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人と人とのつながりを大切に地域と共に歩む理念
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この情報紙は、地域住民の皆様からの社会福祉協議会会費を財源に発行しています。

小さな場面でも相手に不自
由なく暮らしてほしいと思
い、この絵を描きました。
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第16回曽於市社会福祉大会

2020
最優秀賞作品紹介

福 祉 作 文
テーマ

「おもいやり」
誰もが幸福感に満ちた地域
をつくるには、共に支え合い、
助け合っていくことが大切です。
曽於市社協では、そのような
福 祉のまちづくりを進めるに
当たって、意識の高揚と啓発を目的に
作品を募集しました。
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優
秀
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学
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曽
於
市
立
財
部
小
学
校
　

4
年

                

福ふ
く
お
か岡

　
青あ

お
志し 

さ
ん

　「
ぎ
ゅ
っ
と
だ
き
し
め
る
こ
と
で
」

　
ぼ
く
の
家
の
と
な
り
に
住
ん
で
い
る
「
ち
い
ば
あ
」
は
、
ぼ
く

の
こ
と
を
見
る
と
、
い
つ
も
力
い
っ
ぱ
い
、
ぎ
ゅ
っ
と
だ
き
し
め
て

き
ま
す
。
ぼ
く
は
、
う
れ
し
い
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
は
ず
か
し
い
し
、

「
く
、
苦
し
い
」
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
け
ど
、
ち
い
ば
あ
は
、

そ
ん
な
こ
と
お
か
ま
い
な
し
に
、
ぼ
く
の
こ
と
を
ぎ
ゅ
っ
と
だ
き

し
め
ま
す
。

　
ち
い
ば
あ
は
、
耳
が
き
こ
え
ま
せ
ん
。
小
さ
い
こ
ろ
に
、
高
熱

を
出
し
て
、
耳
が
き
こ
え
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
ち

い
ば
あ
と
話
す
と
き
は
、
ゆ
っ
く
り
と
、
口
を
大
き
く
開
け
て
し
ゃ

べ
っ
た
り
、
手
を
動
か
し
た
り
、
体
で
表
し
た
り
、
紙
に
書
い
た

り
し
て
い
ま
す
。
ち
い
ば
あ
も
、「
手
話
」と
よ
ば
れ
る
会
話
を
使
っ

て
話
を
し
て
き
ま
す
。
　
　

　
ぼ
く
の
お
母
さ
ん
が
、
手
話
は
「
心
の
こ
と
ば
」
だ
と
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。
ぼ
く
も
、
小
さ
い
時
か
ら
、
ち
い
ば
あ
と
話
す
時

は
、
せ
な
か
を
ト
ン
ト
ン
し
て
か
ら
話
す
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た

し
、
手
話
と
い
う
会
話
が
、
自
ぜ
ん
で
当
た
り
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
だ
と
、
何
も
ふ
思
ぎ
に
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
、
ち
い
ば
あ
が
耳
が
き
こ
え
な
い
と
い
う

こ
と
を
、
ま
っ
た
く
意
し
き
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
で
も
、ぎ
ゃ
く
に
考
え
る
と
、耳
が
き
こ
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

ど
ん
な
世
界
な
の
か
も
考
え
た
り
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
ち
い
ば
あ
と
い
っ
し
ょ
に
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
て
も
、

そ
の
声
は
き
こ
え
て
い
な
い
し
、
音
楽
を
き
い
て
い
て
も
き
こ
え
て

い
な
い
、
何
も
と
ど
い
て
い
な
い
の
で
す
。
　

　
ぼ
く
は
、
両
手
で
自
分
の
耳
を
ふ
さ
ぎ
ま
し
た
。

「
シ
ー
ン
。」

　
今
ま
で
き
こ
え
て
い
た
ま
わ
り
の
音
が
、
何
も
き
こ
え
な
く
な

り
ま
し
た
。
感
じ
る
の
は
、
ザ
ー
ッ
と
い
う
へ
ん
な
音
み
た
い
な

の
と
、
心
ぞ
う
が
、
ド
ッ
ト
ッ
と
打
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
す
。

　
ぼ
く
は
、
急
に
、
こ
わ
く
な
り
ま
し
た
。
何
も
き
こ
え
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
こ
ん
な
に
も
さ
び
し
い
世
界
に
な
る
な
ん
て
、
思

