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ち い き こ う り ゅ う

ユニバーサルダンス教室より報告
きょうしつ ほ う こ く

今年度より新しくスタートした教室です.
こんねんど あたら きょうしつ

徐々に参加者も増え、今では定員枠を超えキャンセル待ちも出るような賑やかな教室です。
じょじょ さんかしゃ ふ ていいんわく こ ま で にぎ きょうしつ

障害のある人も障害のない人も、お互い支え合って、一緒に音楽にあわせて踊りを楽しむ
しょうがい ひと しょうがい ひと たが ささ あ いっしょ おんがく おど たの

「ユニバーサルダンス」、最近では、お互いの良いところを見つけあい、褒めあう姿が多く
さいきん たが よ み ほ すがた おお

みられるようになってきました。
次年度は講師や市民ボランティアの方々と一緒に市民イベントに参加できるようにと、
じ ねん ど こ う し し みん かたがた いっしょ し み ん さ ん か

日々練習に励んでいます。
ひ び れんしゅう はげ

３月の教室終了時には、レピラの大会議室で少人数での発表会を計画しています。
がつ きょうしつしゅうりょう じ だい か い ぎ し つ しょうにんずう はっぴょうかい けいかく

このような発表の場で自信をつけながら、少しずつ活動の幅を広げていきます。
はっぴょう ば じ し ん すこ かつどう はば ひろ

見学大歓迎！
けんがくだいかんげい

一緒にダンスを楽しみましょう～！
いっしょ たの

～参加者の声～
さ ん か し ゃ こえ

•とてもダンスが楽しいです。
たの す

•ダンスをはじめて良かったことは、好
よ す

きな曲で踊れたのがうれしかったです。
きょく おど

•先生がダンスの楽しさを教えてくださ
せんせい たの おし

るので、いつも楽しく参加させていただいています。月１回のダンス教室が楽しみです。
たの さ ん か つき かい きょうしつ たの

•ダンスをはじめました。皆様と仲良くダンスをやっています。すごく楽しいです。
みなさま な か よ たの

いつも気分は高め「ハイ↑」です。
き ぶ ん たか

•ダンスは初めてだったけど、少しずつ踊れるようになって楽しくなってきました。
はじ すこ おど たの

お世話になっている学校の先生に見てもらいたいです。
せ わ がっこう せんせい み

・小さい時にお世話になった、はばたき園の先生に見てもらいたいです。
ちい とき せ わ えん せんせい み

今年も東大阪市民文化芸術祭に出展
こ と し ひがしおおさか し み ん ぶ ん か げいじゅつさ い し ゅ ってん

令和４年3月18日から20日まで東大阪市文化創造館で開催される第３２回東大阪市民
れ い わ ねん がつ にち にち ひがしおおさか し ぶ ん か そうぞう かいさい だい かい

文化芸術祭に「フリーアート教室」「ハンドメイド雑貨教室」の作品を出展します。
きょうしつ ざっかきょうしつ さくひん しゅってん

限られた時間の中、自分らしい表現を活かしながら作品づくりに取り組むことができま
かぎ じ か ん なか じ ぶ ん ひょうげん い さくひん と く

した。
日頃の成果を見ていただけると嬉しいです！
ひ ご ろ せ い か み うれ

～参加者の声～
さ ん か し ゃ こえ

•私はノホフラに通って、知ったことは自分が姿勢が悪くなってきているのだと思いました。
わたし かよ し じ ぶ ん し せ い わる おも

先生の準備体操やノホフラをすることで少し姿勢が良くなりました。楽しく通っています。
せんせい じゅんびたいそう すこ し せ い よ たの かよ

有難うございます。
ありがと

•毎回わかりやすく楽しく先生が教えてくださるので休まず通っています。とても楽しみです。
まいかい たの せんせい おし やす かよ たの

•フラダンスは初めての事で何も分からなかったですが皆さんと楽しくやっています。
はじ こと なに わ みな たの

•毎回楽しく参加させていただきました。体を動かすことがうれしいと
まいかいたの さ ん か からだ うご

感じるようになりました。元気に参加していきたいです。
かんじ げ ん き さ ん か

•非日常を楽しめる大切な私の時間です。ひにちじょう たの たいせつ わたし じ か ん

★講師の森田先生より★
こ う し も り た せ ん せ い

みなさん、フラダンスにどんなイメージがありますか？
「ハワイの踊り」「癒し」「ゆったりとしたイメージ」どれも正解です。

おど いや せいかい

「ノホフラ」、この『ノホ』はハワイ語で『座る』を意味し、このクラ
ご すわ い み

スでは立って踊るだけでなく、車いすの方、足の不自由な方でも、上半身を使って、楽しんで
た おど くるま かた あし ふ じ ゆ う かた じょうはんしん つか たの

