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平
成
二
十
五
年
十
月
八
日
、
全
国
初
と
な
る
手
話
言
語
条
例
が
、
こ
の
鳥
取
県
で
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
日
、
鳥
取
県
議
会
の

傍
聴
席
に
は
、
歴
史
的
な
瞬
間
に
立
ち
会
お
う
と
、
全
国
か
ら
百
人
近
い
ろ
う
者
や
関
係
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。
条
例
は
全
会
一
致

で
可
決
・
成
立
し
、
議
場
は
満
面
の
笑
顔
と
手
話
の
「
拍
手
」
に
よ
る
静
か
な
喝
采
が
い
つ
ま
で
も
止
み
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

「
鳥
取
県
手
話
言
語
条
例
」
は
、
手
話
が
ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
と
の
か
け
橋
と
な
り
、
ろ
う
者
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
ろ

う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
が
互
い
に
理
解
し
、
共
生
す
る
社
会
を
築
く
た
め
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。
鳥
取
県
教
育
委
員
会
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
、
手
話
普
及
支
援
員
を
派
遣
し
た
手
話
学
習
の
推
進
や
、
手
話
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
冊
子
・D

V
D

）
の
配
布
、
指
文
字

タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
配
布
（
小
学
校
の
み
）
な
ど
の
取
組
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
、
手
話
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
手
に
取
り
、「
お

は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
な
ど
の
挨
拶
や
自
己
紹
介
な
ど
を
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
学
習
教
材
に
は
、
鳥
取
県
手
話
言
語
条
例
制
定
の
翌
年
に
鳥
取
県
立
鳥
取
聾
学
校
中
学
部
・
高
等
部
の
生
徒
が
発
表
し
た
劇

「A
K

A
S

H
I

～
証
～
」
や
参
考
資
料
を
収
め
て
い
ま
す
。
な
ぜ
手
話
言
語
条
例
が
制
定
さ
れ
た
の
か
、
ろ
う
者
に
と
っ
て
手
話
と
は

ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、
そ
し
て
、
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
…
、
未
来
の
創
り
手
で
あ
る
皆
さ
ん
一
人

ひ
と
り
が
考
え
、
互
い
に
意
見
を
交
わ
し
、
具
体
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

平
成
三
十
年
三
月 
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仁
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国
内
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史
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一
八
七
五
（
明
治 

八
年
） 

 

一
八
七
八
（
明
治
一
一
年
） 

 

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
年
） 

 

一
九
三
三
（
昭
和 

八
年
） 

  

一
九
九
三
（
平
成 

五
年
） 

 

二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
年
） 

 

二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
年
） 

 

二
〇
一
一
（
平
成
二
三
年
） 

 

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
年
） 

 

二
〇
一
四
（
平
成
二
六
年
） 

 

二
〇
一
六
（
平
成
二
八
年
） 

 

二
〇
一
七
（
平
成
二
九
年
） 

 

西
暦
（
和
暦
） 

京
都
の
待
賢
小
学
校
の
教
室
で
手
話
が
使
わ
れ
て
い
た
記
録
が
あ
る 

（
日
本
の
手
話
の
誕
生
） 

古
河
太
四
郎
が
日
本
初
の
聾
学
校
で
あ
る
京
都
盲
唖
院
を
設
立 

   

鳩
山
文
部
大
臣
が
聾
教
育
で
の
口
話
法
推
進
の
訓
示
→
事
実
上
の
手
話
教
育
禁
止 

  

文
部
省
の
報
告
書
で
、
聾
学
校
に
お
い
て
手
話
を
活
用
す
べ
き
と
記
述 

     

障
害
者
基
本
法
改
正 

「
言
語
（
手
話
を
含
む
。）
」
と
法
律
に
明
記 

   

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
に
批
准 

 

障
害
者
差
別
解
消
法
施
行 

国 

内 

    

遠
藤
董
が
鳥
取
盲
唖
学
校
（
今
の
鳥
取
聾
学
校
）
を
設
立 

      

鳥
取
県
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
に
「
手
話
を
言
語
文
化
」
と
明
記 

 

あ
い
サ
ポ
ー
ト
運
動
を
ス
タ
ー
ト 

   

鳥
取
県
手
話
言
語
条
例
制
定
（
十
月
八
日
） 

     

鳥
取
県
民
み
ん
な
で
進
め
る
障
が
い
者
が
暮
ら
し
や
す
い 

社
会
づ
く
り
条
例
（
あ
い
サ
ポ
ー
ト
条
例
）
施
行
（
九
月
一
日
） 

鳥 

取 

県 

私立鳥取盲唖学校 

校舎 

国
内
に
お
け
る
手
話
の
歴
史
と
鳥
取
県
の
動
き 

た
い
け
ん 

ふ
る
か
わ
た
し
ろ
う 

も
う
あ
い
ん 

こ
う
わ
ほ
う 

え
ん
ど
う
た
だ
し 
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―
昭
和
八
年 

全
国
盲
唖
学
校
長
会 

鳩
山
一
郎
文
部
大
臣 

訓
示 

「
聾
児
に
あ
り
ま
し
て
は
、
日
本
人
た
る
以
上
、
わ
が
国
語
を
で
き
る
だ
け
完
全
に
語
り
、
他
人
の
言
語
を
理
解
し
、
言
語
に
よ
っ

て
国
民
生
活
を
営
ま
し
む
る
事
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
全
国
各
聾
唖
学
校
に
お
い
て
は
、
聾
児
の
口
話
教
育
に
奮
闘
努
力

し
て
い
た
だ
き
た
い
。」 

 

