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◆ 介護保険を考える32

◆ 法人の理念を実践

◆ 施設だより
　　　　　○○盛
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・特別養護老人ホーム信愛泉苑

・高齢者在宅サービスセンター
泉苑ケアセンター

・養護老人ホーム信愛寮

・特別養護老人ホーム信愛緑苑

・府中市立特別養護老人ホームあさひ苑

・府中市立あさひ苑
高齢者在宅サービスセンター

・特別養護老人ホームかんだ連雀

・かんだ連雀高齢者在宅サービスセンター

・千代田区立岩本町ほほえみプラザ

・子ども家庭支援センターしらとり

・母子生活支援施設白鳥寮

・母子生活支援施設東京都網代ホームきずな

・府中市子ども家庭支援センターたっち

1

保育園児との触れ合いで元気をもらいました♪（緑苑）
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鈴木恂子

　介護保険法は 1997（平成 9）年 12 月に成立しました。その後 2000 年 4 月実施に向けて、保険給
付の根拠となる要介護度の認定、介護支援専門員（ケアマネジャー）という新たな資格の創設養成、
介護の保険点数化（単位）等々の準備が急ピッチで進められました。
　それまで老人福祉法の下で、1980 年代のゴールドプランなどをはさみながら、国、都道府県、
自治体により税を財源に整備されてきた高齢者の福祉サービスは、ほとんど介護保険法に吸収され
ました。
　今年 2010 年 3 月は介護保険法スタートから満 10 年が経ちました。この 10 年間のあいだに介護
保険制度は、保険料負担の増加に反してサービスの給付制限が厳しくなり、当初この制度に期待し
ていた多くの方々からも色々な提言がされています。
　今回は 10 年間のまとめとして、制度の変化、それに伴う現場の混乱、そして社会福祉の基礎構
造改革により社会にあらわれた歪みなどをまとめ、今後を考えてみました。

障害者自立支援法の廃止と介護保険法

　2005（平成 17）年に成立した障害者自立支援法は、事実上 2010 年 1 月 7 日に廃止することが決まりました。
　これは障害者自立支援法訴訟団が原告となり国に対し、生きるために必要不可欠な支援を「益」とみなし、「障害」
を自己責任とする障害者自立支援法について違憲訴訟を起こし、その後国と協議を重ねた結果、基本合意したも
のです。
　1997 年 12 月に成立した介護保険法も高齢者の心身の状態を要介護度に区分認定し、給付上限額を定めて、なお
かつ 1 割の利用料負担を求めています。そのため、要介護度が重い方ほど、1 割の利用料負担は大きくなります。「要
介護度が重い、即ち介護サービスの量は多く必要」と認定されても、必要な介護サービスを求めると「益」とみ
なされ、負担が増大する仕組みになっています。
　在宅で介護保険を利用する場合は、ケアプランに基づき提供される制度なので、一層複雑でわかりにくくなっ
ていますが、生きるために必要な支援・介護サービスは障害者でも高齢者でも人の生活・生存にかかわることです。
　障害者自立支援法が廃止になり、当事者参加のもとで「新法」が制定されることに大きな期待をもっています。
そして障害者自立支援法のモデルになった介護保険法が今後は新法をモデルに介護を必要とする高齢者とその家
族のために「新法」と同じ理念をもった法律に改正してほしいと願っています。

制度の変化 現場で起　こった事 望まれるこれからの改善
　介護保険制度は発足当初より「走りながら考える」といわれ、5 年ごとの
制度改正、3 年ごとの保険料見直しが決まっていました。

１．居住費と食事代の利用者負担化
2006 年の改定のうち、施設の居住費等は前年 2005 年 10 月に実施され、特別養護
老人ホーム（以下、特養）等の施設サービスに対して、居住費と食事代が利用者
負担になりました。利用者の負担が増え、介護報酬は減額になりました。

（2003 年には特養の入所ルールが申し込み順から必要度の高い人順に変わり、介
護度 4、5 の方が優先入所するようになりました）。

２．2006（H18）年の制度改正
財源の確保を目的にした制度改正になり、「給付の適正化」が強化されました（認
定の適正化、ケアプランの適正化、サービス提供の適正化）。

①予防給付の新設
介護給付とは別に予防給付が新たにでき、要支援 1、2 の方は予防給付の対象に
区分されました。

②地域密着型サービスの創設
グループホームをはじめ、自治体が計画的に地域密着型の小規模施設の整備を進
めることになりました。

③地域包括支援センターへの移行
老人福祉法の在宅介護支援センターを介護保険法の地域包括支援センターとし、
上記予防給付の対象となる要支援 1、2 の方のケアプランの担当となりました。

３．3年ごと保険料の見直し
制度改正に伴い介護報酬も変わり、そのたびに特養はマイナス改定でした。また
報酬が細分化し、改定の都度複雑に変化しました。一方保険者（多くは自治体）
ごとに介護保険事業計画に基づき算定される 65 歳以上の保険料負担は 3 年ごと
に引き上げられました。（全国平均基準額は次のように変化しました。）
第 1 期（2000 〜 2002 年）：2,911 円　第 3 期（2006 〜 2008 年）：4,090 円　
第 2 期（2003 〜 2005 年）：3,293 円　第 4 期（2009 年〜）　　　：4,160 円

１．制度の変化で起こったこと

①介護保険は介護に特化すべし（適　正化の強化）
例えば訪問介護について、生活支援は　原則対象外となったため、いわゆる家事
援助はサービスから除外されました。　特に同居人がいる場合は94歳の夫でも、
障害のある長女でも早朝から深夜まで　帰らぬ息子でも家事援助は受けにくくな
りました（後に自治体によっては弾力　的に判断されましたが、自治体によって
は厳しく指導されたため民間事業者は　全額自己負担で家事サービスを提供する
ところが多くなりました）。
②要介護１相当が要支援２に

要支援は予防給付となり、予防を目的　にサービスを提供する制度になりました。
要介護１の多くの方は新ルールの下で　要支援２になったため、これまでのサー
ビスが利用できなくなることを理解で　きず、ケアマネジャーやヘルパーが「不
親切」な存在になり担当者は制度と利　用者の板ばさみ　になり苦悩しました。
③予防事業の創設

介護保険の対象にならない高齢者（一　般高齢者）、弱り始めている高齢者（特
定高齢者）にも予防事業を提供するこ　とになりましたが、まだまだ元気な高齢
者にはなかなか浸透しませんでした。　（この事業も介護保険が財源です。）
④特別養護老人ホームの医療化