いただけるクラスです。
このクラスで初めてフラダンスを始めた方も多く、和気あいあいとしています。

はじ はじ かた おお わ き

講師の私も障害を持っているダンサーです。どんな人でも踊ることが出来る楽しみを伝えた
こ う し わたし しょうがい も ひと おど で き たの つた

いと思っています。
おも

ハワイ語の曲だけでなく、1度は聞いたことのある日本語の曲もアレンジし、親しみやすくし
ご きょく ど き に ほ ん ご きょく した

ています。
ぜひ一緒にフラダンスを踊りませんか？見学からでも大丈夫。気軽に教室にお越しください。

いっしょ おど けんがく だいじょうぶ き が る きょうしつ こ

クリスマス会より

ノホフラ教室をリニューアルします
きょうしつ

教室開始から5年、講師主催の「とんぼりアロハフェスティバルin道頓堀」で、たくさ
きょうしつ か い し ねん こうししゅさい どうとんぼり

んの人たちの前で踊った経験は、大きな自信につながりました。コロナ渦のため市民イ
ひと まえ おど けいけん おお じ し ん か し みん

ベントが中止となり、残念な思いもしました。踊ることを楽しみ、それを伝えられる
ちゅうし ざんねん おも おど たの つた

機会がより多くありますようにと願っています。
き か い おお ねが

次年度より、より多くの方たちが参加しやすいように、座って踊ることに重点を置い
じ ねん ど おお かた さ ん か すわ おど じゅうてん お

たクラスを追加することにしました。
つ い か

見学大歓迎！ みなさまの参加をお待ちしています～♪
けんがくだいかんげい さ ん か ま



色々なコミュニケーション方法があることに『気づく』体験（手話交流体験）の報告
い ろ い ろ ほ う ほ う き た い け ん し ゅ わ こ う り ゅ う た い け ん ほ う こ く

当事者講師としてご協力いただいている東大阪市身体障害者福祉協会
と う じ し ゃ こ う し きょうりょく ひ が し お お さ か し し ん た い し ょ う が い し ゃ ふ く し き ょ う か い

聴言部会の伊藤会長より、手話交流体験の内容と感想、実施にあたって
ち ょ う げ ん ぶ か い い と う か い ち ょ う し ゅ わ こ う り ゅ う た い け ん な い よ う か ん そ う じ っ し

