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１　

は
じ
め
に

　

横
浜
市
消
防
局
で
は
、
新
採

用
職
員
（
以
下
「
初
任
生
」
と

い
う
。）
に
対
し
て
６
か
月
間
の

初
任
基
礎
教
育
期
間
を
設
け
、

消
防
職
員
と
し
て
必
要
な
知
識

及
び
技
術
の
習
得
、
社
会
人
・

公
務
員
と
し
て
の
土
台
づ
く
り

を
行
っ
て
い
る
。

　

初
任
基
礎
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
に
は
「
人
権
啓
発
」
が
組
み

込
ま
れ
て
お
り
、
平
成
28
年
度

か
ら
消
防
局
職
員
と
聴
覚
障
害

の
あ
る
横
浜
市
職
員
が
共
同
で

「
聴
覚
障
害
の
理
解
」
を
テ
ー
マ

に
授
業
を
実
施
し
て
い
る
。

　

特
に
初
任
生
を
対
象
と
し
た

消
防
活
動
に
お
け
る
聴
覚
障
害

者
対
応
に
関
す
る
研
修
に
つ
い

て
、
実
践
を
通
じ
た
考
察
を
報

告
す
る
。

２　

全
国
の
消
防
本
部
に
お
け
る

聴
覚
障
害
者
対
応
研
修
の
現
状

（
１
）
全
国
の
状
況
に
つ
い
て

　
「
消
防
職
員
」
と
し
て
最
も

拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
法
令
の
一
つ

に
消
防
組
織
法
が
あ
る
。
消
防

の
任
務
を
示
し
た
消
防
組
織
法

第
１
条
に
保
護
の
対
象
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
「
国
民
」
と
い

う
単
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

年
齢
、
性
別
、
職
業
、
ル
ー
ツ
、

立
場
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
す

べ
て
の
人
々
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
消
防
が
保
護
す
る
対
象
で

あ
る
「
国
民
」
と
障
害
者
差
別

解
消
法
で
う
た
わ
れ
る
合
理
的

配
慮
の
範
囲
は
同
義
で
あ
る
こ

と
は
言
う
を
俟
た
な
い
。
全
国

的
に
も
、
障
害
者
差
別
解
消
法

を
受
け
た
消
防
庁
の
対
応
要
領

を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
取

組
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

全
国
消
防
の
情
報
誌
で
あ
る

「
消
防
週
間
情
報
」
を
通
じ
て

把
握
す
る
限
り
で
は
、
京
都
市

や
郡
山
市
を
は
じ
め
と
す
る
全

国
各
地
で
、
手
話
又
は
聴
覚
障

害
理
解
に
関
す
る
研
修
を
行
っ

て
い
る
消
防
本
部
、
消
防
署
が

増
え
て
き
て
い
る
様
子
が
見
ら

れ
る
。
本
市
で
も
、直
近
で
は
、

平
成
29
年
度
以
降
、
毎
年
４
件

程
度
局
あ
る
い
は
各
消
防
署
で

研
修
を
実
施
し
て
い
る
。

　

本
市
の
消
防
署
に
お
け
る
研

修
の
概
要
と
し
て
は
、「
消
防
業

務
に
必
要
な
手
話
」、「
聴
覚
障

害
と
は
何
か
」
を
数
時
間
で
学

ぶ
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
が
、「
学
ぶ
」
機
会
、
情
報

取
得
に
課
題
の
あ
る
障
害
に
関

す
る
問
題
意
識
の
共
有
化
の
機

会
を
設
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
２
）
現
状
の
課
題

　
一
方
で
、
そ
こ
で
学
ん
だ
手
話

や
知
識
は
「
い
ざ
と
い
う
と
き

に
使
え
る
も
の
か
」
と
い
う
こ
と

は
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、各
消
防
署
で
は
、「
い

ざ
と
い
う
と
き
に
対
応
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
」
を
目
的
と