介護報酬の改定により、基本報酬が減　額し、加算体系となりました。医療的対
応の充実を評価する加算により、生活　色が薄らいでいく危惧が生じました。

２．社会全体に起こったこと
・「福祉施設」を失った高齢者の行き先　が「静養ホームたまゆら」であったり、

唯一のセーフティネットが高齢者の再　犯による刑務所と、報道されています。
・老老介護に疲れ果てた夫と妻、あるい　は親と子の間で起こる多くの悲劇が後を

たちません。
・高齢者のために役に立ちたい、喜んで　もらえる仕事をしたいと、期待を持って

仕事に就いた若者の多くは、この10年　間に失望し、職を離れていきました。
・2009（H21）年4月は多くの養成学校で　学生が集まらず、定員割れを起こし、閉

鎖や縮小を余儀なくされました。
・介護、福祉現場は人材難となり、夜勤　を含む24時間体制のシフトが組めず、非

常に厳しい状況に追い込まれました。

●高齢者が安心して老いることができるトータルな制度づくり
●そのために福祉や介護を支える人々が安心して働くことができる環境づくり
この 2 点がこれからの改善目標ではないでしょうか。

　介護保険制度 10 年間を貴重な教訓として、次の 10 年は新たな仕組みづ
くりを目指し、利用者や働く人々が参加して利用する立場からの安心して
老いを生きるための制度づくりが必要と思います。そのために次の三点は
欠かせないものと思います。
①生きるために必要な衣食住（洗濯、着替え、たとえ 1食でも加熱調理さ
　れた食事、掃除、修繕など日常的な支援を含む）を支える制度が必要です。

家族、近隣、ボランティア等を前提とした地域包括ケアだけでは、安心できません。
サービスとして購入できない高齢者の生活支援の充実は、老老世帯、高齢単身世
帯が増加する現在、緊急の課題です。

②介護の安心を保障する介護保険に
制度改正のために、同じ状態像でも介護度が変化する「全国一律」の区分、また
同一人が要支援２から要介護２の間をいったりきたりする現状は、「要介護度」へ
の信頼がうすれています。又在宅の場合、要介護５でも、サービスの利用は 50％
にもいかず、要介護度認定は手続きが複雑な割には有効性が薄いともいえます。
介護保険を介護に特化するなら、「介護」の安心を保障する介護保険であってほし
いと思います。

③福祉施設の機能復活
特別養護老人ホームは、介護を必要とする高齢者の生活の場として老人福祉法に
基づく福祉施設でしたが、介護老人福祉施設になり、介護サービスを提供する施
設になりました。
また養護老人ホームも介護保険法の特定施設に導かれていますが、高齢者が安心
して生活するためには、まず衣食住を中心とする「生活」が保障されること、そ
の上で介護が必要な方には介護の保障が必要になります。生活保障不在の介護は
成りたちません。

「たまゆら」の教訓を得て、「老人福祉施設」の機能の復活こそが
高齢者のセーフティネットといえるのではないかと思います。
金銭給付の「生活保護」だけでは高齢者の生活は成りたちません。

みなさまは、いかがお考えでしょうか？
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付の根拠となる要介護度の認定、介護支援専門員（ケアマネジャー）という新たな資格の創設養成、
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　これは障害者自立支援法訴訟団が原告となり国に対し、生きるために必要不可欠な支援を「益」とみなし、「障害」
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②地域密着型サービスの創設
グループホームをはじめ、自治体が計画的に地域密着型の小規模施設の整備を進
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ところが多くなりました）。
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　介護保険制度 10 年間を貴重な教訓として、次の 10 年は新たな仕組みづ
くりを目指し、利用者や働く人々が参加して利用する立場からの安心して
老いを生きるための制度づくりが必要と思います。そのために次の三点は
欠かせないものと思います。
①生きるために必要な衣食住（洗濯、着替え、たとえ 1食でも加熱調理さ
　れた食事、掃除、修繕など日常的な支援を含む）を支える制度が必要です。

家族、近隣、ボランティア等を前提とした地域包括ケアだけでは、安心できません。
サービスとして購入できない高齢者の生活支援の充実は、老老世帯、高齢単身世
帯が増加する現在、緊急の課題です。

②介護の安心を保障する介護保険に
制度改正のために、同じ状態像でも介護度が変化する「全国一律」の区分、また
同一人が要支援２から要介護２の間をいったりきたりする現状は、「要介護度」へ
の信頼がうすれています。又在宅の場合、要介護５でも、サービスの利用は 50％
にもいかず、要介護度認定は手続きが複雑な割には有効性が薄いともいえます。
介護保険を介護に特化するなら、「介護」の安心を保障する介護保険であってほし
いと思います。

③福祉施設の機能復活
特別養護老人ホームは、介護を必要とする高齢者の生活の場として老人福祉法に
基づく福祉施設でしたが、介護老人福祉施設になり、介護サービスを提供する施
設になりました。
また養護老人ホームも介護保険法の特定施設に導かれていますが、高齢者が安心
して生活するためには、まず衣食住を中心とする「生活」が保障されること、そ
の上で介護が必要な方には介護の保障が必要になります。生活保障不在の介護は
成りたちません。

「たまゆら」の教訓を得て、「老人福祉施設」の機能の復活こそが
高齢者のセーフティネットといえるのではないかと思います。
金銭給付の「生活保護」だけでは高齢者の生活は成りたちません。

みなさまは、いかがお考えでしょうか？

季刊しんあい73号（平成22年5月5日発行）



法
人
の
理
念
を
実
践　
〜
多
摩
同
胞
会
の
基
本
指
針
〜

　

多
摩
同
胞
会
で
は
、
法
人
創
設
者
中
城
イ
マ
前
理
事
長
の
４
つ
の
信
念
を
基
本
指
針
と
し

て
、
事
業
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
法
人
各
施
設
の
具
体
的
な
と
り
く
み
を
お
伝
え
し
ま
す
。

地
域
と
一
つ
に
な
る
瞬
間
！

　

平
成
６
年
４
月
、
府
中
市
緑
町
に
緑
苑
が
開
設
し
て
早
く
も
16
年
が

た
ち
、
地
域
の
中
に
あ
る
施
設
と
し
て
地
域
の
皆
様
と
共
に
歩
ん
で
き

ま
し
た
。

　

１
年
を
通
じ
て
み
る
と
、
５
月
に
は
地
域
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ

る
府
中
の
お
祭
り
「
大
国
魂
神
社
例
大
祭
」
が
あ
り
ま
す
。
緑
苑
に
も

子
供
神
輿
が
立
ち
寄
り
、
利
用
者
と
地
域
の
子
供
達
や
大
人
の
方
々
も

一
緒
に
な
っ
て
「
わ
っ
し
ょ
い
！
」
の
掛
け
声
と
共
に
緑
苑
の
苑
庭
を

練
り
歩
き
、
に
ぎ
や
か
で
活
気
！
あ
ふ
れ
る
ひ
と
時
を
共
有
し
ま
す
。

　

８
月
の
納
涼
祭
で
は
毎
年
５
０
０
人
の
方
が
緑
苑
を
訪
れ
ま
す
。
地

域
住
民
や
緑
苑
応
援
隊
の
協
力
の
も
と
お
お
ぜ
い
の
方
に
楽
し
ん
で
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

