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　聴覚障害者複合施設「神戸長田ふくろうの杜
もり

」（社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会）
は、就労継続支援Ｂ型事業と神戸市の生きがい対応型デイサービス（介護保険対象外）をおこなっ
ていた「神戸ろうあハウス」の移転拡充を目的とした新施設建設への１億円募金運動を経て、
2020年12月にスタートしました。４階建ての建物では現在、就労継続支援Ｂ型事業（１階の
カフェと下請け作業等）、生活介護事業、デイサービス（地域密着型通所介護）、生きがい対応型
デイサービス（地域拠点型一般介護予防）、放課後等デイサービス、相談支援事業の６つの事業
をおこなっています。

きこえない人のきこえない人の
ひとりぼっちをなくすひとりぼっちをなくす



　毎週木曜日には、高齢難聴者を対象とした生きがい対応型デイサービスを実施しています。
難聴デイをおこなっているのは神戸市内でここだけなので、週１回のこの日を楽しみに、かな
り遠くから通って来る方もおられます。「生まれつき聞こえないろうの方と難聴の方では、手
話やコミュニケーションの方法にちがいもあり、難聴の方へのコミュニケーション支援はとて
も大切」と施設長の眞

ま き

木崇
たか え

江さん（写真）。加齢性難聴の方もたくさんおられ、ふくろうの杜
では、手話の練習もしながら、筆談などさまざまなコミュニケーションの方法を工夫していま
す。その一つが、写真にあるような、自動文字起こし機能を使って会話を文字に起こし、それ
を書画カメラを使ってプロジェクターに映すというものです。



　眞木さんは、「いまは、加齢性難聴の方がとても増えています。聞き返すことが増えたり、
みんなでしゃべっている内容がわからなくて会話に入れなくなると、楽しい場所に行けなく
なってしまい、ひきこもりやフレイルにつながります。聞こえにくくなったことがきっかけで
人とのコミュニケーションを控えるようになってしまうことはとても多いです。地域のデイ
サービスなどにも聞こえにくい利用者さんはたくさんいると思います。それを、“歳

とし

いって聞
こえにくくなっているから仕方がない”と放置せず、一人ひとりに合ったコミュニケーション
支援の方法を模索してほしいし、こうした機械も活用できますよ！　ということをぜひたくさ
んの人に伝えたいです」と話してくださいました。

卓球バレーボールを楽しむ利用者さん。卓球バレーボールを楽しむ利用者さん。

一日の最後には、手話を使って利用者作詞のオリジナル曲一日の最後には、手話を使って利用者作詞のオリジナル曲
「難聴デイサービスふくろうの杜」を歌います。「難聴デイサービスふくろうの杜」を歌います。



　14時半を過ぎると、少しずつ放課後等デイサービス「ふくろうっこ」（小学１年生～高校３年
生）に子どもたちがやってきます。聞こえない子、聞こえにくい子、聞こえるけど言葉が出な
い子など、一人ひとりのコミュニケーションの困難に寄り添いながら、お互いに認め合い安心
できる居場所づくりをめざし、遠い子では送迎の車で１時間弱かけて通う子もいます。管理者
の山本芙

ふ ゆ み

由美さんはろうの当事者です。「子どもにとって、聞こえない大人と関われる場所と
いうことで、悩んだり困ったりしたときに相談してくれることもあり、とても大切なことだと
思うし、楽しい居場所にしたい」と話してくださいました。� （写真・文　申佳弥）
※トピックスP.46でも紹介しています。
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僕のつまらなさに 
ついて
　

大阪大学大学院　人間科学研究科　村上靖彦　

中
学
生
の
頃
に
小
説
を
熱
心
に
読
み
始
め
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
僕
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
思
い
が
あ

り
ま
す
。
僕
自
身
が
「
つ
ま
ら
な
い
」
人
間
で
あ
り
厚
み
の
な
さ
ゆ
え
に
、
僕
は
例
え
ば
大
江
健
三
郎

の
よ
う
な
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
才
能
の
な
さ
だ
け
で
な
く
、
何
か
が
欠
け

て
い
る
と
感
じ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
、
四
国
の
山
奥
の
大
江
の
よ
う
な
故
郷
を
、
殺
風
景
な
東
京

郊
外
出
身
の
僕
は
持
た
な
い
か
ら
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

医
療
福
祉
現
場
で
調
査
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
二
〇
〇
三
年
以
降
は
、
病
や
障
害
の
当
事
者
と
し
て

の
困
難
、
あ
る
い
は
支
援
者
と
し
て
の
経
験
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
、
と
る
に
た
ら
な
い
「
つ
ま
ら
な

い
人
間
」
で
あ
る
僕
の
根
っ
こ
に
あ
る
欠
落
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
他
の
人
が
被
っ
た
痛

み
へ
の
想
像
力
を
僕
が
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

ハ
ン
・
ガ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
韓
国
文
学
を
翻
訳
し
て
き
た
斎
藤
真
理
子
を
引
用
し
て
み
ま
す
。