し
て
い
る
が
、
で
は
、
研
修
を
受

け
た
数
か
月
後
に
現
場
で
聴
覚

障
害
者
と
遭
遇
し
た
際
に
、
学

ん
だ
手
話
は
す
ぐ
出
て
く
る
だ

ろ
う
か
。
手
話
は
一
般
的
な
人

間
の
言
語
習
得
と
同
様
、
繰
り

返
し
学
習
す
る
こ
と
が
必
要
な

「
言
語
」で
あ
る
か
ら
、
普
段
使
っ

て
い
な
け
れ
ば
忘
れ
て
し
ま
う
。

研
修
の
機
会
に
学
ん
だ
手
話
は
、

結
果
的
に
「
い
ざ
と
い
う
と
き

に
は
出
て
こ
な
い
」
の
で
あ
る
。

実
際
に
聴
覚
障
害
者
と
接
す
る

機
会
が
最
も
多
い
の
は
救
急
事

案
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
救
急

隊
員
が
苦
慮
す
る
こ
と
は
、コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
こ
で
い

う
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
単
な

る
情
報
の
受
伝
達
だ
け
で
な
く
、

傷
病
者
の
感
情
の
部
分
も
含
め

た
や
り
と
り
を
い
う
。
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
苦
慮
す
る
原
因
の一

つ
と
し
て
、
救
急
隊
員
が
そ
の
場

に
最
適
な
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手

段
を
選
択
で
き
な
い
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
聴
覚
障
害
者
の
傷

病
者
の
中
に
も
手
話
が
得
意
で

な
か
っ
た
り
、
口
形
の
読
み
取
り

が
で
き
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
が

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、

救
急
隊
員
に
は
、
そ
の
傷
病
者

が
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
手
段
を
知
っ
て
い
て
、
ど
の
手

段
を
選
択
す
る
の
が
よ
い
の
か
を

判
断
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら 

れ
る
。

３　

消
防
局
に
お
け
る
聴
覚
障

害
者
対
応
研
修
の
経
緯

　

本
市
消
防
局
は
、
平
成
28
年

度
よ
り
各
消
防
署
で
も
個
別
に

聴
覚
障
害
理
解
に
関
す
る
研
修

消防局初任基礎教育における聴覚障害者対応に
関する研修についての実践と考察
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を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
前
述
の
と

お
り
初
任
基
礎
教
育
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
「
人

権
啓
発
」の
授
業
に
お
い
て
、「
聴

覚
障
害
」
を
テ
ー
マ
に
研
修
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　

幅
広
い
人
権
啓
発
の
テ
ー
マ
の

中
か
ら
特
に
「
聴
覚
障
害
」
に

特
化
し
て
毎
年
の
研
修
を
継
続

し
て
い
る
の
は
、
消
防
職
員
が
情

報
を
伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ
か

ら
情
報
面
で
の
障
害
の
あ
る
市

民
へ
の
伝
達
方
法
に
つ
い
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た

の
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
ま
た
、

消
防
訓
練
セ
ン
タ
ー
や
消
防
局

内
に
手
話
を
学
ぶ
職
員
が
複
数

い
た
こ
と
、
聴
覚
障
害
職
員
の

中
で
各
種
の
研
修
講
師
を
担
っ
て

い
る
職
員
が
い
た
こ
と
か
ら
、
平

成
28
年
度
に
試
行
的
に
実
施
し

た
と
こ
ろ
、
受
講
生
の
反
応
が

良
く
、
時
期
的
に
も
「
障
害
者

差
別
解
消
法
」
を
踏
ま
え
て
の

取
組
が
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
継
続
的
に
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
４
年
間
に
延
べ
５

７
１
人
の
初
任
生
に
対
し
て
聴

覚
障
害
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
人

権
啓
発
」
研
修
を
実
施
し
て
き

た
。
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
毎

年
事
前
に
消
防
職
員
と
聴
覚
障

害
職
員
と
の
間
で
綿
密
な
打
合

せ
を
行
っ
て
い
る
。

４　

消
防
職
員
と
聴
覚
障
害
職

員
の
認
識
の
す
り
合
わ
せ

（
１
）
視
点
の
違
い
の
明
確
化

　