12
月
に
は
、
地
域
と
施
設
の
年
忘
れ
紅
白
歌
合
戦
が
行
わ
れ
、
歌
を

通
じ
て
交
流
も
深
め
、
餅
つ
き
大
会
で
は
、
餅
つ
き
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
！
し
め
縄
作
り
も
地
域
の
方
々
と
利
用
者
と
共
に
作
り
上
げ
お
正
月

を
迎
え
ま
す
。

　

季
節
の
行
事
を
通
じ
て
、
施
設
利
用
者
の
生
活
を
地
域
の
皆
様
に
支

え
て
い
た
だ
き
、
地
域
の
中
で
気
軽
に
声
を
掛
け
あ
え
る
関
係
や
地
域

の
皆
様
が
緑
苑
に
利
用
者
に
会
い
に
来
て
過
ご
す
姿
も
自
然
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
地
域
と
共
に
支
え
合
え
る
緑
苑
で
あ
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

（
緑
苑
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
次
長　

比
留
間　

貴
）

今
日
は
寒
い
？　
温
か
い
？

　

施
設
に
入
居
さ
れ
て
い
る
利
用
者
は
、
外
に
出
る
機
会
が
少
な
い
た

め
、
外
の
気
温
を
直
接
肌
で
感
じ
る
事
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　

先
日
、
あ
る
利
用
者
が

「
こ
こ
に
居
た
ら
寒
い
の
や
ら
暖
か
い
の
や
ら
。
何
を
着
て
良
い
か
分

か
ら
な
い
わ
。」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
ま
し
た
。 
施
設
の
中
は
夏
は
冷
房
、

　

冬
は
暖
房
が
入
り
、
常
に
一
定
の
温
度
を
保
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
職
員
は
１
年
を
通
し
て
、
半
袖
で
働
け
る
環
境
が
あ
り
ま
す
。

利
用
者
の
一
言
を
聞
い
た
時
は
「
そ
う
な
ん
だ
な
〜
。」
と
あ
ら
た
め

て
実
感
し
ま
し
た
。

　

１
日
に
何
回
も
着
替
え
を
さ
れ
て
い
る
方
も
単
に
認
知
症
だ
か
ら
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
な
り
に
温
度
調
節
を
し
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。
利
用
者
は
半
袖
姿
で
動
い
て
い
る
職
員
を
見
て
、

　
「
あ
ら
〜
そ
ん
な
腕
出
し
て
寒
く
な
い
の
？
」「
寒
そ
う
な
格
好
し
て

風
邪
引
か
な
い
で
ね
。」
と
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
長
袖
を
着

る
機
会
の
多
い
高
齢
者
と
、
半
袖
姿
で
冬
で
も
汗
だ
く
の
職
員
。

　
「
今
日
は
寒
い
で
す
ね
。」
と
何
気
な
く
会
話
し
て
い
て
も
、
お
互
い

の
温
度
差
が
あ
る
事
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。「
お
肉
が
い
っ
ぱ
い
付

い
て
い
る
の
で
暖
か
い
ん
で
す
。
お
腹
の
お
肉
少
し
も
ら
っ
て
く
れ
ま

す
？
」
と
冗
談
交
じ
り
の
会
話
が
、
そ
ん
な
温
度
差
を
緩
和
し
て
く
れ

る
事
も
あ
り
ま
す
。

　

利
用
者
の
衣
類
を
準
備
す
る
時
は
、
利
用
者
の
気
持
ち
に
な
り
、
雪

の
日
に
は
一
緒
に
部
屋
の
中
か
ら
外
を
眺
め
、
暖
か
い
時
に
は
外
の
空

気
を
お
部
屋
に
入
れ
込
ん
で
、
日
本
の
四
季
を
共
に
味
わ
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
泉
苑
介
護
員　

石
田　

百
合
亜
）

利
用
者
に
深
い
共
感
を
も
つ

地
域
の
方
々
に
感
謝
す
る

４



エ
コ
の
発
信
は
神
田
か
ら

　

法
人
の
こ
の
理
念
を
堅
守
す
る
、
か
ん
だ
連
雀
の
取
り
組
み
を
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
は
、
各
フ
ロ
ア
の
蛍
光
管
で
す
。
最
小
限
の
数
で
、
最
大
限
の

効
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
緻
密
に
計
算
さ
れ
尽
く
さ
れ
、
従
来
の
半
数

以
下
ま
で
節
約
さ
れ
、
さ
ら
に
ス
イ
ッ
チ
に
は
「
使
用
し
な
い
」
の

シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
で
す
、
こ
の
徹
底
ぶ
り
。
も
ち
ろ

ん
、
利
用
者
の
居
室
や
、
リ
ビ
ン
グ
は
、
採
光
に
気
を
配
っ
た
明
る
い

設
計
で
す
の
で
、
ご
安
心
を
。

　

そ
し
て
平
成　
20
年
度
に
活
動
を
行
っ
た
「
エ
コ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

が
、
そ
の
会
議
の
中
で
見
直
し
を
検
討
し
た
も
の
は
、
家
電
製
品
の
待

機
電
力
、
水
道
蛇
口
の
コ
マ
の
大
き
さ
、
冷
蔵
庫
内
の
食
品
の
入
れ
方
、

コ
ピ
ー
の
使
い
方
、
エ
ア
コ
ン
の
温
度
設
定
、
洗
濯
物
の
ま
と
め
洗
い
、

食
器
の
貯
め
洗
い
、
マ
イ
箸
持
参
の
推
進
、
省
エ
ネ
電
球
の
使
用
、
エ

ア
コ
ン
の
フ
ィ
ル
タ
ー
掃
除
、
地
球
温
暖
化
と
大
気
汚
染
を
軽
減
す
る

植
物
「
サ
ン
パ
チ
ェ
ン
ス
」
植
樹
と
、
今
後
の
活
動
資
金
収
集
の
た
め

の
「
一
円
玉
募
金
」
と
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
す
べ
て
の
取
り
組
み
が
成
果
を
挙
げ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
姿
勢
に
は
、
法
人
設
立
か
ら
の
精
神
が
、
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。

 

（
か
ん
だ
連
雀　

次
長　

金
井　

英
明
）

「
い
ざ
」
の
時
の
防
災
訓
練

　

火
は
使
い
方
に
よ
っ
て
は
大
変
便
利
で
、
料
理
や
灯
り
を
は
じ
め
太

古
か
ら
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ひ
と
た

び
使
い
方
を
誤
る
と
恐
ろ
し
く
姿
を
変
え
て
家
や
街
や
野
山
ま
で
も
飲

み
込
み
、
財
産
か
ら
思
い
出
ま
で
大
切
な
も
の
を
す
べ
て
焼
き
尽
く
し

て
し
ま
い
ま
す
。

　

怖
い
の
は
火
災
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
地
震
の
巣
」
と
呼
ば
れ

る
日
本
で
は
過
去
い
く
つ
も
の
大
地
震
が
起
き
、
数
々
の
震
災
が
あ
っ

た
の
は
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
通
り
で
す
。
こ
こ
最
近
は
東
海
大
地
震
が