―
昭
和
三
十
年 

夏 

休
憩
時
間
の
高
等
部
棟
の
階
段
下
に
は
手
話
が
飛
び
交
っ
て
い
た
。
か
ず
お
と
ま
つ
、
き
よ
し
、
た
い
ち
の
四
人
は
、
小
学
部
の

頃
か
ら
ず
っ
と
同
じ
教
室
で
過
ご
し
て
き
た
同
級
生
で
、
手
話
で
た
わ
い
の
な
い
話
を
す
る
の
が
、
学
校
で
の
唯
一
の
楽
し
み
だ
っ

た
。 

（
か
ず
お 

）「
〈
手
話
〉
は
あ
、
ま
だ
三
校
時
目
だ
。
一
日
が
長
い
よ
。
」 

（
ま
つ 

 

）「
〈
手
話
〉
し
か
も
次
は
西
山
先
生
の
授
業
よ
。
」 

（
き
よ
し 

）「
〈
手
話
〉
西
山
先
生
、
厳
し
い
も
ん
ね
。」 

「A
K

A
S

H
I

～
証
～
」 

  

皆
さ
ん
は
、
聾
学
校
で
手
話
の
使
用
を
禁
じ
ら
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
明
治
十
三
年
、
イ
タ
リ
ア

の
ミ
ラ
ノ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
会
議
に
お
い
て
、
聾
学
校
で
は
読
唇
と
発
声
訓
練
を
中
心
と
す
る
口
話
法
を
教
え
る
こ
と
が
決

議
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
日
本
で
も
口
話
法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
八
年
に
は
、
聾
学
校
で
の
手
話
の
使

用
が
事
実
上
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

＊
１ 

も
う
あ 

＊
２ 

ろ
う
じ 

＊
３ 

ろ
う
あ 

ど
く
し
ん 

こ
う
わ 

ほ
う 
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（
た
い
ち 

）「
〈
手
話
〉
君
は
い
い
さ
、
発
音
が
き
れ
い
だ
か
ら
ね
。」 

そ
こ
へ
、
昨
年
赴
任
し
て
き
た
女
性
の
先
生
が
や
っ
て
き
て
声
を
か
け
た
。 

（
高
村
先
生
）「
〈
手
話
〉
さ
あ
さ
あ
、
時
間
で
す
よ
。
早
く
教
室
に
も
ど
り
な
さ
い
。」 

 

高
村
先
生
は
手
話
の
使
用
を
認
め
て
く
れ
る
数
少
な
い
理
解
者
だ
。
こ
う
や
っ
て
、
こ
っ
そ
り
会
話
す
る
程
度
は
黙
認
し
て
く
れ

る
し
、
公
の
場
で
な
け
れ
ば
、
高
村
先
生
自
身
も
手
話
で
話
し
て
く
れ
る
。
四
人
は
足
早
に
教
室
へ
戻
り
、
間
も
な
く
始
ま
る
辛
い

時
間
に
備
え
た
。 

   

教
室
の
戸
が
勢
い
よ
く
音
を
立
て
、
西
山
先
生
が
現
わ
れ
た
。
空
気
は
一
瞬
で
冷
た
く
変
わ
り
、
四
人
の
背
筋
が
伸
び
る
。
ま
つ

は
、
普
段
よ
り
も
大
き
く
は
き
は
き
と
し
た
声
で
、
号
令
を
か
け
た
。 

（
西
山
先
生
）「
今
日
か
ら
新
し
い
物
語
に
入
る
。
教
科
書
五
十
ペ
ー
ジ
を
開
き
な
さ
い
。
」 

 

四
人
は
必
死
に
西
山
先
生
の
唇
に
注
目
し
、
何
と
言
っ
た
か
を
読
み
取
る
。
読
唇
が
苦
手
な
か
ず
お
は
、
隣
の
ま
つ
の
動
き
を
横

目
で
確
か
め
な
が
ら
、
よ
う
や
く
教
科
書
を
開
い
た
。 

（
西
山
先
生
）「
で
は
…
き
よ
し
。
物
語
の
作
者
と
題
名
を
言
い
な
さ
い
。
」 

 

き
よ
し
は
顔
を
こ
わ
ば
ら
せ
、
急
い
で
起
立
す
る
。 

（
き
よ
し 

）「
は
い
。
さ
く
し
ゃ
は
、
あ
く
た
が
わ
…
」 

 

題
名
を
言
う
間
も
な
く
、
西
山
先
生
は
手
に
持
っ
た
棒
を
教
卓
に
打
ち
つ
け
た
。
き
よ
し
は
ビ
ク
ッ
と
小
さ
く
飛
び
上
が
っ
た
。 

（
西
山
先
生
）「
何
を
言
っ
て
い
る
か
分
か
ら
ん
。
こ
こ
は
学
校
だ
ぞ
。
は
っ
き
り
話
し
な
さ
い
。
」 

（
き
よ
し 

）「
は
い
。
さ
く
し
ゃ
は
、
あ
く
た
が
わ
り
ゅ
う
の
す
け
。
だ
い
め
い
は
、『
ら
し
ょ
う
も
ん
』
で
す
。」 

ふ
に
ん 
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（
西
山
先
生
）「
う
む
、
い
い
だ
ろ
う
。
座
り
な
さ
い
。
」 

 
き
よ
し
は
胸
を
な
で
お
ろ
し
、
ふ
う
っ
と
息
を
吐
い
て
着
席
し
た
。 

（
西
山
先
生
）「
で
は
、
ま
つ
。
第
一
段
落
を
読
み
な
さ
い
。
」 

 

