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９
月
21
日
は
敬
老
の
日
。
高
齢

者
の
健
康
と
長
寿
を
祝
う
と
と
も

に
若
年
者
が
高
齢
者
の
福
祉
に
関

心
を
深
め
る
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

　
老
後
は
、
住
み
慣
れ
た
我
が
家

で
暮
ら
し
続
け
た
い
、
と
思
う
の

は
誰
も
が
望
む
こ
と
で
す
。

　
内
閣
府
が
ま
と
め
た
平
成
26
年

版
高
齢
社
会
白
書
に
よ
る
と
、「
治

る
見
込
み
が
な
い
病
気
に
な
っ
た

場
合
、
ど
こ
で
最
期
を
迎
え
た
い

か
」と
い
う
問
い
に
半
数
を
超
え

る
54
・
６
％
の
方
が「
自
宅
」と
答

え
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
の
日
本
は
、
三
世
代
同

居
が
当
た
り
前
で
し
た
。
し
か
し
、

一
次
産
業
の
衰
退
、
若
者
の
大
都

市
で
の
就
職
な
ど
で
世
帯
構
成
が

大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

　
全
国
の
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の

い
る
世
帯
の
構
成
を
み
て
み
る
と
、

三
世
代
世
帯
の
割
合
が
、
昭
和
55

年
で
は
全
体
の
半
分
を
占
め
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
25
年

で
は
夫
婦
の
み
の
世
帯
が
全
体
の

３
割
で
一
番
多
く
、
単
独
世
帯
と

合
わ
せ
る
と
半
数
を
超
え
、
三
世

代
同
居
は
２
割
に
満
た
な
い
状
況

と
な
っ
て
い
ま
す（
平
成
26
年
版

高
齢
社
会
白
書
よ
り
）。

　
ま
た
高
齢
化
率
は
、
全
国
的
に

上
昇
し
て
い
ま
す
が
、
二
本
松
市

も
同
様
に
上
昇
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

二
本
松
市
の
高
齢
化
率
を
み
て
み

る
と
、
平
成
18
年
４
月
が
24
・

７
％（
高
齢
者
数
１
万
５
７
２
６

人
）だ
っ
た
の
に
対
し
、
平
成
27

年
４
月
に
は
29
・
０
％（
高
齢
者

数
１
万
６
６
５
４
人
）と
な
っ
て

お
り
、
高
齢
化
は
さ
ら
に
進
む
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す（
左
グ
ラ
フ

参
照
）。

「
敬
老
の
日
」、
だ
か
ら
考
え
る

三
世
代
同
居
か
ら
高
齢
者
の
み
の
世
帯
へ
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※高齢化率…総人口に占める65歳以上人口の割合

特
集支

え
合
う
暮
ら
し

　「
健
康
で
長
生
き
す
る
こ

と
」そ
れ
は
誰
も
が
願
う
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
老
い
と

と
も
に
、
必
ず
支
え
が
必
要

に
な
る
時
が
や
っ
て
来
ま
す
。

今
回
は
、
市
内
に
住
む
三
世

代
家
族
、
地
域
の
福
祉
を
支

三浦さん
、孫の桜
父一郎さ
さんと夫
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る
と
、
平
成
18
年
４
月
が
24
・

に
な
る
時
が
や
っ
て
来
ま
す
。

今
回
は
、
市
内
に
住
む
三
世

代
家
族
、
地
域
の
福
祉
を
支

え
て
い
く
若
者
、
そ
し
て
行

政
の
役
割
の
３
つ
を
通
し
て
、

支
え
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を

一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

東和地域の木幡地区で暮らす三浦さん
ご一家（左から三浦喜富さん、孫の桜
花ちゃん、妻のサキ子さん、父一郎さ
ん、母タミ子さん、娘の理恵さんと夫
の将さん）

家
族
の
支
え
が
一
番
の
安
心

「
モ
ー
さ
ん
、
終
わ
っ
た
？
」

東
和
地
域
で
畜
産
業
を
営
ん
で
い
る
三
浦
さ
ん
。
孫
の
桜

花
ち
ゃ
ん
が
、
牛
の
世
話
を
終
え
て
家
に
戻
っ
て
き
た
お

じ
い
ち
ゃ
ん
に
声
を
掛
け
ま
す
。

〝
家
族
が
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
だ
け
で
あ
り
が
た
い
〞と
話

す
タ
ミ
子
さ
ん
。
三
世
代
家
族
の
三
浦
さ
ん
ご
家
族
に
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

家
族
み
ん
な
で
支
え
合
う
暮
ら
し

　
７
人
家
族
の
三
浦
さ
ん
ご
一
家
。

畜
産
業
を
営
ん
で
お
り
、
毎
日
、

牛
の
世
話
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
娘
夫
婦
は
共
働
き
で
、
喜
富
さ