消
防
職
員
と
聴
覚
障
害
職
員

で
初
め
て
意
見
交
換
を
し
た
と

き
に
ま
ず
気
づ
い
た
こ
と
は
、
消

防
職
員
に
知
っ
て
ほ
し
い
こ
と

と
、
聴
覚
障
害
当
事
者
に
知
っ

て
ほ
し
い
こ
と
に
乖
離
が
あ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
主
に

次
の
２
点
で
あ
る
。

①
消
防
隊
員
は
一
刻
を
争
う
た

め
、
ス
ム
ー
ズ
に
通
じ
る
人
に
聞

い
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
一
方
で
、

聴
覚
障
害
者
は
、
直
接
本
人
若

し
く
は
家
族
に
聞
い
て
ほ
し
い
、

会
話
の
方
法
に
配
慮
を
し
て
ほ

し
い
と
い
う
意
向
が
あ
り
、コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
乖
離
が

大
き
い
こ
と
。

②
消
防
隊
員
が
救
助
・
救
命
活

動
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
何

を
聞
く
必
要
が
あ
る
の
か
を
聴

覚
障
害
者
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
考

え
て
い
る
一
方
で
、
聴
覚
障
害
者

は
何
の
た
め
に
何
を
さ
れ
る
の
か

わ
か
ら
な
い
状
況
に
あ
り
、
認

識
に
乖
離
が
あ
る
こ
と
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
相
互

理
解
の
必
要
性
が
高
い
と
考 

え
た
。

（
２
）
研
修
目
的
の
整
理

　

消
防
職
員
が
実
際
に
救
助
活

動
等
で
対
象
者
と
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
機
会
は
、
発
災
現

場
よ
り
も
救
急
搬
送
時
の
救
急

車
内
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の

た
め
、
既
に
各
消
防
署
に
お
い
て

日
々
現
場
に
出
動
す
る
機
会
を

持
つ
隊
員
は
、
実
際
の
救
助
・

救
急
活
動
の
中
で
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
関
す
る
具
体
的
な
対
応

方
法
を
学
び
、
行
動
形
成
に
結

び
付
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ 

れ
る
。

　
一
方
で
初
任
生
の
場
合
は
、

ま
だ
実
際
の
現
場
体
験
が
な
い

こ
と
か
ら
、
発
災
現
場
や
救
急

搬
送
時
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が

で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
現

場
隊
員
と
初
任
生
と
で
は
研
修

の
目
的
を
異
な
る
と
こ
ろ
に
置

く
こ
と
で
整
理
し
た
。

　

初
任
生
に
は
、「
現
場
で
出

動
し
た
際
に
障
害
当
事
者
の
存

在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
」こ
と
を
主
眼
と
し
、

「
な
ぜ
手
話
が
必
要
か
に
気
づ

く
」、「
相
手
が
情
報
を
得
ら
れ

に
く
い
立
場
で
あ
る
と
き
の
対

応
方
法
に
つ
い
て
、
瞬
時
の
判
断

力
を
磨
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
」
こ
と
を
目
的

と
し
た
。

５　

研
修
の
構
成

　

こ
れ
ま
で
の
４
年
間
の
研
修

は
、
実
際
に
聴
覚
障
害
の
あ
る

講
師
に
よ
る
聴
覚
障
害
に
関
す

る
基
礎
知
識
の
講
義
と
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
、
災
害
時
に
困

る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の
体
験
型

実
習
に
よ
る
授
業
と
し
、
構
成

と
し
て
主
に
次
の
３
本
立
て
で

行
っ
て
い
る
。

ⅰ　

聴
覚
障
害
者
は
だ
れ
だ
？

　

聴
覚
障
害
の
あ
る
職
員
と
消

防
職
員
そ
れ
ぞ
れ
複
数
人
に
前

方
に
整
列
し
て
も
ら
い
、
聴
覚

障
害
の
あ
る
人
は
ど
の
人
か
を

答
え
て
も
ら
う
。
ほ
と
ん
ど
正

解
す
る
こ
と
は
な
く
、「
見
か
け

か
ら
判
断
す
る
こ
と
の
難
し
さ
」

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。全体講義：聴覚障害に関する全体講義の中で、同じ口の形で意味の違

