                        

「ことば」って、思って
おも

いることや考えて
かんが

いることを 

伝える
つた

すごい力
ちから

があるんだよ。 

人間
にんげん

は、生まれた
 う

時
とき

から「ことば」を持っ
も

ている。 

でも、そのことばは、ちゃんと教 育
きょういく

されなければ、身
み

につかない 

ものなんだ。 

  

聞える
きこ

人
ひと

は、耳
みみ

で聴いて
き

自然
しぜん

に「音声
おんせい

のことば」を身
み

につける。 

同じ
おな

ように聞
 き

こえない人は目
め

で見て
み

「手
て

のことば」を覚えるん
おぼ

だよ。 

手話
しゅわ

は音声
おんせい

の言葉
ことば

と同じ
おな

ように、文法
ぶんぽう

もあるし、ことばを構成
こうせい

する要素
ようそ

もある。だから、もう一つ
ひと

の見える
み

日本語
にほんご

だよ。 

りんりんちゃんの豆
まめ

知識
ち し き
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