な
ぜ
韓
国
で
は
詩
が
よ
く
読
ま
れ
る
か
。 

そ
れ
は
も
う
、「
痛
み
を
知
る
人
が
多
か
っ
た
か
ら
」
と
言
っ
て
よ
い
。

〔
…
〕
近
代
以
降
、
朝
鮮
半
島
の
歴
史
は
激
痛
の
連
続
だ
っ
た
。 　

詩
人
は
い
つ
も
、
痛
み
を
表
現
し
、
代
弁
す
る
人
だ
。
そ
の
こ
と
で
尊
敬
も
さ
れ
た
し
、
そ
の
た
め

に
受
難
者
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

植
民
地
時
代
の
詩
人
た
ち
の
中
に
は
民
族
独
立
運
動
家
が
少
な
く
な
く
、
監
獄
で
死
ん
だ
詩
人
も
い

た
。
一
九
四
〇
年
代
に
入
る
と
日
本
語
で
の
創
作
が
強
制
さ
れ
、
著
名
な
詩
人
た
ち
は
筆
を
折
っ
て
し

ま
っ
た
。 　

一
九
四
五
年
に
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
は
終
わ
る
が
、
解
放
さ
れ
た
と
思
っ
た
ら
朝
鮮
半
島
は
南

北
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
い
、
過
酷
な
朝
鮮
戦
争
を
経
験
し
、
そ
の
後
は
軍
事
独
裁
政
権
の
支
配
下
で
自
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由
と
人
権
が
守
ら
れ
な
い
状
態
が
続
い
た
。

〈
斎
藤
真
理
子
（
二
〇
二
四
）『
隣
の
国
の
人
々
と
出
会
う　

韓
国
語
と
日
本
語
の
あ
い
だ
』
創
元
社
、
１

０
０
頁
〉

被
暴
力
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
の
民
主
化
の
運
動
が
文
学
の
創
造
の
核
に
あ
る
と
い
う
の
で

す
。
し
か
し
ど
れ
だ
け
の
日
本
人
が
戦
後
の
朝
鮮
半
島
の
困
難
を
自
分
ご
と
と
し
て
感
じ
取
っ
て
き
た

で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
僕
自
身
は
「
痛
み
を
知
る
人
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

戦
後
の
日
本
は
国
際
情
勢
の
な
か
で
、
朝
鮮
戦
争
の
銃じ
ゅ
う
ご後
の
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
担
う
こ
と
で
、
高

度
経
済
成
長
を
果
た
す
と
と
も
に
、
韓
国
の
よ
う
な
暴
力
的
な
経
験
を
「
ま
ぬ
が
れ
」
ま
し
た
。「
ま

ぬ
が
れ
た
」
の
は
地
政
学
的
な
偶
然
の
な
か
で
、
朝
鮮
半
島
に
困
難
を
押
し
付
け
、
戦
争
の
利
益
を
日

本
が
か
す
め
取
っ
た
か
ら
で
す
。

僕
自
身
、
戦
争
に
由
来
す
る
何
世
代
か
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
家
族
の
困
難
と
暴
力
か
ら
一
人
だ
け

「
ま
ぬ
が
れ
て
き
た
」。
僕
の
「
つ
ま
ら
な
さ
」
の
背
景
に
は
、
家
族
が
当
事
者
と
し
て
引
き
受
け
て
き

た
傷
と
傷
に
対
す
る
僕
の
鈍
感
さ
が
あ
り
ま
す
。「
痛
み
を
知
る
人
」
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背

景
に
は
僕
と
困
難
の
当
事
者
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
歴
史
と
社
会
の
差
異
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
僕
自
身
の
「
つ
ま
ら
な
さ
」
と
日
本
の
「
つ
ま
ら
な
さ
」
は
相
同
的
で
す
。
自
分
自

身
が
加
害
側
に
な
る
こ
と
で
、
隣
人
が
受
け
た
暴
力
か
ら
「
ま
ぬ
が
れ
」「
知
ら
ず
に
」
す
み
ま
し
た
。

自
分
に
も
何
ら
か
の
責
任
が
あ
り
う
る
傷
、
周
囲
が
傷
つ
け
ら
れ
る
な
か
で
偶
然
傷
を
被
ら
な
い
位
置

に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
僕
個
人
の
足
元
に
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
実
は
二

つ
の
社
会
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
不
均
衡
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
か
、
特
権
を
持
っ
た
側
に
は
不

均
衡
が
な
ぜ
見
え
に
く
い
の
か
、
と
い
う
大
き
な
問
い
に
つ
な
が
り
ま
す
。

むらかみ　やすひこ

　1970年東京生まれ、大阪大学人間科学研究科教授・感染症総合
教育研究拠点CiDER兼任教員、著書に『子どもたちがつくる町　
大阪・西成の子育て支援』（世界思想社、2021）『ケアとは何か　
看護・福祉で大事なこと』（中公新書、2021）、『客観性の落とし穴』
（ちくまプリマー新書、2023）他
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二
〇
一
六
年
七
月
二
六
日
、
神
奈
川
県
立
知
的
障
害
者
福
祉
施
設
「
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
」
の
元
職
員
が
施
設
の
入
所
者