う単語を示し、口形の読み取りの難しさを説明している様子
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ⅱ　

聴
覚
障
害
に
関
す
る
全
体

講
義

　

聴
覚
障
害
や
手
話
に
関
す
る

知
識
に
つ
い
て
事
前
テ
ス
ト
を

行
っ
た
の
ち
、「
聞
こ
え
て
い
る
と

思
わ
れ
が
ち
な
聞
こ
え
の
状
況

に
関
す
る
理
解
」、「
聞
こ
え
な

い
人
と
話
す
と
き
、
ど
ん
な
工

夫
を
し
た
ら
よ
い
か
」
を
座
学

で
学
習
し
、
後
段
に
実
施
す
る

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
、
さ
ら
に
理

解
を
深
め
る
。

ⅲ　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

①
事
前
に
「
災
害
時
の
聴
覚
障

害
者
の
困
っ
て
い
る
こ
と
」
を
ま

と
め
た
動
画
を
視
聴
し
て
か
ら

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
臨
ん
で
お
り
、

こ
の
動
画
を
通
じ
て
消
防
職
員

と
し
て
の
心
構
え
等
に
つ
い
て

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
ロ
ー
ル
プ
レ

イ
を
行
う
。
最
終
的
に
は
「
要

救
助
者
の
中
に
は
聞
こ
え
な
い
人

の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
障
害

や
事
情
の
あ
る
人
が
い
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
想
像
力
が
大
切
」

と
い
う
結
論
に
結
び
付
け
る
。

②
手
話
を
学
ぶ
消
防
職
員
自
ら

の
経
験
を
織
り
交
ぜ
、
救
助
・

救
急
活
動
で
使
う
手
話
の
実
習

を
行
い
、
身
近
な
も
の
と
し
て

吸
収
し
や
す
く
す
る
。

　

ま
た
、
消
防
局
で
は
、
す
べ
て

の
救
急
隊
及
び
消
防
隊
等
に「
コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
」
を
配

置
し
て
い
る
。
こ
の
ボ
ー
ド
に
は

救
急
活
動
に
お
い
て
質
問
す
る

こ
と
の
多
い
項
目
で
あ
る
「
身
体

の
ど
の
部
位
が
痛
む
か
」
を
示

す
た
め
の
人
型
の
イ
ラ
ス
ト
、
五

十
音
表
な
ど
が
印
刷
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
ツ
ー
ル
の
存
在

を
印
象
付
け
、
実
際
の
活
動
で

の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
の
一

つ
と
し
て
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と

も
狙
い
と
し
た
。

６　

研
修
の
効
果
分
析

（
１
）
理
解
度
測
定　

　

４
年
目
に
当
た
る
令
和
元
年

度
の
研
修
で
は
、
講
義
前
後
に

同
じ
設
問
を
用
い
て
理
解
度
の

確
認
を
行
っ
た
。
正
答
率
の
変

化
は
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

問
１
、
問
２
の
聴
覚
障
害
の

理
解
に
関
し
て
は
講
義
前
か
ら

正
答
率
は
高
く
、
ほ
ぼ
全
員
が

理
解
し
て
い
た
。
近
年
は
高
等

教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
人
権
教

育
あ
る
い
は
障
害
者
に
関
す
る

教
育
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
で
、問
３
の「
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
約
１
割
の

初
任
生
が
誤
答
し
て
い
た
が
、

講
義
後
は
お
お
む
ね
理
解
で
き

て
い
る
。

　

問
５
に
つ
い
て
は
、
他
の
設
問

に
比
べ
て
正
答
率
が
低
か
っ
た

が
、
こ
れ
は
や
や
設
問
が
ひ
っ
か

け
問
題
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た

め
回
答
し
に
く
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
出
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課