ま
つ
は
「
し
ま
っ
た
」
と
い
う
表
情
で
、
恐
る
恐
る
起
立
し
た
。 

（
ま
つ 

 
）「
…
た
い
い
し
…
。
」 

 

困
っ
た
ま
つ
は
、
黒
板
の
方
を
向
い
て
板
書
し
て
い
る
西
山
先
生
の
目
を
盗
み
、
隣
の
か
ず
お
に
手
話
で
尋
ね
た
。 

（
ま
つ 

 

）「
〈
手
話
〉
ね
え
、
先
生
何
て
言
っ
た
。
」 

か
ず
お
が
手
話
で
教
え
よ
う
と
し
た
瞬
間
、
西
山
先
生
が
振
り
返
っ
た
。 

（
西
山
先
生
）「
ま
つ
、
今
、
何
を
し
た
。
手
ま
ね
を
し
た
な
。
」 

 

ま
つ
は
肩
を
す
く
め
た
。 

（
西
山
先
生
）「
手
ま
ね
は
駄
目
だ
と
言
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
」 

 

す
る
と
、
か
ず
お
が
静
か
に
立
っ
て
言
っ
た
。 

（
か
ず
お 

）「
…
ぼ
く
が
し
ま
し
た
。
…
ぼ
く
が
、
手
ま
ね
を
し
ま
し
た
。
」 

（
ま
つ 

 

）「
か
ず
お
君
…
。
」 

 

西
山
先
生
は
か
ず
お
に
詰
め
寄
り
、
一
段
と
強
い
口
調
で
言
っ
た
。 

（
西
山
先
生
）「
手
ま
ね
は
絶
対
に
許
さ
ん
。
絶
対
に
許
さ
ん
ぞ
。
」 

 

に
ら
み
つ
け
る
か
ず
お
を
横
に
、
西
山
先
生
は
教
室
を
出
て
行
っ
た
。 

  

＊
４ 

て 
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―
休
憩
時
間 

教
室 

（
ま
つ 

 

）「
〈
手
話
〉
か
ず
お
君
、
さ
っ
き
は
ご
め
ん
ね
。
」 

（
か
ず
お 

）「
〈
手
話
〉
い
い
ん
だ
。
そ
れ
よ
り
ひ
ど
い
の
は
西
山
先
生
だ
。
僕
た
ち
は
必
死
で
唇
を
読
み
取
ろ
う
と
頑
張 

っ
て
い
る
の
に
…
。
」 

（
ま
つ 

 
）「
〈
手
話
〉
口
話
、
口
話
っ
て
、
私
た
ち
の
気
持
ち
を
ち
っ
と
も
分
ろ
う
と
し
て
く
れ
な
い
…
。
」 

（
き
よ
し 

）「
〈
手
話
〉
手
話
で
思
い
っ
き
り
話
す
こ
の
時
間
だ
け
が
、
唯
一
の
安
ら
ぎ
だ
よ
。
」 

（
た
い
ち 

）「
〈
手
話
〉
手
話
で
授
業
を
受
け
ら
れ
た
ら
、
ど
ん
な
に
幸
せ
だ
ろ
う
。」 

 

す
る
と
、
ま
つ
が
思
い
つ
い
た
よ
う
に
教
壇
に
立
ち
、
大
き
な
咳
払
い
を
し
て
三
人
を
見
渡
し
た
。 

（
ま
つ 

 

）「
〈
手
話
〉
こ
れ
か
ら
、
国
語
の
学
習
を
始
め
ま
す
。
」 

 

か
ず
お
が
ま
つ
を
押
し
の
け
、
調
子
よ
く
続
け
る
。 

（
か
ず
お 

）「
〈
手
話
〉
う
む
、
今
日
は
新
し
い
物
語
を
勉
強
す
る
。」 

（
た
い
ち 

）「
〈
手
話
〉
こ
の
物
語
は
、
と
っ
て
も
楽
し
い
で
す
よ
。」 

（
き
よ
し 

）「
〈
手
話
〉
楽
し
く
て
、
お
腹
が
よ
じ
れ
ま
す
よ
。」 

四
人
は
お
腹
を
よ
じ
ら
せ
、
声
を
あ
げ
て
笑
っ
た
。
そ
の
時
、
廊
下
を
通
る
黒
ぶ
ち
眼
鏡
の
川
田
先
生
と
目
が
合
っ
た
。 

（
川
田
先
生
）「
あ
な
た
た
ち
、
何
を
し
て
る
の
。」 

 

四
人
の
顔
か
ら
笑
顔
が
消
え
、
素
早
く
両
手
を
後
ろ
に
回
し
た
。 

（
川
田
先
生
）「
手
ま
ね
を
し
た
わ
ね
。
」 

（
ま
つ 

 

）「
川
田
先
生
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
」 

 

間
も
な
く
、
西
山
先
生
や
高
村
先
生
も
駆
け
つ
け
て
き
た
。 
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（
西
山
先
生
）「
ま
た
お
前
た
ち
か
。
全
く
反
省
し
て
い
な
い
よ
う
だ
な
。
」 

（
川
田
先
生
）「
成
績
が
上
が
ら
な
い
と
思
っ
た
ら
、
案
の
定
だ
わ
。
手
ま
ね
ば
か
り
し
て
い
る
か
ら
授
業
に
つ
い
て
こ
れ
な
い
の

よ
。
」 

（
西
山
先
生
）「
一
度
つ
い
た
手
ま
ね
の
癖
は
、
な
か
な
か
抜
け
ん
の
だ
。
お
前
た
ち
、
次
の
授
業
が
終
わ
る
ま
で
、
廊
下
に
立
っ