発
生
す
る
確
率
が
高
ま
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

多
摩
同
胞
会
で
は
新
人
研
修
の
な
か
に
も
防
災
研
修
が
あ
り
、
現
場

で
火
災
・
震
災
を
問
わ
ず
避
難
誘
導
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
全
施
設
で

毎
月
防
災
訓
練
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
っ
ち
が
他
の
施
設
と
少
し
違
う
点
は
、
商
業
ビ
ル
の
中
に
あ
る
こ

と
と
、
施
設
の
分
類
上
は
「
年
に
２
回
訓
練
を
行
う
こ
と
」
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。

　

た
っ
ち
に
は
毎
日
３
０
０
人
を
超
え
る
利
用
者
が
訪
れ
ま
す
が
、
す

ぐ
上
の
階
は
す
べ
て
飲
食
店
、最
上
階
は
映
画
館
と
い
う
環
境
の
た
め
、

災
害
時
に
は
か
な
り
の
人
数
が
一
斉
に
避
難
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
年
２
回
な
ど
と
言
わ
ず
、
毎
月
防
災
訓
練
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。

（
た
っ
ち　

交
流
ひ
ろ
ば
担
当　

小
島　

宗
宏
）
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水
・
電
気
な
ど
の
資
源
を
大
切
に
す
る

常
に
防
災
を
心
が
け
火
を
出
さ
な
い

５
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　2010 年 3 月 25 日（木）、26 日（金）に
泉苑 4階ホールで新任職員基礎研修が開催さ
れ、多摩同胞会や福祉についての理解を深め
ました。
　参加した職員は、平成 21年度中の入職者、
この春、学校を卒業した新卒者、また転職組
の計 30名です。
　平成 21 年度は正職員の離職率が 6.3％と
低く（平成 20年度は 9.6%）、中途採用の職
員も例年と比較しても少なくなりました。
　研修プログラムは下記にありますが、法人
の役職員が講師となり、法人の理念や職員と

しての心構えから学ぶ研修です。
　特に新卒の学生は、これまでは授業料を払っ
て講義を受けてきましたが、ここからは研修
を受けることにより賃金が支払われることに
なるのですから、まずはその立場を認識させる
ことから育成が始まるのかもしれません。
　多摩同胞会ではこの研修を皮切りに、4月
以降３ヶ月間を研修期間として育成に取り組
みます。その間もテーマ別の研修が企画され
ています。そして、ひとりひとりが研修履修
カードにより 1年間に参加する研修を管理し、
次年度へつなげます。

４月には基本的な防災知識と技術の習得のために防災教育センターでの研修もあります。

平成 22 年度　新入職員基礎研修

研修プログラム

　　3月 25 日（木）　8：30 ～ 17：30 　　3月 26 日（金）　8：30 ～ 17：30

１ 法人の理念・制度の理解 １ 援助の基本的な考え方

・法人のなりたち ２ 府中市の高齢者福祉

・多摩同胞会の理念 ３ 神田の高齢者福祉

・法人施設概要と職員 ４ 府中市の子育て支援

・介護保険制度について ５ コンピュータシステムの理解

２ 社会福祉の変遷と職員の役割 ６ 法人で働くために必要な規程

３ 人材育成のしくみ ７ 福祉職員としての倫理・マナー

｝所属別に分かれます



７

　

春
は
、
木
の
芽
も
蕾
も
ふ
く
ら
ん
で
生

き
も
の
す
べ
て
が
伸
び
盛
り
。

各
施
設
で
は
ど
の
よ
う
な
成
長
が
あ
り
、

ま
た
、
楽
し
み
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

泉 苑

ざ
か

○
○
盛
り

季刊しんあい73号（平成22年5月5日発行）

　
「
ふ
〜
〜
〜
〜
。」
と
腹
式
呼
吸
を
し
な
が
ら
、
只
今
測
定
中
。

　

週
１
回
の
体
操
と
趣
味
活
動
、
外
出
、
ゲ
ー
ム
等
を
行
っ
て
い
る
ほ
っ
と
サ
ロ
ン
。

「
家
に
居
て
も
体
操
は
し
な
い
。
で
も
、
こ
こ
に
来
た
ら
体
操
も
す
る
し
、
よ
く
笑

う
し
、
お
話
が
出
来
る
よ
ね
！
」
と
体
操
に
励
ん
で
い
ま
す
。
体
操
だ
け
で
な
く
近

隣
に
住
む
ご
利
用
者
同
士
の
交
流
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。

　

今
日
の
活
動
内
容
は
、
今
の
自
分
の
体
力
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
確
認
を
す
る

た
め
の
体
力
測
定
。「
去
年
の
結
果
は
・
・
・
。」「
去
年
は
去
年
、
今
年
は
今
年
だ

か
ら
数
値
な
ん
て
気
に
し
な
い
。」「
結
果
よ
り
も
ほ
っ
と
サ
ロ
ン
に
自
分
の
足
で
通

え
る
こ
と
、
人
と
話
を
す
る
こ
と
が
大
切
。」
と
話
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

体
力
測
定
で
は
身
長
と
体
重
も
計
測
し
ま
す
。「
身
長
は
縮
ん
だ
け
ど
、
体
重
は

増
え
た
わ
。
こ
の
前
お
い
し
い
も
の
た
く
さ
ん
食
べ

た
か
ら
ね
。
そ
れ
と
も
体
操
し
て
筋
肉
が
つ
い
て
重

く
な
っ
た
の
か
し
ら
？
体
重
計
の
故
障
？
？
？
」
と

笑
顔
で
話
す
姿
に
、
皆
さ
ん
か
ら
も
笑
い
が
こ
ぼ
れ

ま
し
た
。

　

体
操
を
し
て
筋
肉
を
モ
リ
モ
リ
つ
け
る
と
、
食
欲

も
モ
リ
モ
リ
モ
リ
に
な
り
、
会
話
が
弾
み
話
題
も
盛

り
盛
り
盛
り
盛
り
盛
り
に
な
っ
て
、
笑
顔
も
た
え
な

い
ほ
っ
と
サ
ロ
ン
で
す
。   

（
介
護
員　

矢
野　

貴
子
）

元
気
モ
リ
モ
リ

　
　
　

モ
リ
モ
リ
盛
り

岩本町きずな

　

今
年
の
４
月
か
ら
小
学
１
年
生
に
な
っ
た
Ａ
ち
ゃ
ん
。
私
達
は
、
出
会
っ
て
３
年

に
な
り
ま
す
。
一
緒
に
笑
っ
た
り
、
時
に
は
ケ
ン
カ
を
し
た
日
々
は
、
あ
っ
と
い
う

間
に
過
ぎ
ま
し
た
。

　

保
育
室
で
の
最
後
の
思
い
出
に
、
年
長
さ
ん
の
お
別
れ
遠
足
が
３
月
に
あ
り
ま
し

た
。
電
車
に
乗
っ
て
少
し
遠
出
を
し
た
の
で
す
が
、
み
ん
な
は
朝
か
ら
夕
方
ま
で
元

気
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
誰
か
が
い
け
な
い
事
を
す
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
周
り
の
子
が
叱
っ