い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
耳
の
き
こ
え
な
い
人
た
ち
に
と
っ
て
、

手
話
と
い
う
会
話
が
と
て
も
大
切
な
こ
と
ば
だ
と
い
う
こ
と
に
も

気
づ
き
ま
し
た
。

　
ぼ
く
は
、
思
い
出
し
ま
し
た
。
手
話
は
「
心
の
こ
と
ば
」
だ
と

い
う
こ
と
も
…
。

　
き
っ
と
、
ち
い
ば
あ
は
、
ぼ
く
の
こ
と
が
大
好
き
で
た
ま
ら
な

く
て
、い
つ
も
ぎ
ゅ
っ
と
し
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

ぼ
く
も
、
ぼ
く
の
心
の
こ
と
ば
「
ち
い
ば
あ
大
好
き
」
を
、
力
い
っ

ぱ
い
、
ぎ
ゅ
っ
と
だ
き
し
め
る
こ
と
で
、
ち
い
ば
あ
に
伝
え
よ
う

と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、「
手
話
」
を
勉
強
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
相
手

に
伝
え
る
・
伝
わ
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
は
、
耳
が
き
こ
え
て
い

て
も
、
き
こ
え
て
い
な
く
て
も
か
わ
り
ま
せ
ん
。

　「
心
の
こ
と
ば
」
に
よ
り
そ
え
る
よ
う
に
、
心
の
そ
こ
か
ら
わ

き
あ
が
っ
て
く
る
気
持
ち
を
、
心
を
こ
め
て
表
し
て
い
き
た
い
で

す
。
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最
優
秀
賞
福
祉
作
文
【
中
学
生
の
部
】

　
曽
於
市
立
末
吉
中
学
校
　

3
年

                  

　
　
久ひ

さ
な
が永

　
李り

り々 

さ
ん

　「
家
族
の
形
っ
て
」

　「
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
。」
な
に
げ
な
い
日
常
の
中
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
。

町
中
で
も
学
校
で
も
よ
く
耳
に
す
る
。
こ
の
言
葉
を
き
く
と
少
し
浮
か
な
い

気
持
ち
に
な
る
。
な
ぜ
か
。
私
に
は
父
が
い
な
い
か
ら
だ
。
顔
も
知
ら
な
い
。

父
に
つ
い
て
何
も
分
か
ら
な
い
。
父
が
い
る
っ
て
ど
ん
な
感
じ
な
ん
だ
ろ
う
。

よ
く
思
う
。
逆
に
父
が
い
る
家
庭
か
ら
す
る
と
父
が
い
な
い
っ
て
ど
ん
な
感
じ

な
ん
だ
ろ
う
。
そ
う
思
う
は
ず
だ
。
私
た
ち
の
住
む
社
会
で
は
、
母
子
家
庭
、

父
子
家
庭
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
浮

か
ん
で
く
る
ほ
と
ん
ど
が
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
幼
い
頃
、
友
達
と
家
族
の
話
を
し
て
い
る
と
き
、
父
に
つ
い
て
の
話
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
私
は
何
も
考
え
ず
に「
私
、お
父
さ
ん
い
な
い
。」と
話
し
た
。

す
る
と
、友
達
は「
え
。
お
父
さ
ん
い
な
い
人
も
い
る
ん
だ
。」と
ボ
ソ
ッ
と
言
っ

た
。
そ
れ
に
続
け
て
「
絶
対
つ
ま
ん
な
い
し
楽
し
く
な
い
で
し
ょ
。」
と
言
い

放
っ
た
の
だ
。
と
て
も
悔
し
か
っ
た
。
心
に
ポ
ッ
カ
リ
と
穴
が
開
い
た
気
分
だ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
偏
見
に
対
し
て
私
の
心
の
隅
に
怒
り
の
炎
が
湧
き
上
が
っ
た

の
を
今
で
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
時
は
た
ち
、
私
は
小
学
校