題
で
あ
る
。

　

問
６
、
問
７
の
社
会
に
お
け

る
聴
覚
障
害
と
手
話
に
関
す
る

問
題
は
、
講
義
前
後
で
回
答
に

大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
特
に
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
聴
覚
障
害
の
職
員

が
出
場
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て

知
ら
な
か
っ
た
初
任
生
は
９
割

を
占
め
た
。

（
２
）
自
ら
学
ぶ
姿
勢
の
喚
起

　

令
和
元
年
度
初
任
生
１
４
０

名
の
う
ち
、
研
修
終
了
後
に
手

話
を
学
ん
で
み
た
い
と
考
え
て
い

る
と
答
え
た
の
は
89
名
で
、
63
・

６
％
の
初
任
生
が
「
手
話
を
学

ぶ
必
要
性
」
を
感
じ
て
い
る
。

自
ら
の
意
思
で
何
ら
か
の
形
で

手
話
と
い
う
言
語
を
学
ぼ
う
と

す
る
場
合
、
そ
れ
は
「
付
け
焼

刃
」
で
は
な
く
、
真
に
い
ざ
と
い

う
と
き
に
役
に
立
つ
能
力
と
し

て
発
揮
さ
れ
る
と
考
え
る
。

　

な
お
、
実
際
に
手
話
を
学
び

始
め
た
初
任
生
は
各
年
度
と
も

２
名
程
度
お
り
、
彼
ら
に
よ
る

現
場
で
の
奏
功
事
例
な
ど
か
ら
、

聴
覚
障
害
者
対
応
の
仕
方
に
つ
い

て
消
防
署
内
で
の
理
解
が
広
が
っ

て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
３
）
意
識
の
変
化

　

こ
れ
ま
で
に
聴
覚
障
害
の
あ

る
人
と
接
し
た
こ
と
の
あ
る
初

任
生
は
少
な
く
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
の
前
半
で
は
聴
覚
障
害
の
あ

る
職
員
に
話
し
か
け
る
こ
と
を

躊
躇
す
る
様
子
も
や
や
見
ら
れ

る
が
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
初

任
生
は
自
ら
積
極
的
に
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
よ
う
に
な
る

こ
と
が
多
い
。
筆
談
、
ホ
ワ
イ
ト

ボ
ー
ド
、身
振
り
手
振
り
な
ど
、

思
い
つ
く
限
り
の
方
法
で
会
話
を

行
お
う
と
す
る
姿
勢
に
変
化
し

て
い
く
。

　

令
和
元
年
度
の
初
任
生
ア
ン

ケ
ー
ト
の
自
由
回
答
欄
に
は
、

「
意
識
が
変
わ
っ
た
」
と
い
う
意

見
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
。
主
な

も
の
は
、「
聴
覚
障
害
者
が
災

害
時
に
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な

る
の
か
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ

た
」、「
要
救
助
者
に
は
い
ろ
い
ろ

な
特
徴
を
持
つ
人
が
い
る
こ
と
に

気
づ
い
た
」、「
伝
わ
り
や
す
い
コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
要
救
助
者
の

不
安
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き

る
」
と
いっ
た
消
防
活
動
に
お
け

る
気
づ
き
か
ら
、「
音
声
だ
け
で

は
伝
わ
ら
な
い
」、「
健
聴
者
と

グループワーク１：初任生が聴覚障害職員と様々な
手段でコミュニケーションをとっている様子

グループワーク２：初任生同士で音声以外の手段で
コミュニケーションを試みている様子
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聴
覚
障
害
者
は
見
た
目
で
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
自

分
の
当
た
り
前
が
誰
に
と
っ
て
も

当
た
り
前
で
は
な
い
」
等
、
日

常
生
活
に
お
い
て
も
必
要
な
気

づ
き
を
得
た
初
任
生
も
多 

か
っ
た
。　

　