て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
で
、１
年
生
に
な
っ
て
の
登
校
も
安
心
だ
な
ぁ
と
思
っ
た
矢
先
・・・

　

今
叱
っ
て
く
れ
て
い
た
子
が
、
似
た
よ
う
な
事
を
し
て
叱
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
年

生
に
な
る
手
前
、「
小
学
生
に
な
る
ぞ
！
」
と
い
う
少
し
背
伸
び
を
す
る
姿
と
、
ま
だ

ま
だ
甘
え
て
い
た
い
姿
が
見
ら
れ
る
子
ど
も
達
は
、
と
て
も
微
笑
ま
し
く
思
え
ま
し

た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
保
育
室
か
ら
巣
立
っ
て
い
く
と
い
う
寂
し
い
気
持
ち
も
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
子
ど
も
達
の
成
長
は
と
て
も
嬉
し
く
、
家
族
で
も
な
い
私
が

身
近
で
子
ど
も
の
成
長
を
見
ら
れ
る
事
に
幸
せ
を
感
じ
ま
す
。

　

Ａ
ち
ゃ
ん
は
保
育
室
の
お
姉
さ
ん
で
、
で

も
と
て
も
甘
え
ん
坊
さ
ん
で
し
た
。「
先

生
、
抱
っ
こ
〜
」
が
聞
け
な
く
な
る
と
思
う

と
、
寂
し
い
の
で
す
が
、
き
っ
と
保
育
室
に

来
て
甘
え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
２
年

前
に
保
育
室
を
卒
業
し
た
お
兄
ち
ゃ
ん
の
よ

う
に
！

（
母
子
指
導
員　

浦
上　

さ
わ
）

背
伸
び
盛
り
？

ま
だ
ま
だ
甘
え
盛
り
！



麻
雀
盛
り

８

緑 苑

岩本町

しらとり

　

緑
苑
の
麻
雀
は
ち
ょ
っ
と
し
た
余
暇
活
動
か
ら
始

ま
り
、
今
で
は
地
域
の
方
も
交
え
て
の
定
期
的
な
活

動
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
信
愛
寮
の
ご
利
用
者

に
教
わ
り
は
じ
め
、
そ
の
楽
し
さ
と
難
し
さ
を
知
っ

た
ば
か
り
の
初
心
者
で
す
。

　

世
間
一
般
で
は
自
動
麻
雀
卓
が
主
流
の
よ
う
で
す

が
、
こ
こ
で
は
手
積
み
で
す
。

指
先
を
使
い
、
牌
を
握
り
、
持
ち
上
げ
、
乗
せ
る
作
業
。

こ
れ
だ
け
で
も
慣
れ
る
ま
で
大
変
で
す
。

　

手
指
に
神
経
を
集
中
さ
せ
、
脳
を
駆
使
す
る
、
ま

さ
に
介
護
予
防
。

　

今
後
も
地
域
の
皆
さ
ん
も
交
え
て
の
交
流
を
続
け

て
い
き
た
い
で
す
。

　
「
あ
な
た
と
打
ち
た
い
わ
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
る

人
が
い
ま
す
。

　
「
あ
な
た
は
す
ぐ
に
振
り
込
ん
で
く
れ
る
か
ら
」

で
す
っ
て
・
・
・
。

（
相
談
員　

時
田
一
郎
）

　

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
中
の
セ
ン
バ
さ
ん
が
訪
ね

て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

「
帰
る(

退
所)

日
は
い
つ
で
し
ょ
う
か
。」

「
○
日
の
予
定
で
す
。」
と
お
答
え
す
る
と
、

「
あ
ら
？　

早
く
な
る
よ
う
に
頼
ん
だ
の
に
。」
と
け

げ
ん
な
様
子
で
す
。

「
す
ぐ
確
認
い
た
し
ま
す
。」
と
の
一
言
に
笑
顔
に
な

ら
れ
ま
し
た
。

と
、
後
ろ
に
ス
ギ
さ
ん
が
待
っ
て
い
ま
す
。

「
今
日
帰
れ
る
の
？
」
と
真
剣
な
眼
差
し
で
す
。

「
早
速
、
調
整
い
た
し
ま
す
。」
と
の
説
明
に
大
き
く

頷
か
れ
ま
し
た
。

と
、
そ
の
後
ろ
に
立
っ
て
い
る
の
は
イ
ト
ウ
さ
ん
で
す
。

「
私
も
帰
り
た
い
の
で
す
。」
と
の
申
し
出
で
す
。

と
、
あ
ら
ら
？ 

そ
の
後
ろ
に
セ
ン
バ
さ
ん
が
ま
た
並

ん
で
い
ま
す
。

「
帰
る
日
は
い
つ
で
し
ょ
う
か
。」

「
私
も
帰
り
た
い
の
で

す
。」　

家
が
、
家
族
が
恋

し
い
…
気
持
ち
は
皆
同

じ
で
す
ね
。

　

岩
本
町
ほ
ほ
え
み
プ

ラ
ザ
、
春
の
ひ
と
コ
マ
で

し
た
。

　

（
相
談
員　

高
谷　

敦
生
）

家
が
、
家
族
が

恋
し
い
盛
り

み
ん
な
ぐ
ん
ぐ
ん

伸
び
て
い
ま
す

　

年
度
が
替
わ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
ひ
と
つ
学
年
が

あ
が
り
ま
し
た
。
ど
の
子
も
み
ん
な
１
年
前
と
比
べ

て
顔
つ
き
は
お
兄
さ
ん
お
姉
さ
ん
に
な
り
、
で
き
る

こ
と
が
た
く
さ
ん
増
え
、
体
も
一
回
り
大
き
く
な
っ

た
の
が
良
く
分
か
り
ま
す
。
し
ら
と
り
に
は
遊
び
や

お
し
ゃ
べ
り
な
ど
い
ろ
ん
な
こ
と
が
育
ち
ざ
か
り
の

子
ど
も
た
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
を
利
用
し
て
い
る
３
人
姉
弟
の

末
っ
子
２
歳
の
Ａ
ち
ゃ
ん
は
、
今
年
度
で
し
ら
と
り

２
年
生
に
な
り
ま
し
た
。
初
め
て
来
た
頃
は
話
し
か

け
た
こ
と
に
ウ
ン
ウ
ン
と
頷
い
て
い
て
、
お
喋
り
は

少
し
で
し
た
が
、
今
で
は
私
に
本
を
読
ん
で
く
れ
る

ほ
ど
に
成
長
し
ま
し
た
！
（
実
は
ず
っ
と
本
を
逆
さ

ま
に
し
て
読
ん
で
い
た
の
は
内
緒
で
す
）。

　