高
学
年
に
な
っ
た
。
友
達
と
の
何
げ
な
い
日
常
の
会
話
の
中
で
ま
た
、
父
の
話

に
な
っ
た
。
ま
た
、
私
は
「
私
、
お
父
さ
ん
い
な
い
。」
と
言
っ
た
。
す
る
と
、

空
気
が
重
く
な
り
、
皆
少
し
の
間
無
言
に
な
っ
た
。
悲
し
か
っ
た
。

　
今
度
は
心
の
中
に
怒
り
の
炎
で
は
な
く
、
悲
し
み
の
冷
た
い
雨
が
降
り
注

が
れ
た
の
を
感
じ
た
。
私
た
ち
の
住
む
社
会
に
は
、
私
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
思
い
を

す
る
人
が
他
に
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
皆
が
こ
の
よ
う
な
反
応
に
な
っ
た
の
に

は
、
社
会
に
偏
見
が
あ
る
か
ら
だ
と
私
は
思
う
。
偏
見
と
い
う
字
は
偏
よ
る
見
方
と
書

く
。

　
私
は
こ
の
偏
見
を
も
っ
た
こ
と
が
な
い
と
は
っ
き
り
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し

ろ
、
誰
も
が
偏
見
を
も
つ
も
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
私
自
身
も
実
際
に
見
た
目
だ

け
で
そ
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
め
て
し
ま
い
良
い
イ
メ
ー
ジ
が
持
て
な
か
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
話
し
て
み
る
と
、
自
分
が
思
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
真
逆
の
人
柄
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
勝
手
な
偏
見
で
イ
メ
ー
ジ
を
固
め
て
し
ま
い
良
い
イ
メ
ー

ジ
が
も
て
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
実
際
、
母
子
家
庭
で
困
る
場
面
は
沢
山
あ
る
が
、
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
良

い
と
こ
ろ
も
沢
山
あ
る
。
た
と
え
ば
、
体
育
大
会
は
皆
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
行
事
の

一
つ
だ
ろ
う
。
だ
が
私
は
、
半
分
恥
ず
か
し
い
、
半
分
楽
し
み
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。

お
昼
休
み
の
と
き
、
皆
は
家
族
が
集
ま
っ
て
大
人
数
で
に
ぎ
や
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
私

の
と
こ
ろ
は
、
静
か
に
ひ
っ
そ
り
と
食
べ
て
い
る
。
な
ぜ
か
分
か
ら
な
い
が
恥
ず
か
し
い

気
持
ち
に
な
る
。
母
は
私
の
気
持
ち
を
知
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
負
け
な
い
く
ら
い
に

朝
か
ら
手
を
ぬ
か
ず
に
一
生
懸
命
に
弁
当
を
作
っ
て
く
れ
る
な
ど
女
手
一
つ
で
私
を
こ
こ

ま
で
育
て
て
く
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
毎
日
笑
顔
で
い
て
く
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
私
は

十
分
だ
。
私
は
幸
せ
者
だ
な
と
思
う
。

　
家
族
の
形
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
る
。
勝
手
な
偏
見
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で

決
め
つ
け
な
い
で
ほ
し
い
。
父
が
い
な
く
て
も
私
の
家
族
は
工
夫
し
な
が
ら
助
け
合
い
、

楽
し
く
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
。
私
の
家
族
は
、
愛
を
大
切
に
し
て
お
互
い
の
存
在
を

認
め
合
う
家
族
だ
。
私
は
こ
の
家
族
の
形
に
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
家
庭
に
生
ま

れ
て
よ
か
っ
た
と
、
今
は
心
か
ら
思
え
る
。

　
偏
見
の
な
い
生
き
や
す
い
社
会
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
今
の
私
の
願
い
で
あ
る
。



福祉教育出前講座を開催
福祉マインド（福祉の心、福祉の精神）やボランティア観を学ぶ
　7月1日、岩南小学校から依頼を受けて福祉教育出前講座を開催しました。
　子どもたちが障がい者スポーツやパラリンピックについて知ることで、障がいのある方への理解を
深め、思いやりをもった行動ができるようになることを目標
に、障害福祉サービス事業所 大隅シオン舎 立山 泰子氏に
よる講話やボッチャ（パラリンピック競技）、アキュラシー
（障がい者スポーツ大会種目）体験を実施しました。
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講話をしてくださった立山さん

