
 
　
子
ど
も

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
昨

年
、
平
成
27
年
中
に
生
ま
れ
た
新
生
児
は
男
44
名
、

女
40
名
の
計
84
名
で
し
た
（
12
月
18
日
現
在
）
。
80

年
以
上
も
前
の
昭
和
７
（
１
９
３
２
）
年
、
こ
の
年

の
年
間
出
生
数
は
847
人
で
し
た
。
年
明
け
の
３
か
月

が
連
続
し
て
多
く
、
１
月
が
96
人
、
２
月
が
87
人
、

３
月
が
86
人
と
80
人
以
上
の
出
生
数
は
こ
の
時
期
だ

け
で
す
（
次
い
で
多
い
の
は
10
月
の
77
人
。
『
余
市

町
郷
土
誌
』
）
。

　

余
市
町
を
は
じ
め
北
海
道
日
本
海
側
に
昭
和
40
年

代
頃
ま
で
の
こ
さ
れ
て
い
た
、
子
ど
も
の
誕
生
前
後

に
ま
つ
わ
る
習
慣
や
言
い
伝
え
は
、
時
代
と
と
も
に

今
で
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

余
市
町
内
で
記
録
さ
れ
た
も
の
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん

に
着
せ
る
産
着
に
つ
い
て
、
「
木
綿
地
の
赤
い
花
染

の
肌
着
を
着
せ
、
花
染
の
頭
布
を
か
ぶ
せ
た
。
こ
れ

は
丈
夫
な
子
に
育
つ
よ
う
に
と
い
う
願
い
を
こ
め
た

も
の
だ
（
昭
和
45
年
）
」
と
あ
り
ま
す
。
赤
い
着
物

を
着
せ
る
の
は
、
赤
い
着
物
が
悪
い
も
の
か
ら
そ
の

子
を
守
っ
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
た
か
ら
で
し

た
（
還
暦
の
頭
巾
や
女
性
の
腰
巻
も
同
じ
考
え
方
で

し
た
）
。
ま
た
、
お
産
の
お
見
舞
い
は
、
出
産
後
、

３
日
か
ら
21
日
の
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
近

所
の
家
や
親
せ
き
か
ら
お
見
舞
い
の
品
と
し
て
、

「
赤
い
花
染
の
木
綿
」
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

お
産
に
関
係
し
た
俗
信
で
は
、
妊
娠
中
の
お
母
さ
ん

が
甘
い
も
の
を
好
め
ば
女
の
子
が
生
ま
れ
る
、
海
草
類

を
常
に
食
べ
て
い
れ
ば
頭
髪
の
黒
い
子
が
生
ま
れ
る
、

ア
ワ
ビ
を
食
べ
れ
ば
産
後
の
お
母
さ
ん
の
髪
が
抜
け
な

い
、
お
産
の
前
に
果
物
、
大
根
お
ろ
し
、
菜
っ
葉
、
塩

引
き
鮭
を
食
べ
る
と
よ
い
等
が
あ
り
、
道
内
の
広
い
地

域
で
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

お
産
に
関
係
し
た
禁
忌
で
は
、
「
産
婦
は
ニ
シ
ン
漁

期
中
絶
対
に
台
所
へ
出
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

漁
期
中
は
産
人
の
い
る
家
へ
行
っ
て
も
、
そ
の
家
の
火

は
使
わ
な
い
。
漁
期
中
に
お
産
が
あ
る
と
、
そ
の
主
人

も
船
に
乗
っ
た
り
、
網
に
手
を
ふ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ

た
。
」
と
い
う
記
録
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
『
日
本
海

沿
岸
ニ
シ
ン
漁
撈
民
俗
資
料
調
査
報
告
書
』
）
。

　

『
余
市
町
郷
土
誌
』
を
見
る
と
、
昭
和
７
年
当
時

の
町
内
の
産
婦
人
科
は
鷲
見
病
院
が
あ
り
、
他
に
産

婆
さ
ん
は
８
名
、
産
院
は
な
く
、
産
婆
さ
ん
達
は
お

産
の
あ
る
家
に
出
張
診
察
を
し
て
い
ま
し
た
。
家
の

中
の
畳
を
立
て
て
、
そ
こ
に
藁
を
し
い
て
行
っ
た
お

産
が
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

別
項
で
は
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
育
児
状
況
に
紙
幅

が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
育
児
に
対
し
て
は
、
～
中

略
～
、
一
部
特
殊
階
級
の
間
に
あ
っ
て
は
婦
人
雑
誌

其
の
他
の
書
籍
に
よ
り
得
た
る
知
識
に
よ
っ
て
稍
々

合
理
的
な
育
児
方
法
が
行
わ
れ
て
」
い
た
と
あ
り
ま

す
。
子
ど
も
の
寝
か
せ
方
で
は
、
仰
向
け
に
寝
か
せ

る
方
法
が
最
も
多
く
、
仰
向
け
と
同
じ
く
ら
い
に

「
か
な
り
多
い
」
の
が
「
イ
ヅ
コ
」
を
用
い
る
方
法

と
あ
り
ま
す
。
「
イ
ヅ
コ
」
は
、
育
児
用
の
カ
ゴ
の

こ
と
で
、
藁
で
編
ま

れ
た
丈
の
低
い
餅
つ

き
の
臼
の
よ
う
な
円

柱
状
の
民
具
で
す
。

　

ま
た
夏
の
間
は
ハ

ン
モ
ッ
ク
を
使
っ
て

寝

か

せ

る

こ

と

も

あ
っ
た
そ
う
で
、
こ

れ
は
ノ
ミ
を
防
ぐ
た

め
で
し
た
。

☀☁☀余市町でおこったこんな話☁☂☁
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平成２７年度日常生活自立支援事業「生活支援員」養成研修会の開催について
　日常生活自立支援事業は、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分ではない方が地
域で安心して生活を送ることができるよう、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや日常的金銭管理のお手伝
いなどをする事業です。今後、地域で生活する認知症高齢者や障がい者の増加が見込まれており、本事業の重
要性はますます高まるものと思われます。
　小樽市社会福祉協議会では、この事業の利用者に対し、実際に支援活動を担っていく「生活支援員」を養成
することを目的に研修会を開催いたします。
　「生活支援員」の活動に関心のある方、詳しく知りたい方はお気軽にお問合せください。

◆申込み・問合せ　社会福祉法人　小樽市社会福祉協議会　担当：川村
　　　　　　　　　〒 047-0033　小樽市稲穂２丁目２２番１号　小樽経済センタービル１階
　　　　　　　　　☎０１３４－３３－７７６０・ＦＡＸ０１３４－２４－２５７５

◆主 催　小樽市社会福祉協議会
◆開 催 日　１月１３日（水）　午前１０時～午後３時
◆場 所　小樽市総合福祉センター　４階　研修室（小樽市富岡１丁目５番１０号）
◆参 加 費　無料
◆参加対象者　社会福祉に関心があり、地域の方々を支援する活動に熱意のある方
◆申 込 み　１月８日（金）までに電話によりお申込みください
◆留 意 事 項　本研修を修了した方は、まず小樽市社会福祉協議会に生活支援員候補者としてご登録していた
　　　　　　　だきます。なお、活動開始時期については、小樽市社会福祉協議会から事業の実施状況や利用
　　　　　　　者の状況に応じてご連絡をさせていただきます。