ん
も
勤
め
て
い
る
の
で
、
日
中
は

妻
の
サ
キ
子
さ
ん
が
、
家
事
全
般

と
牛
の
世
話
を
し
ま
す
。
朝
夕
の

牛
の
餌
や
り
は
、
出
勤
前
に
娘
夫

婦
も
手
伝
い
、
家
族
で
牛
の
世
話

を
し
て
い
ま
す
。

ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は

か
な
わ
な
い
　

　
桜
花
ち
ゃ
ん
の
子
育
て
は
、

理
恵
さ
ん
ご
夫
婦
に
と
っ
て
初

め
て
の
経
験
で
す
。
共
働
き
を

し
て
い
る
２
人
に
と
っ
て
家
族

の
支
え
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　「
夜
泣
き
が
ひ
ど
い
時
、〝
あ

ん
た
た
ち
は
、明
日
、仕
事
な
ん

だ
か
ら
寝
て
な
さ
い
〞と
、
タ
ミ

子
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
桜
花
を
お

ん
ぶ
し
て
寝
か
せ
つ
け
て
く
れ

ま
す
。
桜
花
も
タ
ミ
子
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
安
心

し
て
泣
き
や
む
ん
で
す
よ
」と
理
恵

さ
ん
。
旦
那
さ
ん
と「
タ
ミ
子
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
に
は
か
な
わ
な
い
ね
」と

話
し
て
い
る
そ
う
で
す
。「
一
緒
に

暮
ら
し
て
み
て
分
か
っ
た
あ
り
が

た
さ
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
自

分
た
ち
夫
婦
が
い
る
こ
と
で
、
助

け
て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
助
け
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

と
改
め
て
実
感
し
て
い
ま
す
」。

１
、
喜
富
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
仕
事
の
様
子

を
見
に
来
た
孫
の
桜
花
ち
ゃ
ん
。
２
、
日

中
の
牛
の
世
話
は
、
サ
キ
子
さ
ん
の
仕
事

で
す
。
３
、
ひ
孫
が
11
人
の
タ
ミ
子
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
。

一
緒
に
い
る
だ
け
で
安
心

家
族
の
支
え
　

　「
こ
う
し
て
家
に
い
ら
れ
る
こ

と
が
一
番
の
幸
せ
だ
よ
」と
話
し

て
く
れ
た
タ
ミ
子
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
。

ひ
孫
の
桜
花
ち
ゃ
ん
が
幼
稚
園
に

通
う
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
バ
ス
停

ま
で
迎
え
に
行
く
こ
と
を
考
え
て

い
る
そ
う
で
す
。
孫
の
理
恵
さ
ん

の
時
も
そ
う
し
て
い
ま
し
た
。

　
今
は
、
自
分
の
病
院
の
送
り
迎

え
を
孫
の
夫
の
将
さ
ん
に
助
け
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　「
家
族
が
多
い
と
に
ぎ
や
か
過

ぎ
て
け
ん
か
を
す
る
こ
と
も
あ
る

け
れ
ど
、
お
互
い
に
言
葉
を
交
わ

す
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
ね
。
近

所
で
も
三
世
代
家
族
の
家
は
少
な

く
な
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
ひ
孫
が

い
る
お
か
げ
で
近
所
の
人
も
顔
を

見
に
来
て
く
れ
た
り
、
三
浦
さ
ん

ち
は
家
族
が
多
い
か
ら
っ
て
野
菜

を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
り
も
す
る
。

私
は
、
こ
う
し
て
家
族
と
一
緒
に

い
ら
れ
て
本
当
に
幸
せ
だ
と
思
っ

て
い
る
よ
」と
ひ
孫
を
抱
き
な
が

ら
タ
ミ
子
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

１

２

３



広報にほんまつ 2015. ９

4

福
祉
を
支
え
る
若
者
た
ち

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
時
、
家
族
以
外
の
助
け
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

二
本
松
市
内
に
あ
る
福
島
介
護
福
祉
専
門
学
校
で
は
、

福
祉
の
専
門
家
を
育
て
て
い
ま
す
。

未
来
の
福
祉
を
支
え
る
２
人
の
学
生
を
取
材
し
ま
し
た
。

市内の介護施設「羽山
荘」での実習の様子
1. 手浴の介助を手伝う
菅野君。実習中は緊張
の連続です。2. 夏祭り
の練習中、入所者とハ
イタッチする職員。　
3. 何を歌う？笑顔で入
所者のおばあちゃんと
会話を楽しむ佐藤さん。

祖父母と一緒に暮らす菅野さん。いろいろな
話が聞けるので、祖父母と会話をするのが楽
しいといいます。バスで通学していた中学生
の時、困っているお年寄りの方に声を掛けた
り、掛けられたりすることもあって、困って
いるお年寄りを助けたいと思い福祉の道を選
びました。実習中の菅野さんは、働いている
先輩の話を聞き、真剣にメモを取りながら取
り組んでいました。