ボッチャをする丸鶴さん（中央）

―パラリンピックの種目になっているボッチャを体験してみてどうでしたか？
　立った状態や、車いすに乗った状態からボールを投げてみました。どちら
も難しかったけど、チームで協力しながらすることが楽しかったです。
　ボッチャの体験やパラスポーツの歴史についての説明を聞くことで、車いす
でスポーツをする人たちが楽しめるように、いろいろな工夫があることが分か
りました。
―出前講座をとおして感じたことは？
　講座をとおして、学んだことを伝えることは私にもできることだと感じたの
で、これからもいろいろなことを学びながら、もっとみんなに教えて広めたい
と感じました。

参加者にインタビュー
丸鶴 りおさん（岩南小学校5年生）
ま る つ る

第16回曽於市社会福祉大会における参加者制限のお知らせ
 本年度の曽於市社会福祉大会につきましては、新型コロナウ
イルス感染拡大防止の観点から、参加者の身体的距離の確保、
マスク着用や手指消毒など、感染予防対策を徹底した上で、大
会規模を大幅に縮小し、表彰式典のみを実施することとしまし
た。
 例年、受賞者の方をはじめ、多くの関係者の皆さまにご参加
いただいている大会ですが、参加者の健康と安全を考慮し、今
回の参加者を受賞者及びその関係者等、ご案内した方々に限定
して開催いたします。つきましては、一般の方のご参加をご遠
慮いただくことに対して、ご理解とご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

問い合わせ先
曽於市社会福祉協議会　総務課
☎0986-72-0460



　　　地域で守る命の講座　　 （赤い羽根共同募金助成事業）
　　　 　サマーボランティア体験活動2020

近年、日本各地で豪雨等の災害が多く発生していることか
ら、この講座を毎年夏休み期間中に実施しています。今年で
3年目となり、今年度は8月3日に岩南小学校で行いました。
この講座は、様々な体験を通じて、児童・生徒のさらなる成
長を目指し、住民同士の日常的なつながりをつくることを目
的に開催しています。

学校関係者、保護者、校区社協、公民館、在宅福祉アド
バイザー、日赤鹿児島支部、赤十字奉仕団員など多くの地域
住民の方々の参加協力をいただきました。ありがとうござい
ました。
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堂園さん親子（右）

学校周辺の危険個所の把握 非常炊き出し体験の様子

災害時等で活用する段ボールベッドの組み立て

地域で守る命の講座参加者のこえ

　堂園 徠実さん（岩南小学校４年生）
  日本赤十字社の方から、大雨やかみなりから身を守る方法を教えてもらいました。ひなん所で使うだん
ボールベッドの組み立てもさせてもらいました。だんボールなのにじょうぶなベッドができることを初めて
知って、びっくりしました。
　その後、地いきの方々や先生といっしょに学校の近くにあぶない場所がないか見て回りました。わたしは古
い空き家があることに気がつきました。古い空き家は大雨や風でくずれることもあるそうです。近くを通る
ときは気をつけようと思いました。
  今、社会科で自然災害にそなえるまちづくりの勉強をしています。自分の命をしっかり守れるように、教えて
もらったことをおぼえておきたいです。

ど う ぞ の く る  み

　堂園 美樹さん（保護者）
　今回、子どもたちと一緒にサマーボランティア体験活動に参加させていた
だきました。今回の体験以降、今まで以上に、台風や災害への備えをするよ
うになりました。また、子どもたちと何を準備したらいいのか、どこへ避難
したらいいのかなど、しっかり話し合うこともできるようになりました。子
どもたちも災害に対し、さらに関心をもつようになったと思います。このよ
うな機会が、地域の災害に対する安全を築くことにつながるのではないかと
思います。今後もボランティア活動を通して、子どもたちや地域の方々と一
緒に安全な地域づくりができたらと感じました。

ど う ぞ の み 　 き



サロンで
　地域いきいき
ふれあい・いきいきサロン
棚木サロンなごぶい(末吉地域)

　今年の7月に開設したばかりのサロンです。校区内で新規開設
するサロンの話を聞いて「サロン、いいなぁ。棚木も公民館があ
るし…」と呟いたところ、社協より「棚木も開設しませんか？」と
声をかけられたことがきっかけでした。ですが、私は横浜から棚
木に移住して 3 年目。勝手に決めて参加してくれる人がいるだろ
うか…と悩みました。幸いなことに棚木自治会は13所帯の小さな

9月8日、財部保健福祉センターにて開催し、41名の参加があり
ました。

今回は社協事業の紹介や報告のほか、一般社団法人パーソナル
サービス支援機構代表理事の大倉 一真 氏より「生きづらさを抱え
て困っている人をどのように見つけてどのようにつないでいくか」
と題して講演をいただきました。