そ
ん
な
私
も
職

員
２
年
生
に
な
り

ま
し
た
。
初
め
て

の
進
級
で
す
。
子

ど
も
た
ち
の
成
長

の
よ
う
に
職
員
と

し
て
育
ち
ざ
か
り

で
あ
り
た
い
も
の

で
す
。　

（
少
年
指
導
員

　

山
本
菜
穂
子
）



しらとりたっち

９
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た
っ
ち
の
保
健
室
で
は
、
水
・
木
・
金
曜
日
に
お
子
さ
ん

の
身
体
測
定
を
し
て
い
ま
す
。

　

測
定
日
に
は
朝
か
ら
様
々
な
お
子
さ
ん
が
身
体
測
定
に
訪

れ
、
そ
の
た
び
に
そ
れ
ぞ
れ
に
成
長
し
て
い
く
姿
を
見
せ
て

く
れ
ま
す
。

　

お
母
さ
ん
の
腕
に
抱
っ
こ
さ
れ
た
小
さ
な
赤
ち
ゃ
ん
が
、

よ
ち
よ
ち
歩
き
に
な
っ
た
り
、
体
重
計
の
ス
イ
ッ
チ
を
点
け

た
り
消
し
た
り
い
た
ず
ら
ざ
か
り
に
な
っ
た
り
。

　

い
ざ
測
定
に
な
る
と
「
イ
ヤ
イ
ヤ
！
」
大
泣
き
で
ぐ
ず
っ

て
い
た
お
子
さ
ん
が
、
身
長
計
に
立
っ
て
「
気
を
つ
け
、

ぴ
っ
！
」
の
掛
け
声
に
緊
張
し
な
が
ら
も
背
筋
を
伸
ば
せ
る

よ
う
に
な
り
、
頑
張
る
姿
に
体
と
と
も
に
心
の
成
長
に
も
感

動
し
て
、
私
た
ち
の
方
が
お
母
さ
ん
以
上
に
笑
顔
に
な
っ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
と
き
に
は
「
身
体
測
定
を
お
願
い
し
ま
す
・
・
」

と
や
や
心
配
そ
う
な
面
持
ち
の
お
母
さ
ん
が
、「
離
乳
食
を

食
べ
て
く
れ
な
く
て
・
・
」「
太
り
す
ぎ
で
し
ょ
う
か
・
・
」

な
ど
、
ち
ょ
と
し
た
心
配
事
を
う
ち
あ
け
て
く
だ
さ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　
「
ゆ
っ
く
り
様
子
を
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま

た
寄
っ
て
く
だ
さ
い
ね
」

と
見
送
る
と
き
の
お
母

さ
ん
の
「
ほ
っ
」
と
し

た
表
情
に
、
思
わ
ず
心

の
中
で
「
お
母
さ
ん
頑

張
っ
て
ネ
！
」
と
エ
ー

ル
を
送
っ
て
い
ま
す
。

(

看
護
師　
八
木　
元
子) 

「
眉
毛
あ
る
？
」

　

朝
、
起
き
て
着
替
え
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
る
と
、
必

ず
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
入
れ
歯
を
入
れ
て
、
着

替
え
て
、
眉
毛
を
描
い
て
。「
茶
色
の
ズ
ボ
ン
は
イ
ヤ
だ

か
ら
黒
の
ズ
ボ
ン
が
い
い
」
と
言
わ
れ
、
寝
る
時
に
は

お
気
に
入
り
の
リ

ボ
ン
が
付
い
た
か

わ
い
い
パ
ジ
ャ
マ
。

「
か
わ
い
い
で
す

ね
」
と
言
え
ば
、「
そ

う
ね
」
と
素
敵
な

笑
顔
か
返
っ
て
来

ま
す
。

　

洋
服
は
花
柄
が

多
く
、
好
き
な
色

は
赤
。
朝
は
、
眉

毛
を
一
緒
に
描
い

て
髪
の
毛
を
と
か
し
た
ら
終
わ
り
で
す
。

「
ち
ゃ
ん
と
眉
毛
あ
る
？
」

「
ち
ゃ
ん
と
あ
り
ま
す
よ
」

　

最
近
、
化
粧
を
あ
ま
り
し
な
く
な
っ
た
私
か
ら
し
て
み

れ
ば
「
見
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ぁ
」
と
思
い
ま
す
。

　

女
で
す
も
の
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も
「
か
わ
い
い
」
と

か
「
ス
テ
キ
」
と
か
言
わ
れ
た
い
も
の
で
す
。

（
介
護
員　

油
布　

紗
佳
）

「
人
生
は
60
か
ら
。
お
し
ゃ
れ
は
指
先
か
ら
。」

　

あ
さ
ひ
苑
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で

は
、
週
代
わ
り
で
少
人
数
の
活

動
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
ひ
と
つ
が
「
爪
の
お
手
入
れ

キ
ラ
キ
ラ
倶
楽
部
」

　

女
性
ば
か
り
で
な
く
男
性
の

参
加
も
あ
り
、最
高
齢
は
99
歳
。

　

１
日
５
名
程
の
方
が
活
動
を

楽
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
ハ
ン
ド

マ
ッ
サ
ー
ジ
の
あ
と
、
爪
に
マ

ニ
キ
ュ
ア
を
塗
る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
実
に
楽
し
そ
う
。

マ
ニ
キ
ュ
ア
の
色
も
、
赤
や
ピ
ン
ク
は
も
ち
ろ
ん
、
金
色

や
オ
レ
ン
ジ
、
ラ
メ
入
り
の
も
の
な
ど
ざ
っ
と
50
色
。
お

好
み
で
爪
シ
ー
ル
も
貼
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
思
い
思
い
の
色
を
選
ん
で
は
、「
あ
ら
、
そ
っ
ち

も
い
い
わ
ね
。
今
度
は
そ
れ
に
し
よ
う
か
し
ら
。」「
そ
れ

は
地
味
だ
わ
よ
。
も
っ
と
色
目
が
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
わ

よ
。」「
い
や
、
私
は
こ
れ
。」
な
ど
に
ぎ
や
か
な
こ
と
に
ぎ

や
か
な
こ
と
。
お
し
ゃ
れ
は
人
を
元
気
に
し
ま
す
ね
。
若

い
人
ば
か
り
の
特
権
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
人
生
を
刻
ん
だ
指
先

を
飾
る
彩
り
は
、
と
て
も
か
わ

い
ら
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
皆
さ
ん
い
つ
ま
で
も
お
元

気
で
、
そ
し
て
お
き
れ
い
で
い

て
く
だ
さ
い
ね
。

（
介
護
員　

木
村
友
喜
子
）

い
く
つ
に　

　

な
っ
て
も

心
も
体
も

　

の
び
ざ
か
り

美
ざ
か
り



季刊しんあい73号

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
御
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
（
敬
称
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

御
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
（
敬
称
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

引
き
出
し
の
底
か
ら
69
号
の
表

紙
原
案
が
沢
山
出
て
き
ま
し
た
。 

1
年
経
っ
た
ん
だ
な
ぁ
・
・
・
と

し
み
じ
み
し
ま
し
た
。 

（
泉
苑　

佐
藤
真
紀
）

春
は
出
会
い
の
季
節
。
今
年
は
ど

ん
な
出
会
い
が
あ
る
か
楽
し
み
に

し
て
い
ま
す
。

 