て
い
ろ
。
」 

生
徒
た
ち
は
、
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
一
列
に
並
ん
だ
。 

（
高
村
先
生
）「
西
山
先
生
、
ち
ょ
っ
と
や
り
す
ぎ
で
は
…
。
」 

（
西
山
先
生
）「
何
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
、
高
村
先
生
。
あ
な
た
は
甘
す
ぎ
る
。
だ
か
ら
生
徒
が
平
気
で
手
話
を
使
う
の
だ
。
手
話

は
口
話
に
と
っ
て
有
害
そ
の
も
の
。
わ
れ
わ
れ
は
手
話
の
な
い
環
境
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ん
の
だ
。
手
話
の
な
い
社

会
を
。」 

（
か
ず
お 

）「
〈
手
話
〉
…
手
話
…
な
い
…
。
そ
ん
な
の
地
獄
だ
。
」 

（
西
山
先
生
）「
何
だ
と
。
」 

（
ま
つ 

 

）「
〈
手
話
〉
…
そ
う
よ
。
手
話
を
な
く
す
な
ん
て
、
絶
対
い
や
…
。
」 

（
西
山
先
生
）「
手
ま
ね
を
や
め
ろ
。」 

（
高
村
先
生
）「
西
山
先
生
。
許
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
…
こ
の
子
た
ち
は
、
い
つ
も
一
生
懸
命
先
生
の
唇
を
読
み
取
っ
て
い
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
唇
だ
け
を
頼
り
に
、
な
ん
と
か
勉
強
に
つ
い
て
い
こ
う
と
努
力
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

せ
め
て
休
憩
時
間
く
ら
い
、
手
話
を
使
わ
せ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
子
た
ち
に
は
、
手
話
も
必
要
な
ん
で
す
。

お
願
い
し
ま
す
。
」 

（
川
田
先
生
）「
高
村
先
生
、
あ
な
た
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
い
い
ん
で
す
か
。
私
も
西
山
先
生
も
、
生
徒
た
ち
が
憎
く
て
言
っ
て
い
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る
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
国
が
決
め
た
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
国
か
ら
責
務
を
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
国

が
決
め
た
人
間
を
育
て
る
義
務
が
あ
る
ん
で
す
。」 

（
西
山
先
生
）「
あ
な
た
の
よ
う
な
甘
い
考
え
で
は
、
口
話
の
世
の
中
は
成
り
立
た
な
い
。
国
に
逆
ら
う
の
で
あ
れ
ば
、
即
刻
教
師

を
辞
め
た
ま
え
。
」 

西
山
先
生
と
川
田
先
生
が
教
室
を
あ
と
に
す
る
。
高
村
先
生
は
肩
を
落
と
し
て
生
徒
た
ち
に
頭
を
下
げ
た
。 

（
高
村
先
生
）「
〈
手
話
〉
…
み
ん
な
…
、
ご
め
ん
ね
…
。」 

（
生
徒
た
ち
）「
先
生
…
。
」 

 

―
数
日
後 

生
徒
た
ち
は
、
い
つ
も
の
階
段
下
に
集
ま
っ
て
い
た
。
ま
つ
は
、
そ
の
手
に
嘆
願
書
を
持
っ
て
い
る
。
数
日
前
の
一
件
を
き
っ
か

け
に
、
つ
い
に
生
徒
た
ち
が
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い
た
。 

（
か
ず
お 

）「
〈
手
話
〉
い
い
か
、
み
ん
な
。
今
こ
そ
僕
ら
が
心
を
一
つ
に
し
て
闘
う
時
だ
。
」 

か
ず
お
は
ま
つ
か
ら
嘆
願
書
を
受
け
取
り
、
ゆ
っ
く
り
と
そ
の
内
容
を
読
み
上
げ
た
。 

 

『
わ
れ
わ
れ
生
徒
一
同
は
、
た
だ
一
つ
を
嘆
願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
ろ
う
あ
者
に
と
っ
て
、
手
話
は
最
も
理
解
で
き

る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
ろ
う
あ
者
か
ら
手
話
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
ろ
う
あ
者
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
よ
と
申
さ
れ
る

こ
と
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
手
話
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
。
学
校
に
手
話
を
。
』 

 

 
＊
５ 

た
ん
が
ん
し
ょ 
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嘆
願
書
に
は
、
生
徒
た
ち
の
切
実
な
思
い
が
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
嘆
願
書
と
あ
わ
せ
て
、
生
徒
た
ち
は
休
憩
時
間
や
登
下
校

の
時
間
を
使
い
、
校
内
で
署
名
活
動
を
進
め
て
い
た
。
嘆
願
書
と
署
名
を
手
に
、
四
人
は
校
長
室
へ
向
か
っ
た
。 

  

震
え
る
手
を
握
っ
て
、
か
ず
お
が
校
長
室
の
戸
を
ノ
ッ
ク
し
た
。 

（
か
ず
お 

）「
失
礼
し
ま
す
。
」 

四
人
が
入
る
と
、
校
長
先
生
は
高
村
先
生
、
西
山
先
生
、
川
田
先
生
と
何
や
ら
話
し
合
っ
て
い
た
。 

（
校
長
先
生
）「
君
た
ち
、
ど
う
し
た
ん
だ
。」 

（
か
ず
お 

）「
校
長
先
生
、
僕
た
ち
、
嘆
願
書
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。」 

（
ま
つ 

 