中学生の時に、岩代地域福祉センター内にあ
るデイサービスセンターで職場体験をしまし
た。そこで働く職員がとても明るく、はつら
つと楽しく仕事をされているのを見て、お年
寄りと接する楽しさや面白さを知り福祉を学
んでいます。学校では、先生が介護施設で働
いていた時の話を聞いたり、クラスメイトも
同世代だけでなく年上の方もいたりするので、
学校生活は充実しています。

福島介護福祉専門学校１年
菅野一輝さん（太田）

福島介護福祉専門学校１年
佐藤理奈さん（上太田）

実習先の職員の皆
さんのような介護
福祉士になりたい

憧れの介護職員を目
指して福祉を学んで
います

interview　地元の福島介護福祉専門学校に通う学生２人に話を聞きました。

１

２３
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高
齢
者
を
支
え
る
行
政

　
健
康
上
に
問
題
が
な
い
状
態
で
日
常
生
活
を
送
れ
る
期
間

（
健
康
寿
命
）を
少
し
で
も
長
く
す
る
こ
と
が
、
い
つ
ま
で
も

住
み
慣
れ
た
と
こ
ろ
で
暮
ら
す
た
め
の
秘
訣
で
す
。
し
か
し
、

歳
を
重
ね
る
と
、
支
え
を
必
要
と
す
る
時
が
必
ず
や
っ
て
き

ま
す
。

　
介
護
は
、
２
、
３
日
で
終
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

休
み
な
く
介
護
は
続
く
も
の
で
す
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
は
、
介
護
支
援
と
高
齢
者
の
悩
み
に
関
す
る
総
合
的
な

相
談
窓
口
で
す
。

地域包括支援センターは要支援認定を受けた方の
ケアプラン作成のほか、地域の皆さんが住み慣れ
た地域でいきいきと生活ができるよう、高齢者や
その家族の悩み、地域の課題などについて相談を
受けています。専門職員（保健師、主任介護支援専
門員、社会福祉士）が一緒になって解決の糸口を探
します。相談は訪問のほかに来所や電話でも対応
していますので、悩みや課題を一人で抱え込まず
に、まずはご相談ください。

二本松市地域包括支援センター
佐藤義幸さん

高齢者の自立支援と
介護をサポート

　
タ
ミ
子
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、「
手

伝
い
を
す
る
と
孫
か
ら〝
あ
り
が

と
う
〞と
言
わ
れ
る
。
い
つ
も
は

普
通
に
聞
き
流
し
て
き
た
け
ど
、

感
謝
の
気
持
ち
を
言
っ
て
も
ら
え

る
と
や
っ
ぱ
り
う
れ
し
い
。」と
話

し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　
65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
こ
れ
ま

で
、
支
え
ら
れ
る
側
と
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
今
回
、
取
材
で
伺
っ
た

三
浦
さ
ん
の
ご
家
族
の
よ
う
に
、

逆
に
家
族
を
支
え
て
い
る
お
じ
い

ち
ゃ
ん
、お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
家
族
が
支
え
合
う

こ
と
こ
そ
、住
み
慣
れ
た
家
で
ず
っ

と
暮
ら
し
た
い
と
い
う
希
望
を
叶

え
る
一
番
大
切
な
支
え
な
の
だ
と

改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
一
方
で
、
ご
近
所
の
方
や
民
生

児
童
委
員
に
よ
る
一
人
暮
ら
し
高

齢
者
の
見
守
り
や
各
地
区
で
開
催

す
る
敬
老
会
な
ど
、
地
域
に
よ
る

支
え
合
い
も
高
齢
者
の
大
き
な
支

え
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

老（
お
）い
を
敬（
う
や
ま
）う

　
若
い
世
代
と
高
齢
者
の
世
代
が

お
互
い
に
支
え
た
り
支
え
ら
れ
た

り
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
、
家
族

や
地
域
そ
し
て
行
政
が
お
互
い
に

支
え
あ
う
こ
と
の
大
切
さ
を
、
今

こ
そ
見
つ
め
直
す
時
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

1. 高齢者虐待のケース
会議。市役所だけでな
く、警察・病院・ケア
マネージャーなどと連
携しながら対応してい
ます。2. 高齢福祉課で
は、介護認定の申請受
付をはじめ、介護サー
ビスの仕組みなどをご
紹介しています。

介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するためには、「介護が必要である
ことの認定」を受ける必要があります。
①申請する
高齢福祉課、各支所地域振興課市民福祉係などで申請します。

②認定調査・医師の意見書
担当職員が自宅を訪問し、心身の状況などを本人や家族か
ら聞き取ります。また主治医から、心身の状況についての
意見書を作成してもらいます。
③審査・認定
調査訪問の結果と主治医の意見書をもとに、審査会で介護
の必要性や程度について審査します。
④認定結果の通知
原則、申請から30日以内に認定結果通知と結果が記載され
た保険証が届きます。
⑤ケアプランの作成
本人、家族の意向をもとに各種サービスを組み合わせたケ
アプランを作成します。
⑥サービスの利用開始
ケアプランに基づいたサービスを利用できます。利用者の
負担は原則としてかかった費用の１割です。

１

２