（
泉
苑　

黒
部
雅
之
）

産
休
の
渡
邊
さ
ん
か
ら
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
頑

張
り
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

（
か
ん
だ
連
雀　
三
宅
め
ぐ
み
）

法
人
で
の
出
来
事
を
、
少
し
で
も

多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば

光
栄
で
す
。

 

（
あ
さ
ひ
苑　

浅
見
達
也
）

こ
の
１
年
間
で
文
章
を
書
く
難
し

さ
を
痛
感
。
文
章
の
書
き
方
を
勉

強
し
な
け
れ
ば
な
ぁ
…
と
思
い
ま

し
た
。

（
あ
さ
ひ
苑　

長
峰
茂
子
）

表
紙
の
写
真
か
ら
元
気
を
も
ら
っ

て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。 

私
も
お
す
そ
わ
け
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。 　

　
（
緑
苑　

大
沢
清
佳
）

編
集
委
員
２
年
生
に
な
り
ま
し

た
。
し
ら
と
り
の
こ
と
を
知
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
。

 

（
し
ら
と
り　

川
﨑
悠
子 

）

す
っ
か
り
春
ら
し
い
季
節
と
な

り
、
ま
た
新
年
度
も
始
ま
り
ま
し

た
。
気
持
ち
を
落
ち
着
け
て
じ
っ

く
り
と
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
　
（
た
っ
ち　

太
田
絢
乃)

き
ず
な
で
は
、
こ
の
春
新
１
年
生

が
５
名
元
気
良
く
登
校
し
て
い
ま

す
。 　
　
（
き
ず
な　

紫
野
久
子
）

新
緑
が
き
れ
い
な
季
節
と
な
り
ま

し
た
。
入
園
・
進
級
し
た
保
育
児

さ
ん
た
ち
の
目
も
キ
ラ
キ
ラ
と
眩

し
い
季
節
で
す
。

　
　
　
　

 

（
き
ず
な　

浦
上
さ
わ
）

障
害
者
自
立
支
援
法
の
廃
止
が
介

護
保
険
制
度
の
今
後
に
ど
の
よ
う

に
影
響
す
る
か
、
注
視
し
て
い
き

た
い
で
す
。（

事
務
局　

青
木
志
乃
）

４
月
に
は
、
も
う
来
春
卒
業
予
定

の
採
用
試
験
が
あ
り
ま
し
た
。
今

年
も
厳
し
い
雇
用
環
境
が
続
く
よ

う
で
す
。

自
分
の
好
き
な
職
場
で
働
け
る
こ

と
、
頼
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
感
謝

し
て
仕
事
を
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

（
編
集
長　

上
野
廣
美
）

　

介護に関するご相談は
無料ダイヤルで！

・泉苑在宅介護支援センター
老後支援 24 時 間

・あさひ苑在宅介護支援センター
福祉にっこり24時間

古紙配合率100％再生紙を使用しています

あ
い
お
い
損
害
保
険
株
式
会
社　

有
住
敏
夫　

㈱
エ
プ
コ
ッ
ト　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
セ
カ
ン
ド
ハ
ー
ベ
ス
ト
・
ジ
ャ
パ
ン　

江
田
廣
子　

大
塚
元
子　

カ
ー
ブ
ス
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ　

株
式
会
社
キ
ッ
ズ
シ
テ
ィ
ー
ジ
ャ
パ
ン　

株
式
会
社
劇
団
飛

行
船　

東
京
支
社　

担
当
：
小
林　

株
式
会
社
ニ
ト
リ
札
幌
本
社　

株
式
会
社
ホ
ン
ダ
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ　

カ
ル
ピ
ス

株
式
会
社
「
カ
ル
ピ
ス
」
ひ
な
ま
つ
り
プ
レ
ゼ
ン
ト
事
務
局　

川
上
多
賀
子　

清
水
裕
子　

東
神
田
町
会　

細
谷
進　

　
　
　
　
　

（
２
０
１
０
年
１
月
〜
２
０
１
０
年
３
月
）

会
田
久
枝　

青
木
成
江　

青
山
幸
子　

赤
林
好
子　

秋
山

恵
美
子　

浅
野
貞
子　

朝
日
保
育
所　

網
代
恵
美　

網
代

弘
子　

荒
木
奈
津
代　

有
本
陽
子　

飯
塚
喜
亥
子　

井
口

イ
マ　

池
島
敦
子　

囲
碁
を
楽
し
む
会　

石
井
忠
男　

石

井
宏　

石
井
美
保
子　

石
井
雅
子　

石
坂
勝
世　

石
澤
圭

子　

石
原
み
つ
る　

市
川
ア
イ
子　

市
川
知
子　

一
色
美

恵
子　

伊
藤
う
め
子　

伊
東
冨
美
子　

井
上
美
喜
子　

井

上
圭
典　

井
上
宏
子　

井
上
陽
子　

井
踏
世
津
子　

岩
佐

和
栄　

岩
﨑
敏
信　

上
田
悦
子　

上
野
玲
子　

鵜
澤
シ
ズ

　

内
堀
美
喜　

梅
原
薫　

梅
原
光
洋　

江
口
亜
津
子　

海

老
原
志
づ
子　

遠
藤
陽
子　

遠
藤
伊
代　

遠
藤
み
つ
よ　

大
川
久
美
子　

大
倉
弘
子　

大
島
庸
子　

大
竹
義
昭　

大

塚
紗
恵　

緒
方
シ
ゲ
子　

緒
方
智
恵
美　

岡
田
基
子　

岡

野
玲
子　

岡
裕
子　

小
川
健
治　

荻
野
和
子　

荻
村
光
恵

　

小
熊
美
和
子　

奥
山
亜
子　

奥
山
チ
ヤ
子　

小
倉
道
子

　

小
倉
富
子　

オ
コ
サ
の
会　

尾
崎
ヨ
シ
子　

小
澤
末
子

　

折
田
浩
一　

御
野
礼
子　

海
江
田
紀
久
子　

柿
本
シ
ヅ

江　

柿
本
純
子　

角
田
和
歌
子　

笠
間
豊
子　

梶
田
慶
子

　

鹿
島
千
重
子　

柏
山
和
子　

片
桐
キ
ミ
子　

カ
ッ
ト
サ

ロ
ン
ア
ベ　

加
藤
博
子　

加
藤
紀
久
代　

加
藤
静　

金
澤

富
久
子　

金
子
武
仁　

上
沢
美
和
子　

上
村
峰
隆　

ガ
ミ

ヤ
オ
ラ
ハ
ン　

川
上
満
寿
美　

川
崎
綾
子　

川
迫
美
奈
子

　