）「
こ
れ
は
、
生
徒
全
員
の
総
意
で
す
。
」 

（
た
い
ち 

）「
お
願
い
し
ま
す
。
」 

普
段
物
静
か
な
た
い
ち
が
校
長
先
生
へ
嘆
願
書
を
渡
し
た
。 

嘆
願
書
に
目
を
通
す
と
、
校
長
先
生
は
驚
い
た
様
子
で
四
人
を
見
渡
し
た
。 

（
校
長
先
生
）「
こ
れ
は
…
。」 

 

校
長
先
生
の
様
子
に
、
他
の
三
人
の
先
生
ら
も
嘆
願
書
に
目
を
通
す
。 

（
西
山
先
生
）「
お
前
た
ち
、
教
師
の
目
を
盗
ん
で
…
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
か
。」 

（
川
田
先
生
）「
あ
な
た
た
ち
…
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
…
、
ど
う
な
る
か
分
か
っ
て
い
る
の
。」 

（
き
よ
し 

）「
先
生
、
僕
…
。
今
ま
で
、
先
生
た
ち
の
唇
を
必
死
で
読
み
取
っ
て
き
ま
し
た
。
何
て
言
っ
て
い
る
の
か
、
想
像
し

て
想
像
し
て
…
。
答
え
を
間
違
う
こ
と
が
怖
く
て
、
い
つ
も
不
安
で
し
た
…
。」 
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（
ま
つ 

 

）「
私
は
…
、
小
さ
い
時
か
ら
ず
っ
と
口
話
で
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
何
を
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
何
を
勉
強

し
て
い
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
」 

（
西
山
先
生
）「
そ
れ
は
お
前
た
ち
の
努
力
が
足
り
な
い
の
だ
。
」 

（
か
ず
お 
）「
ち
が
う
。
僕
た
ち
は
努
力
し
て
き
ま
し
た
。
僕
た
ち
を
分
か
ろ
う
と
努
力
し
な
い
の
は
…
、
先
生
た
ち
の
方
だ
。
」 

（
川
田
先
生
）「
…
あ
な
た
た
ち
の
気
持
ち
は
分
か
る
わ
…
。
で
も
、
先
生
た
ち
は
あ
な
た
た
ち
が
社
会
に
出
て
困
ら
な
い
た
め
に
、

生
き
る
術
を
教
え
て
い
る
の
よ
。
」 

校
長
先
生
が
立
ち
上
が
り
、
静
か
に
口
を
開
い
た
。 

（
校
長
先
生
）「
…
君
た
ち
が
手
話
で
学
び
た
い
気
持
ち
は
よ
く
分
か
っ
た
…
。
し
か
し
ね
、
手
話
で
や
り
と
り
し
た
と
し
て
も
、

社
会
に
一
歩
出
た
ら
ど
う
だ
ね
。
社
会
に
手
話
が
分
か
る
人
な
ど
お
ら
ん
の
だ
よ
。
面
倒
な
筆
談
で
会
話
を
試
み

る
者
も
少
な
い
。
聾
唖
者
は
、
孤
独
で
さ
び
し
い
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ね
、
口
話
は
ち
が

う
。
唇
を
読
み
、
発
音
の
訓
練
を
す
れ
ば
、
聾
唖
者
も
聞
こ
え
る
人
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
よ
。
口
話
こ

そ
が
、
君
た
ち
の
幸
せ
に
つ
な
が
る
道
な
の
だ
よ
。
」 

（
か
ず
お 

）「〈
手
話
〉
…
そ
ん
な
の
…
、
ち
っ
と
も
幸
せ
じ
ゃ
な
い
で
す
…
。
僕
た
ち
は
聞
こ
え
る
人
じ
ゃ
な
い
。
ろ
う
あ
者
は

恥
ず
か
し
く
な
い
。
ろ
う
あ
者
と
し
て
堂
々
と
生
き
た
い
ん
で
す
。
」 

校
長
室
に
は
、
生
徒
た
ち
の
涙
を
す
す
る
音
だ
け
が
響
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
高
村
先
生
が
沈
黙
を
破
っ
た
。 

（
高
村
先
生
）「
〈
手
話
〉
…
校
長
先
生
、
西
山
先
生
、
川
田
先
生
。
私
は
一
人
の
教
師
で
す
。
国
民
と
県
民
の
幸
福
の
た
め
に
働
く

こ
と
が
、
私
の
使
命
で
す
。
こ
の
子
た
ち
の
訴
え
は
、
全
て
の
聾
児
の
叫
び
で
す
。
…
私
は
…
、
完
全
な
る
口
話

主
義
に
異
を
唱
え
ま
す
。
」 

生
徒
た
ち
は
、
高
村
先
生
が
自
分
た
ち
の
た
め
に
手
話
で
校
長
先
生
に
訴
え
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。 

＊
５ 



- 10 - 

 

（
西
山
先
生
）「
…
高
村
先
生
、
私
だ
っ
て
た
だ
厳
し
く
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
聾
唖
者
の
将
来
を
考
え
、
信
念
を
持
っ
て
口
話

を
教
え
て
い
る
つ
も
り
だ
。」 

（
高
村
先
生
）
「
〈
手
話
〉
分
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
手
話
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
自
分
の
耳
に
さ
え
入
ら
な
い
発
音
を
努
力
し
、

苦
し
い
思
い
を
し
て
い
る
こ
の
子
た
ち
を
、
こ
れ
以
上
不
幸
に
さ
せ
た
く
な
い
の
で
す
。
」 

（
川
田
先
生
）
「
こ
の
子
た
ち
だ
っ
て
、
今
は
苦
し
く
と
も
、
必
ず
幸
せ
に
な
れ
る
わ
。
そ
の
た
め
だ
っ
た
ら
、
私
は
ど
ん
な
努
力

