
地
域
で
支
え
る
高
齢
者

　
今
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
耳
に
す
る

よ
う
に
な
っ
た
、「
人
口
減
少
」や「
少
子

高
齢
化
」と
い
う
言
葉
。
本
市
も
例
外
で

は
な
く
、
人
口
が
緩
や
か
な
減
少
傾
向
に

あ
る
一
方
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合

は
年
々
増
加
し
、
現
在
は
約
28
パ
ー
セ
ン

ト
に
な
り
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
年
を
重
ね
て
い
く
中
で
、
病

気
や
生
活
・
周
り
の
環
境
の
変
化
な
ど
に

よ
っ
て
、
誰
し
も
が
何
か
し
ら
の
支
援
を

必
要
と
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
本
市
は
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
暮
ら
し
、
社
会
参
加
や
健
康
づ
く
り
を

通
じ
て
生
き
が
い
を
持
て
る
仕
組
み
と
な

る「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」の
推
進
や

地
域
づ
く
り
な
ど
を
目
指
し
、
４
月
か
ら

第
8
期
高
齢
者
福
祉
計
画
の
運
用
を
新
た

に
始
め
ま
し
た
。
こ
の
計
画
の
基
本
理
念

は
、「
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で　

健
や
か
に　
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
」で
す
。

　
市
内
で
暮
ら
し
て
い
る
高
齢
者
の
中
に

は
、
ず
っ
と
元
気
に
い
ら
れ
る
よ
う
に
と

早
く
か
ら
介
護
予
防
に
取
り
組
ん
だ
り
、

住
み
慣
れ
た
家
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ

う
に
在
宅
医
療
を
選
択
肢
と
し
て
考
え
た

り
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、

自
分
が
高
齢
者
に
な
っ
た
と
き
に
ど
の
よ

う
な
生
活
を
し
て
い
る
か
、
何
を
や
り
た

い
か
、
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

　人口が年々減少する一方で、本市でも高齢者人口の割合は増え続けています。1人暮らしや高

齢者のみの世帯も増加している現状を踏まえ、市では「第8期高齢者福祉計画」を策定し、地域

で暮らす高齢者を支えていく新たな一歩を踏み出しました。

自分らしく、いつまでも。
特集

▶問い合わせ　本高齢福祉課　☎0287（62）7137
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市ではどんな支援をしていくの？
～第8期高齢者福祉計画の重点事業～

地域づくり型介護予防事業の推進
「住民主体の介護予防のため
の通いの場」に、いきいき百
歳体操定着のための専門職を
派遣します。また、地域の協
力者である介護予防サポー
ターを養成し、地域の介護予
防の取り組みを強化します。

介
護
保
険
制
度
を
見
直
し

　
国
は
、
地
域
住
民
が
求
め
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
体
制
や
医
療
・
介
護
の
デ
ー

タ
基
盤
の
整
備
、
介
護
人
材
の
確
保
を
強

化
す
る
た
め
、
昨
年
、
介
護
保
険
制
度
を

改
定
し
ま
し
た
。

　
大
き
な
変
更
点
の
1
つ
は
、
介
護
報
酬

の
改
定
で
す
。
不
足
し
て
い
る
介
護
人
材

を
補
う
た
め
に
介
護
報
酬
を
増
額
し
、
そ

れ
に
伴
っ
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
と
き
に
支
払
う
負
担
額
も
変
わ
り
ま
し

た
。

　
本
市
で
も
、
第
8
期
高
齢
者
福
祉
計
画

を
策
定
し
、
介
護
保
険
料
で
は
、
基
準
額

に
対
し
て
調
整
率
を
変
更
し
た
り
、
段
階

数
を
細
分
化
し
た
り
し
ま
し
た
。詳
細
は
、

13
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
他
に
も
高
齢
者
を
支
え
る
た
め
に
、
上

記
の
事
業
を
実
施
し
ま
す
。
高
齢
者
が
住

み
慣
れ
た
地
域
で
、
安
心
し
て
自
分
ら
し

く
暮
ら
せ
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

高齢者の多様な交流・活動の支援
元気な高齢者と要支援・要介護認定を受けている高齢者
が一緒に、地域で生きがい・役割を持って生活できるよ
うな居場所づくりや社会参加
を推進します。また、地域活
動や就労を通じて、高齢者自
らが社会を支える一員として
の役割を見つけ、豊富な経験
や知識、技能を生かした活動
ができるよう支援します。

認知症・若年性認知症の人への支援
認知症の人とその家族が安心して暮らせるよう、総合
的な支援体制や地域の見守りネットワークの充実に取
り組みます。また、若年性認
知症の講演会や研修などで普
及啓発をしながら、若年性認
知症の人が社会に参加しやす
いよう、認知症カフェの開催
や新規立ち上げを支援しま
す。

地域見守り支え合い体制の整備
公立公民館に配置している
地域支え合い推進員を中心
とした見守り組織づくりを
促し、見守りや安否確認な
ど地域の課題を話し合う場
の設置・運営を支援します。

医療と介護の連携の推進
医療機関と介護サービス事
業所など関係者の連携を推
進します。また、医療と介
護関係者の顔が見える関係
づくりや、切れ目のない在
宅医療と介護の提供体制づ
くりに取り組みます。

介護予防・日常生活支援総合事業の充実
要支援高齢者向けに、掃除・
洗濯などの日常生活におけ
る支援（訪問型サービス）や、
機能訓練・通いの場などの
提供（通所型サービス）を行
います。

　
自
分
ら
し
い
生
活
を
い
つ
ま
で
も
続
け

て
い
く
た
め
に
は
、
心
と
体
の
健
康
を
保

つ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
万
一
の
と
き
に
備

え
て
、
介
護
や
福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
、
医
療

の
受
け
方
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
を

知
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
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