初
任
生
を
対
象
と
し
た
研
修

当
初
の
目
的
で
あ
る
「
障
害
当

事
者
の
存
在
を
想
定
で
き
る
よ

う
に
な
る
」
と
い
う
目
的
は
達

成
で
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

７　

お
わ
り
に

　

私
た
ち
は
、
消
防
職
員
と
聴

覚
障
害
当
事
者
と
い
う
異
な
る

立
場
か
ら
、「
ま
ず
お
互
い
の
立

ち
位
置
を
知
る
」
こ
と
か
ら
始

め
て
研
修
の
構
成
を
考
え
て
き

た
。

　
「
研
修
」
は
あ
く
ま
で
手
段

で
あ
り
、
一
時
的
に
「
手
話
」

等
を
学
ぶ
の
み
の
時
間
は
、「
善

か
れ
」
と
い
う
自
己
充
足
と
、

「
救
う
」
こ
と
へ
の
使
命
感
が
満

た
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

消
防
職
員
は
、
多
く
の
命
と

向
き
合
う
機
会
を
通
じ
、
か
つ

訓
練
を
重
ね
て
徐
々
に
「
消
防

士
」
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、

初
め
か
ら「
消
防
士
」で
は
な
い
。

　

そ
の
心
の
中
の
人
権
意
識
は
、

入
庁
す
る
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の

人
生
で
出
会
っ
て
き
た
異
な
る

世
界
で
培
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る

が
、
緊
急
の
現
場
で
は
こ
れ
ま
で

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
相

手
と
対
応
す
る
可
能
性
も
高
い

こ
と
か
ら
、
よ
り
柔
軟
な
意
識
へ

の
変
化
が
求
め
ら
れ
る
。

　

緊
急
の
現
場
で
命
を
守
る
た

め
に
、
伝
え
た
い
情
報
を
伝
え

る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る

の
か
、「
様
々
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を

持
っ
て
お
く
必
要
性
」
を
自
ら

「
気
づ
き
」、
自
ら
「
変
わ
る
」

と
い
う
自
主
的
な
向
上
の
意
識

を
持
つ
こ
と
こ
そ
が
消
防
職
員
に

限
ら
ず
、
幅
広
く
行
政
職
員
の

人
材
育
成
に
は
欠
か
せ
な
い
も

の
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
到
達
目
標
を
設

定
し
た
研
修
の
４
年
間
の
実
践

の
効
果
分
析
か
ら
見
い
出
し
た

「
聴
覚
障
害
の
理
解
」
に
関
す

る
研
修
の
構
成
は
、
当
事
者
と

と
も
に
研
修
の
組
み
立
て
か
ら

議
論
し
た
上
で
、
ま
ず
「
知
る
」

こ
と
を
通
じ
て
「
そ
の
先
を
想

像
す
る
力
を
育
て
る
」
こ
と
を

目
的
と
し
て
実
施
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

こ
れ
は
、
職
種
を
問
わ
ず
、

「
聴
覚
障
害
の
理
解
」
及
び
「
合

理
的
配
慮
の
提
供
」
の
感
覚
を

養
う
た
め
の
有
効
な
シ
ラ
バ
ス
と

し
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
を
ま
と
め
と
し
て
、

こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
報
告
と
す
る
。

表１　理解度確認の設問と解答及び授業前後の正答率

授業前 授業後

問１  聴覚障害とは全く音が聞こえないことを指す × 99.3% ⇒ 100.0%

問２  補聴器をつければ音がはっきり聞こえる × 99.3% ⇒ 100.0%

問３
 聴覚障害者とのコミュニケーションでは
 耳元で大きな声で話すと良い

× 87.9% ⇒ 99.3%

問４  聴覚障害者の中にも手話がわからない人がいる ○ 96.4% ⇒ 97.9%

問５
 聴覚障害者は口の動きが読めるので
  １文字ずつゆっくり大きく口を動かすと良い

× 31.4% ⇒ 69.3%

問６  パラリンピックには聴覚障害の選手が出場している × 10.0% ⇒ 100.0%

問７  手話は世界共通である × 23.6% ⇒ 99.3%

設問 正答
正答率