も
惜
し
ま
な
い
つ
も
り
で
す
。
」 

（
高
村
先
生
）「〈
手
話
〉
い
い
え
川
田
先
生
、
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
一
時
間
中
、
一
つ
の
文
章
を
繰
り
返
し
発
音
練
習
す
る
苦
し

み
を
。
何
を
言
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
学
習
が
、
毎
日
繰
り
返
さ
れ
る
苦
し
み
を
…
。
口
話
が
有
効
な
子
ど
も

は
、
せ
い
ぜ
い
十
人
中
二
、
三
人
で
し
ょ
う
。
で
は
残
り
の
七
、
八
人
は
見
捨
て
る
の
で
す
か
。
こ
れ
は
教
育
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
口
話
だ
け
で
な
く
、
こ
の
子
た
ち
に
は
手
話
も
必
要
な
ん
で
す
。
こ
の
子
た
ち
の
歩
む
道
を
閉

ざ
さ
な
い
で
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
か
…
お
願
い
し
ま
す
。
」 

高
村
先
生
は
、
床
に
膝
を
つ
き
、
頭
を
下
げ
た
。
生
徒
た
ち
は
思
わ
ず
か
け
寄
っ
た
。 

（
生
徒
た
ち
）「
…
高
村
先
生
…
。
」 

   

―
数
日
後 

 

 

校
舎
に
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
り
響
き
、
授
業
の
終
わ
り
を
告
げ
た
。 

（
ま
つ 

 

）「
〈
手
話
〉
起
立
、
気
を
つ
け
、
こ
れ
で
国
語
の
学
習
を
終
わ
り
ま
す
。
礼
。」 
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（
生
徒
た
ち
）「
〈
手
話
〉
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」 

廊
下
を
通
り
過
ぎ
る
高
村
先
生
を
見
つ
け
、
生
徒
た
ち
は
か
け
寄
っ
た
。 

（
か
ず
お 

）「
〈
手
話
〉
高
村
先
生
。
」 

（
高
村
先
生
）「
〈
手
話
〉
ど
う
し
た
の
。
」 

（
た
い
ち 
）「
〈
手
話
〉
高
村
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」 

（
き
よ
し 

）「
〈
手
話
〉
先
生
が
僕
た
ち
の
後
押
し
を
し
て
く
れ
た
こ
と
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。
」 

（
ま
つ 

 

）「
〈
手
話
〉
西
山
先
生
も
、
川
田
先
生
も
、
授
業
の
挨
拶
は
手
話
を
認
め
て
く
れ
て
い
ま
す
。」 

（
か
ず
お 

）「
〈
手
話
〉
少
し
ず
つ
だ
け
ど
、
自
分
た
ち
の
手
で
学
校
が
変
わ
っ
て
…
、
毎
日
が
楽
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
」 

 

高
村
先
生
は
笑
顔
で
う
な
ず
く
と
、
四
人
を
見
渡
し
な
が
ら
言
っ
た
。 

（
高
村
先
生
）
「
〈
手
話
〉
い
い
、
み
ん
な
。
社
会
の
中
で
聾
唖
者
は
少
数
者
で
す
。
で
も
、
こ
れ
か
ら
五
年
後
、
十
年
後
、
い
や
、

も
っ
と
先
か
も
し
れ
な
い
。
弱
者
で
あ
る
こ
と
を
良
し
と
し
、
少
数
者
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
う
世
の
中
が
き

っ
と
く
る
。
そ
の
日
が
く
る
ま
で
、
私
が
倒
れ
た
ら
あ
な
た
た
ち
が
…
、
あ
な
た
た
ち
が
倒
れ
た
ら
あ
な
た
た
ち

の
子
ど
も
が
…
、
こ
の
思
い
を
引
き
継
い
で
い
く
の
よ
…
。
」 

  

―
平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

全
国
に
先
駆
け
、
手
話
言
語
条
例
が
鳥
取
県
で
制
定
さ
れ
た
。
傍
聴
席
に
は
全
国
の
ろ
う
者
が
集
ま
り
、
条
例
の
制
定
を
共
に
喜

ん
だ
。
そ
こ
に
は
、
あ
の
生
徒
た
ち
や
先
生
た
ち
の
思
い
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

 
＊
６ 
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【
言
葉
の
整
理
】 

 

＊
６
「
ろ
う
者
」 

＊
５
「
ろ
う
あ
者
」 

「
聾
唖
者
」 

 
 

 

＊
４
「
手
ま
ね
」 

＊
３
「
聾
唖
学
校
」 

＊
３
「
聾
唖
」 

＊
２
「
聾
児
」 

＊
１
「
盲
唖
学
校
」 

言 

葉 
生
ま
れ
つ
き
又
は
幼
い
頃
か
ら
聴
覚
障
が
い
が
あ
り
、
主
に
手
話
を
使
っ
て
意
思
疎
通
す
る
人
。 

物
語
中
、
生
徒
た
ち
の
言
葉
で
は
誇
り
や
自
分
ら
し
さ
で
あ
る
意
味
を
込
め
て
「
ろ
う
あ
者
」
、
先
生

た
ち
の
言
葉
で
は
一
般
的
な
意
味
と
し
て
「
聾
唖
者
」
と
表
し
て
い
る
。 

手
話
の
こ
と
。 

聾
学
校
（
聴
覚
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
通
う
特
別
支
援
学
校
）
の
こ
と
。 

「
聾
」
は
聞
こ
え
な
い
こ
と
、
「
唖
」
は
話
せ
な
い
こ
と
を
表
し
、
そ
の
二
つ
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ

て
、
聴
覚
障
が
い
を
表
し
て
い
る
。
現
在
は
、
聞
こ
え
に
く
さ
と
話
せ
な
い
こ
と
が
必
ず
し
も
等
し
く

な
い
こ
と
か
ら
、
「
唖
」
の
表
現
は
使
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。 

聴
覚
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
。 

「
盲
」
は
視
覚
障
が
い
を
、
「
唖
」
は
聴
覚
障
が
い
に
よ
り
話
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て

い
る
。
「
盲
唖
学
校
」
は
、
視
覚
障
が
い
の
子
ど
も
た
ち
と
聴
覚
障
が
い
の
子
ど
も
た
ち
が
共
に
学
ぶ

学
校
の
こ
と
。 

意 

味 

 

こ
の
物
語
は
、
山
本
お
さ
む
氏
の
漫
画
「
わ
が
指
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」
と
、
鳥
取
聾
学
校
卒
業
生
の
講
話
を
も
と
に
作
成
し

た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
文
章
中
に
は
、
現
在
は
使
わ
な
い
表
現
等
が
含
ま
れ
ま
す
が
、
物
語
の
時
代
背
景
や
趣
旨
を
伝
え
る

た
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鳥取聾学校中学部・高等部合同劇「AKASHI～証～」テーマソング 

『さあ、今』 
 

  

劇中で、生徒たちが歌とダンスで表現しているテーマソングです。「仲間とともに困難

に立ち向かう勇気」や「手話で語り合う喜び」を歌詞と音楽に込め、鳥取聾学校の先生

方が作りました。皆さんも、ぜひ歌ってみましょう。 

作詞／竹中 友張 

作曲／中井 暁子 
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鳥取県手話言語条例（平成２５年１０月８日制定） 

前文 

ろう者は、物の名前、抽象的な概念等を手指の動きや表情を使って視

覚的に表現する手話を音声の代わりに用いて、思考と意思疎通を行って

いる。 

わが国の手話は、明治時代に始まり、ろう者の間で大切に受け継がれ、

発展してきた。ところが、明治 13 年にイタリアのミラノで開催された

国際会議において、ろう教育では読唇と発声訓練を中心とする口話法を

教えることが決議された。それを受けて、わが国でもろう教育では口話

法が用いられるようになり、昭和８年にはろう学校での手話の使用が事

実上禁止されるに至った。これにより、ろう者は口話法を押し付けられ

ることになり、ろう者の尊厳は著しく傷付けられてしまった。 

その後、平成 18 年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関す

る条約では、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記され、

憲法や法律に手話を規定する国が増えている。また、明治 13 年の決議

も、平成 22 年にカナダのバンクーバーで開催された国際会議で撤廃さ

れており、ろう者が手話を大切にしているとの認識は広まりつつある。 

しかし、わが国は、障害者の権利に関する条約を未だ批准しておらず、

手話に対する理解も不十分である。そして、手話を理解する人が少なく、

ろう者が情報を入手したり、ろう者以外の者と意思疎通を図ることが容

易ではないことが、日常生活、社会生活を送る上での苦労やろう者に対

する偏見の原因となっている。 

鳥取県は、障がい者への理解と共生を県民運動として推進するあいサ

ポート運動の発祥の地である。あいサポート運動のスローガンは「障が

いを知り、共に生きる」であり、ろう者とろう者以外の者とが意思疎通

を活発にすることがその出発点である。 

手話がろう者とろう者以外の者とのかけ橋となり、ろう者の人権が尊

重され、ろう者とろう者以外の者が互いを理解し共生する社会を築くた

め、この条例を制定する。 

※平成２６年１月に、日本においても「障害者の権利に関する条約」に批准しています。 

※ 
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第１章総則 

（目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及

に関し基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割

を明らかにするとともに、手話の普及のための施策の総合的かつ計画

的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者

が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。 

（手話の意義） 

第２条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者

が知的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできたもの

であることを理解しなければならない。 

（基本理念） 

第３条 手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互の違いを理解

し、その個性と人格を互いに尊重することを基本として行われなけれ

ばならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、市町村その他の関係機関と連携して、ろう者が日常生活又は社会

生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観

念その他一切のものの除去について必要かつ合理的な配慮を行い、手

話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備を推進するものと

する。 

２ 県は、ろう者及び手話通訳者の協力を得て、手話の意義及び基本理

念に対する県民の理解を深めるものとする。 

（市町村の責務） 

第５条 市町村は、基本理念にのっとり、手話の意義及び基本理念に対

する住民の理解の促進並びに手話の普及その他の手話を使用しやす

い環境の整備に努めるものとする。 

（県民の役割） 

第６条 県民は、手話の意義及び基本理念を理解するよう努めるものと

する。 

２ ろう者は、県の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念

に対する県民の理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。 
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３ 手話通訳者は、県の施策に協力するとともに、手話に関する技術の

向上、手話の意義及び基本理念に対する県民の理解の促進並びに手話

の普及に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が

働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。 

第２章 手話の普及 

（計画の策定及び推進） 

第８条 県は、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第２

項に規定する鳥取県障害者計画において、手話が使いやすい環境を整

備するために必要な施策について定め、これを総合的かつ計画的に推

進するものとする。 

２ 知事は、前項に規定する施策について定めようとするときは、あら

かじめ、鳥取県手話施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、第１項に規定する施策について、実施状況を公表するとと