一
九
人
を
殺
害
し
、
入
所
者
・
職
員
計
二
六
人
に
重
軽
傷
を
負
わ
せ
る
と
い
う
き
わ
め
て
悲
惨
な
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。

二
〇
二
〇
年
三
月
に
死
刑
判
決
が
確
定
し
て
い
る
植
松
聖
死
刑
囚
は
、「
社
会
の
役
に
立
た
な
い
障
害
者
は
い
な
く
な
れ
ば

い
い
」
な
ど
と
動
機
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
犯
行
の
根
底
に
あ
る
優
生
思
想
が
全
国
的
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。

実
際
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
は
植
松
死
刑
囚
の
犯
行
に
共
感
・
賛
同
す
る
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
も
あ
る
な
か
、
社
会
福
祉
関
係
者
を
は

じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
や
個
人
が
植
松
死
刑
囚
の
犯
行
を
許
さ
ず
、
社
会
に
は
び
こ
る
優
生
思
想
を
乗
り
越
え
よ
う
と
と

り
く
ん
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
史
上
最
悪
の
虐
待
事
件
と
い
わ
れ
る
「
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
事
件
」
の
あ
と
も
、
高
齢
、
障
害
、
保
育
の
現
場

に
お
け
る
虐
待
の
ニ
ュ
ー
ス
は
あ
と
を
た
ち
ま
せ
ん
。
今
号
の
特
集
で
は
、
あ
ら
た
め
て
、
福
祉
現
場
に
お
け
る
「
虐
待
」

と
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
指
す
の
か
、
そ
の
状
況
は
ど
の
よ
う
な
要
因
で
発
生
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
状
況
を
打
開
す

る
た
め
に
い
ま
現
場
か
ら
な
に
が
で
き
る
の
か
、
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

座
談
会
に
は
、
事
件
が
発
生
し
た
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
を
ふ
く
む
県
立
施
設
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
考
え
、
要
望
な
ど
の

特集特集

福
祉
現
場
に
お
け
る

虐
待
問
題
に
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
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活
動
を
つ
づ
け
る
「
こ
れ
か
ら
の
県
立
施
設
を
考
え
る
会
」
の
松
尾
悦
行
さ
ん
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
、
事
件
の
そ
の
後
を

お
話
い
た
だ
き
な
が
ら
、
福
祉
現
場
に
お
け
る
虐
待
の
問
題
に
つ
い
て
と
も
に
考
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

た
し
か
な
こ
と
は
、「
虐
待
」
は
な
ん
の
前
ぶ
れ
も
な
く
急
に
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
虐
待
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
「
芽
」
が
か
な
ら
ず
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
「
芽
」
に
敏
感
に
気
づ
き
、
一
つ
ひ
と
つ
て
い
ね
い
に
摘
み

取
っ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
座
談
会
の
な
か
で
は
、
虐
待
の
「
芽
」
に
敏
感
に
気
づ
け
る
組
織
で
あ
る
た
め
に
な
に

が
大
切
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
指
摘
い
た
だ
き
考
え
合
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
競
争
が
強
い
ら
れ
、
自
己
責
任
論
が
強
化
さ
れ
、
経
済
的
な
生
産
性
の
高
さ
が
評
価
さ
れ
る
い
ま
の

社
会
の
な
か
で
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
な
か
に
あ
る
内
な
る
優
生
思
想
は
無
意
識
の
う
ち
に
強
化
さ
れ
つ
づ
け
て
い
ま

す
。
い
っ
ぽ
う
で
、
そ
う
し
た
価
値
観
に
疑
問
を
も
ち
、
だ
れ
も
見
捨
て
ず
、
一
人
ひ
と
り
の
人
権
と
尊
厳
を
守
る
役
割
を

に
な
う
福
祉
の
し
ご
と
に
魅
力
と
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
る
福
祉
労
働
者
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
福
祉
の
し
ご
と
は
、
目
の

前
に
い
る
利
用
者
さ
ん
の
存
在
や
福
祉
実
践
か
ら
、
自
分
の
実
感
と
し
て
優
生
思
想
に
「
ノ
ー
」
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
可
能

性
を
秘
め
て
お
り
、
社
会
に
ひ
ろ
が
る
生
産
性
第
一
の
価
値
観
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
く
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。

社
会
福
祉
に
お
け
る
制
度
改
悪
が
、
福
祉
現
場
の
困
難
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
困

難
を
「
仕
方
が
な
い
」
と
あ
き
ら
め
ず
一
つ
ひ
と
つ
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
、
虐
待
を
防
ぐ
だ
け
で
な
く
、
福
祉
の
仕
事

の
あ
る
べ
き
姿
や
大
切
な
価
値
観
を
取
り
戻
し
、
優
生
思
想
に
立
ち
向
か
う
大
き
な
力
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。�

�
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