の思いが届けられました。
お も と ど

Ⅰ日目に4年生と6年生、2日目に2年生の授業を担当しました。両日と
に ち め ねんせい ねんせい に ち め ねんせい じゅぎょう たんとう りょうじつ

も、広い体育館でのびのびと授業を行うことが出来ました。この小学校
ひろ たいいくかん じゅぎょう おこな で き しょうがっこう

は2012年に、聴言部会として一度行ったことがあるので、懐かしかった
ねん ちょうげんぶかい い ち ど い なつ

です。まず、聞こえない人は車いすの人や目が見えない人と違って、
き ひと くるま ひと め み ひと ちが

外見では障害があるかどうかわからないことを説明しました。そして、
がいけん しょうがい せつめい

隣に引っ越してきた聞こえない家族との交流を描いたビデオ「聞こえな
となり ひ こ き か ぞ く こうりゅう えが き

いことってどんなこと？」を見せたところ、子どもたちは食い入るよう
み こ く い

に見ていました。このビデオは、聞こえない人にとって、生活の中でど
み き ひと せいかつ なか

んなことに困っているかを小学生にも理解できるように作成されたもの
こま しょうがくせい り か い せいさく

です。
ビデオを鑑賞したあと、子どもたちは積極的で、どんどん手をあげて質問してきましたので、嬉しく

かんしょう せっきょくてき て しつもん うれ

思いました。そのあとの手話学習では、2つのグループに分かれて、身振りを表現してみたり、手話を
おも しゅわがくしゅう わ み ぶ ひょうげん し ゅ わ

表したりして自然と講師と子どもたちの交流が出来て楽しかったです。
あらわ し ぜ ん こ う し こ こうりゅう で き たの

短い時間でしたが、少しでも聞こえない人にどう接したらよいか、子どもたちは学べたと思います。
みぢ じ か ん すこ き ひと せっ こ まな おも

聞こえない人が生活する上で、困っていることはたくさんあります。もっと子どもたちにお話しした
き ひと せいかつ うえ こ こ はな

いですね。
2019年4月に「東大阪市みんなでトライする手話言語推進条例」が施行されましたが、この条例では

ねん がつ ひがしおおさかし し ゅ わ げ ん ご すいしんじょうれい せ こ う じょうれい

「手話は言語」であり、ろう者にとっては、生きていく上で非常に大切であることが述べられていま
し ゅ わ げ ん ご しゃ い うえ ひじょう たいせつ の

す。また、ろう者をどう理解し、どう接すればよいかを広く市民に啓発していくことが求められてい
しゃ り か い せっ ひろ し み ん けいはつ もと

ます。ようやく、聞こえない人が差別を受け苦しんでいた時
き ひと さ べ つ う くる じ

代から脱却し、共に学び共に助け合う共生社会の実現へ向け
だい だっきゃく とも まな とも たす あ きょうせいしゃかい じつげん む

て歩み始める時代となったのです。この条例が目指す共生社
あゆ はじ じ だ い じょうれい め ざ きょうせいしゃ

会の実現のためには、小さいころから、自然にろう者とふれ
かい じつげん ちい し ぜ ん しゃ

あい、学びあうことが非常に大切で欠かせないことだと思い
まな ひじょう たいせつ か おも

ます。
そういう意味で、小学校での授業は貴重な時間だと感じま

い み しょうがっこう じゅぎょう きちょう じ か ん かん

した。この機会を与えてくださりありがとうございました。
き か い あた

小学校４年生を対象に実施した例です（２クラスで、合計７８名。各クラスご
しょうがっこう ねんせい たいしょう じ っ し れい ごうけい めい かく

とに教室にて１時限ずつを使って実施）。
きょうしつ じ げ ん つか じ っ し

講師を務めてくださったのは、手話サークル「KNOT」を主宰されている聴覚
こ う し つと し ゅ わ の っ と しゅさい ちょうかく

障害者の笠井氏です。
しょうがいしゃ か さ い し

「 東大阪市の取り組み 」
ひがしおおさかし と く

東大阪市では、「東大阪市みんなでトライする手話言語推進条例」を制定しました。
ひがしおおさかし ひがしおおさかし し ゅ わ げ ん ご す い し ん じ ょ う れ い せいてい

手話交流体験を通して、障害特性に応じた色々なコミュニケーションの方法があることを
しゅわこうりゅうたいけん とお しょうがいとくせい おう いろいろ ほうほう

知り、また、手話に興味を持つことで、音声言語を話すと同じように日常生活の中で少しでも手話で
し し ゅ わ きょうみ も お ん せ い げ ん ご はな おな にちじょうせいかつ なか すこ し ゅ わ

会話する機会が増えることを願っています。
か い わ き か い ふ ねが

東大阪市役所福祉部障害者支援室障害施策推進課 松本総括主幹の談話
ひがしおおさかしやくしょ ふ く し ぶ しょうがいしゃし え ん し つしょうがい し さくすいしん か まつもとそうかつしゅかん だ ん わ

実施例
じ っ し れ い

プログラムの流れと内容
なが ないよう

・講師自己紹介
こ う し じ こ し ょ う か い

（講師の自己紹介の際、レピラスタッフと講師が手話や筆談、身振り手振りや口話を駆使しなが
こ う し じ こ し ょ う か い さい こ う し し ゅ わ ひつだん み ぶ て ぶ こ う わ く し