川
島
順
子　

北
村
三
枝　

木
村
幸
子　

草
野
美
鈴　

久

保
田
摩
耶
子　

倉
林
穂　

栗
原
宏
子　

桑
原
侑
子　

弦
間

ま
さ　

小
石
暁
子　

小
出
由
美
子　

小
出
晨
一　

小
岩
井

雅
人　

河
野
ト
シ
ヨ　

甲
野
真
弓　

小
島
文
榮　

小
島
ユ

ミ
子　

小
島
百
合
子　

小
菅
よ
し
江　

後
藤
寿
枝　

後
藤

祐
輝　

小
林
久
子　

小
林
真
弓　

今
野
幸
子　

紺
野
和
子

　

ザ
・
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ　

斉
藤
敬
子　

斎
藤
孝
子　

斎

藤
則
子　

酒
井
紘
子　

酒
井
和
子　

坂
本
越
子　

佐
久
間

桂
子　

桜
山
健　

佐
藤
英
子　

佐
藤
公
子　

佐
藤
妙
子　

佐
藤
な
か
子　

佐
藤
初
江　

佐
藤
ミ
ド
リ　

佐
藤
洋
子　

佐
野
田
鶴
子　

塩
澤
佳
津
子　

塩
田
政　

重
田
文
子　

品

田
啓
子　

島
田
た
ず　

島
津
朱
実　

嶋
野
真
理
子　

清
水

文
枝　

下
江
美
鈴　

下
中
恵
美
子　

十
べ
ぇ
お
話
の
会　

白
神
早
斗
子　

進
藤
サ
エ
子　

進
藤
暉
子　

杉
本
節
子　

杉
山
恵
子　

鈴
木
嘉
子　

鈴
木
好
枝　

ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス

コ
ー
ヒ
ー　

砂
原
喜
美
子　

瀬
戸
貞
子　

浅
間
の
森
ハ
ン

ド
ベ
ル
の
集
い　

薗
田
澄
子　

高
澤
久
美
子　

高
蔦
米
子

　

高
鍋
恵
子　

鷹
野
榮
子　

高
野
晴
美　

高
橋
弥
生
子　

田
口
裕
香　

竹
内
由
美
子　

竹
松
ふ
く　

辰
本
ケ
イ　

田

中
久
美
子　

田
中
幸
子　

田
中
智
加
子　

田
中
翠　

田
野

倉
晴
美　

田
部
美
智
子　

丹
野
由
紀
子　

千
葉
芳
子　

土

屋
和
子　

土
屋
と
き
枝　

手
塚
正
輝　

戸
井
田
清
子　

東

郷
實
枝
子　

栃
谷
さ
き　

冨
田
秀
子　

富
田
和
代　

豊
永

昌
子　

永
井
友
子　

永
井
イ
エ
子　

中
下
秀
子　

中
嶋
永

子　

長
島
広
美　

中
田
愛
子　

永
田
良
子　

中
村
紀
久
子

　

中
村
フ
サ
子　

中
村
清
美　

中
村
夏
実　

中
村
美
佐
江

　

中
村
恭
俊　

中
山
康　

中
山
よ
う
こ　

中
山
照
子　

那

須
史
子　

新
村
孝
子　

西
久
保
長
子　

西
宮
智
恵
子　

西

村
珠
美　

西
山
京
子　

二
宮
澄
子　

根
岸
路
子　

野
坂
昭

弘　

萩
原
昭
子　

萩
原
八
枝　

橋
場
昭　

橋
本
巌　

長
谷

川
宣
子　

羽
鳥
み
の
る　

羽
山
直
子　

原
恭
子　

原
田
勝

彦　

原
田
康
子　

樋
口
淳
子　

樋
口
雅
子　

樋
口
よ
し
子

　

肥
後
住
江　

尾
藤
智
子　

平
泉
順
子　

平
賀
登
美
子　

平
澤
み
ど
り　

平
田
敦
子　

広
木
き
く
江　

廣
田
早
苗　

プ
チ
ト
マ
ト　

府
中
四
中
日
本
文
化
部　

船
岡
栄
子　

舟

見
三
佐
子　

ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ
浅
間　

星
川
美
津
子　

星

野
ユ
キ
エ　

堀
田
武
三
郎　

ボ
デ
ィ
ー
シ
ョ
ッ
プ　

本
田

純
子　

前
田
宗
治　

牧
内
ヤ
ス
子　

政
所
優
季　

増
田
栄

　

松
浦
良
枝　

松
尾
和
枝　

松
川
友
樹　

松
澤
通
子　

松

下
葉
子　

松
下
朗　

松
下
朋
子　

松
田
恵
子　

松
野
ア
イ

　

三
坂
和
子　

水
谷
静
江　

三
輪
孝
子　

宮
崎
清
子　

宮

下
美
智
子　

明
神
淑
恵　

村
井
福
子　

村
野
豊
子　

村
守

徹
夫　

望
月
友
子　

森
健
一　

森
玲
子　

森
田
珠
恵　

森

満
隆
文　

森
脇
敦
子　

八
重
の
会　

谷
貝
祥
子　

八
木
か

つ
子　

山
下
優
子　

山
田
ケ
イ
子　

山
田
一
丸　

山
本
尚

子　

山
本
峯
子　

横
田
公
子　

横
山
純
子　

吉
田
千
鶴
子

　

吉
田
陸
子　

吉
村
博
子　

米
山
秀
子　

我
妻
文
子　

脇

山
令
子　

渡
辺
勝
征　

渡
辺
キ
ク　

渡
辺
勇　

渡
辺
秀
雄

　

渡
邉
弘
子　

渡
辺
守　

和
田
都　

（
２
０
１
０
年
１
月
〜
２
０
１
０
年
３
月
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

紹
介

肌
と
肌
と
の

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

～
ア
ロ
マ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
～ 

　

あ
さ
ひ
苑
で
は
ベ
ッ
ド
で
長
い
時

間
過
ご
さ
れ
て
い
る
ご
利
用
者
に
対

し
て
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
と

し
て
、
ア
ロ
マ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん

に
来
苑
し
て
頂
き
、
ア
ロ
マ
ト
リ
ー

ト
メ
ン
ト
を
月
に
１
回
行
っ
て
お
り

ま
す
。 

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
は
、
ア
ロ
マ

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
い
う
資
格
を
お
持

ち
で
、
お
一
人
お
一
人
に
時
間
を
か

け
な
が
ら
ゆ
っ
た
り
と
し
た
ひ
と
と

き
を
提
供
し
て
下
さ
い
ま
す
。 

　

そ
の
時
間
は
何
と
も
言
え
な
い
香

り
が
お
部
屋
の
中
を
包
み
、
私
達
職

員
ま
で
も
が
、
癒
さ
れ
る
時
間
で
も

あ
り
ま
す
。
行
っ
た
後
の
ご
利
用
者

の
肌
も
つ
や
つ
や
に
な
り
、
心
地
良

い
空
間
で
す
。 

（
あ
さ
ひ
苑　
　

岸　

千
陽
） 

10

多摩同胞会の

ホームページを

携帯でもどうぞ！