もに、不断の見直しをしなければならない。 

（手話を学ぶ機会の確保等） 

第９条 県は、市町村その他の関係機関、ろう者、手話通訳者等と協力

して、あいサポート運動の推進、手話サークルその他の県民が手話を

学ぶ機会の確保等を行うものとする。 

２ 県は、手話に関する学習会を開催する等により、その職員が手話の

意義及び基本理念を理解し、手話を学習する取組を推進するものとす

る。 

（手話を用いた情報発信等） 

第 10 条 県は、ろう者が県政に関する情報を速やかに得ることができ

るよう、手話を用いた情報発信に努めるものとする。 

２ 県は、ろう者が手話をいつでも使え、手話による情報を入手できる

環境を整備するため、手話通訳者の派遣、ろう者等の相談を行う拠点

の支援等を行うものとする。 

（手話通訳者等の確保、養成等） 

第 11 条 県は、市町村と協力して、手話通訳者その他のろう者が地域

において生活しやすい環境に資するために手話を使うことができる

者及びその指導者の確保、養成及び手話技術の向上を図るものとす

る。 
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（学校における手話の普及） 

第 12 条 ろう児が通学する学校の設置者は、手話を学び、かつ、手話

で学ぶことができるよう、教職員の手話に関する技術を向上させるた

めに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ ろう児が通学する学校の設置者は、基本理念及び手話に対する理解

を深めるため、ろう児及びその保護者に対する学習の機会の提供並び

に教育に関する相談及び支援に努めるものとする。 

３ 県は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、学校教育で利

用できる手引書の作成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（事業者への支援） 

第 13 条 県は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働

きやすい環境の整備のために事業者が行う取組に対して、必要な支援

を行うものとする。 

（ろう者等による普及啓発） 

第 14 条 ろう者及びろう者の団体は、基本理念及び手話に対する理解

を深めるため自主的に普及啓発活動を行うよう努めるものとする。 

（手話に関する調査研究） 

第 15 条 県は、ろう者、手話通訳者等が手話の発展に資するために行

う手話に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するもの

とする。 

（財政上の措置） 

第 16 条 県は、手話の普及に関する取組を推進するため、必要な財政

上の措置を講ずるものとする。 

第３章 鳥取県手話施策推進協議会 

（設置） 

第 17 条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県手話施策推進協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

(１) 第８条第２項の規定により、知事に意見を述べること。 

(２) この条例の施行に関する重要事項について、知事に意見を述べるこ

と。 

（組織） 

第 18 条 協議会は、委員 10 人以内で組織する。 

（委員） 

第 19 条 委員は、ろう者、手話通訳者、行政機関の職員及び優れた識

見を有する者のうちから知事が任命する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 
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３ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第 20 条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長

が指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第 21 条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができ

ない。 

（庶務） 

第 22 条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。 

（雑則） 

第 23 条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、協議会が定める。 

附則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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鳥取聾学校について 

 

【学校生活について】 

幼稚園や小学校、中学校、高等学校と同じ内容や、

聴覚障がいに関連する内容などを学習しています。

手話や指文字、キューサイン、口話など、一人ひと

りに合った方法でコミュニケーションをとり、学校

生活を送っています。その中でも手話は、学校全体

の共通の言語です。 

 

 幼稚部から高等部までの他に支援部があり、０歳

からの乳幼児教育相談や、地域の学校に通う聞こえ

にくい児童生徒への支援を行っています。 

【米子市】 

鳥取聾学校 

ひまわり分校 

【鳥取市】 

鳥取聾学校 

本校 

鳥取聾学校は、聴覚障がいのある幼児児童生徒が通う特別支援学校です。鳥取市の本校には、幼

稚部から高等部まで、米子市のひまわり分校には幼稚部から中学部まであります。自宅から本校に

通うことが難しい児童生徒は、近くにある鳥取盲学校の寄宿舎で生活しながら通います。 

鳥取聾学校は、聴覚障がいのある幼児児童生徒が通う特別支援学校です。鳥取市の本校には、幼

稚部から高等部まで、米子市のひまわり分校には幼稚部から中学部まであります。自宅から本校に

通うことが難しい児童生徒は、本校の近くにある鳥取盲学校の寄宿舎で生活しながら通います。 

幼稚部 小学部 

中学部 高等部 

幼稚部 小学部 

中学部 高等部 

乳幼児教育相談 幼稚部 

小学部 中学部 

高等部（普通科、生活デザイン科、産業工芸科） 

★関連した内容が載っています。 

→「手話ハンドブック入門編」鳥取聾学校児童・生徒の作文、「手話ハンドブック活用編」Q&A コーナー 

★鳥取聾学校ホームページ http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/toriro-s/ 

鳥取聾学校ひまわり分校ホームページ http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/himawari-s/ 

鳥取聾学校 ひまわり分校 
（米子市西福原7丁目13番1号） 

幼稚部 小学部 

中学部 

【校内の設備や機器について】 

 聴覚障がいのある幼児児童生徒が安心安全に学校生活を送るための設備や機器が多くあります。

下に挙げたものは一部ですが、学校に申し込んで実際に見学することもできます。 

聴力測定室 

 教室や廊下の天井にはライト

があり、火事の時は赤いライト、

地震の時はオレンジのライトが

光って知らせます。また、足音

などを聞き取りにくいため、曲

がり角で人とぶつからないよ

う、ミラーが付いています。 

 廊下のモニタ

ーは、日々の予

定やお知らせを

表示する他に、

緊急時の情報を

知らせる役割も

あります。 

 電池チェッカーで補聴器

の電池残量を測り、減って

きたら電池を交換します。 

 聴力測定室で定期的に聴

力を測定し、聞こえや補聴

器・人工内耳に変化がない

かを確認します。 

鳥取聾学校 
（鳥取市国府町宮下 1261 番地） 

幼稚部 小学部 

中学部 高等部 
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