ら、やり取りするのを見る）
と み

・手話を学ぼうのコーナー
し ゅ わ まな

（クイズ形式で、おはよう・こんにちは・こんば
けいしき

んは・うれしい・ありがとう・さよなら等の
など

手話単語を覚える）
し ゅ わ た ん ご おぼ

・デフクイズ
（聴覚障害者が、生活上工夫していることをクイ

ちょうかくしょうがいしゃ せいかつじょう く ふ う

ズ形式で出題。例えば、昼間、後ろから車が来て
けいしき しゅつだい たと ひ る ま うし くるま き

います。どうやって気づくでしょう？レンジがチ
き

ンと鳴って温め完了しましたが音が聴こえません。
な あたた かんりょう おと き

どうやって気づくでしょう？など）
き

・だるまさんがころんだ
（音声情報が非常に重要なヒントと

おんせいじょうほう ひじょう じゅうよう

なる昔遊びの「だるまさんがころん
むかしあそ

だ」。この遊びを、耳が聴こえない
あそ みみ き

講師と一緒に楽しむためには、工夫
こ う し いっしょ たの く ふ う

が必要です。その工夫を考え、一緒に遊んでみる。）
ひつよう く ふ う かんが いっしょ あそ

・まとめ

笠井氏の思い
か さ い し おも

「聴こえない人は〇〇〇
き ひと

である」といった、本や
ほん

サイトに載っているような
の

一般論に触れる前に、一人の聴こえない人・
いっぱんろん ふ まえ ひ と り き ひと

笠井賢一郎を窓口として、【聴こえないとは？】
か さ いけんいちろう まどぐち き

【手話とは？】をカラダ全体で感じてもらう
し ゅ わ ぜんたい かん

「手話交流体験」。この体験は”タネまき”だ
しゅわこうりゅうたいけん たいけん

と思っています。１０年、いや２０年後に子
おも ねん ね ん ご こ

どもたちの中にあるこのタネが、どのような
なか

花を咲かせ、自分や周りの人たちの人生をど
はな さ じ ぶ ん まわ ひと じんせい

のように彩っていくのか・・ 毎回、子ども
いろど まいかい こ

たちの顔を見る度に、秘かに楽しみにしてい
かお み たび ひそ たの

ます。

実施例
じ っ し れ い

レピラ地域交流の「気づき・感じる・考える『交流体験』」は、障害に対する理解を深めていただく
ちいきこうりゅう き かん かんが こうりゅうたいけん しょうがい たい り か い ふか

ことを目的に、教育機関等からの依頼を受けて実施しています。
もくてき きょういくきかんとう い ら い う じ っ し

プログラムは、大きく分けて３つの視点から構成されています。
おお わ し て ん かうせい

【１．色々なコミュニケーション方法に「気づく」体験（手話交流体験）、２．誰もが一緒に楽しめる
いろいろ ほうほう き たいけん しゅわこうりゅうたいけん だれ いっしょ たの

ことを「感じる」体験（ボッチャ交流体験）、３．身近なバリアについて「考える」体験（バリャーワー
かん たいけん こうりゅうたいけん み ぢ か かんが たいけん

ク）】 今回は、１．色々なコミュニケーション方法に「気づく」体験（手話交流体験）について、２
こんかい いろいろ ほうほう き たいけん しゅわこうりゅう たいけん

つの実施例をご報告すると共に、「東大阪市みんなでトライする手話言語推進条例」に基づいて実施さ
じ っ し れ い ほうこく とも ひがしおおさかし し ゅ わ げ ん ご すいしんじょうれい もと じ っ し

れている手話交流体験について、事業の担当者からの談話もご紹介させていただきます。
しゅわこうりゅうたいけん じぎょう たんとうしゃ だ ん わ しょうかい

聴覚障害者と楽しい雰囲気の中で出会い、ろう者の文化や生活に触れること、そして、聴こえる聴
ちょうかくしょうがいしゃ たの ふ ん い き なか で あ しゃ ぶ ん か せいかつ ふ き き

こえないという違いがあっても、工夫や配慮があれば、一緒に楽しめるという実感を得てもらうこと、
ちが く ふ う はいりょ いっしょ たの じっかん え

その点を大事にしながら、手話交流体験を実施してきました。講師を見つめる子どもたちのキラキラ
てん だ い じ しゅわこうえゆうたいけん じ っ し こ う し み こ

したまなざしに、「共生社会の実現」という大きな希望を感じています。
きょうせいしゃかい じつげん おお き ぼ う かん