制度の狭間で苦しみ、つながりを失っている方に対して、支援の
ネットワークを構築していくために、個人の問題を「わたしたちの
問題」と捉える視点が必要であること、困っている方の心に寄り添
うことの大切さについてお話しいただきました。

また、ひきこもりの方が地域と関わりを持ちづらい原因として、
「人と関わり、実際に行動した」という経験の不足から社会でのコ
ミュニケーションがうまくいかないことがあげられる。だからこ
そ、地域とつながりをもち、その中で様々な体験をしてもらうこと
が重要だと教えていただきました。生きづらさを抱えた方をどのように支え、助け合っていくか、地域での見
守りや支え合いの大切さについて、改めて考える機会となりました。

集落。サロンの話をしてみたところ、全世帯賛成で開設が決まりました。
　毎月第 2 土曜の午後を基本に茶話会に軽い体操やゲーム、健康についての話をしたり、月 1 ～ 2 回の
集まりを楽しんでいます。最近では社協から借りてくる“ボッチャ”（パラリンピック正式種目）で盛り上がっ
ています。
　性別、年齢に関係なく、みんなが楽しめて最後まで勝敗がわからないスリリングな駆け引き。毎回笑い
声が絶えません。まだまだ始まったばかりの「なごぶい」ですが、これからも「皆で元気に長生き」を合
言葉に、「なごぶい＝久しぶり」に地域の顔見知りが集まり、ほっとする場所として楽しく続けていけたらと思っ
ています。

代表　小
お  ば た

幡　留
る

美
み

子
こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 

校区・地区公民館長及び校区社協会長合同連絡会を開催
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棚木サロンなごぶいの皆さん



感染症対策として参加人数を少なくするために分散して計8ヵ所で開催しました。市内各団体から計
98名の参加がありました。

今回は、「認知症サポーター養成講座」とコロナ禍における取り組みについて情報交換などを行いま
した。

サロン・体操教室・ミニデイ合同連絡会を開催

－7－

認知症サポーター養成講座

情報交換会

「認知症サポーター」とは、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対して
できる範囲で寄り添い、支援する人のことです。

曽於市でも大きな課題である認知症について理解を深め、サポートの輪を広げられるよう、参加者の皆さん
に「認知症サポーター」になっていただきました。

感染症の影響で開催を見合わせているところ、対策を行いながら開
催しているところなど、それぞれ異なる状況や取組を今後の活動に向
けて出し合い互いに参考にしていただきました。

情報交換会では
こんな意見がでました

● コロナ禍における地域活動で工夫していること
・食事を弁当に変えたり、小鉢に分けたりしています。
・検温・除菌・手洗い・換気などを徹底しています。
・人数が多いので曜日を分けて密にならないようにして開
　催しています。
・直接の接触を避けるような手袋などの道具を活用してい
　ます。

―認知症サポーター養成講座を受けてみてどうでしたか？
　認知症がこれまでイメージしていたより、いろんな症
状などかあるということがわかりました。
　自分の身近なところでも思い当ることも多くて、自分
の生活や地域の中で認知症を「自分の事」として見られ
るようになったと思います。
　サロンの皆にも聞いてもらいたいと思いました。

―他の活動者との情報交換はどうでしたか？

　他の団体の人達とも色々な話ができて良かったです。
　コロナ禍でなかなか再開できていないとの話も聞きまし
たが、自分たちは参加者の意見で6月から再開し、換気や
消毒、食事への注意などしながら活動できています。
　他のサロンでは男性の参加が少ないという悩みもありま
したが、自分たちの所では男性がとても積極的に取り組ん
でくれるなど、サロンのいいところに気づかせてもらえま
した。

● 地域活動での悩み
・男性の参加が少なく、支え手が不足している問題などが
あります。
・新型コロナウイルスへの感染が気になり、接触したり、
外出を避けることが増え、みんなのやりたい活動がなかな
かできません。
・もしも感染者が出たらどうしようという不安があります。

参加者にインタビュー
高山いきいきサロン(財部地域)　田中 ヒナ子さん

た なか



に出演
しまし

た

曽於市立岩南小学校
● 創立144周年　
● 児童数　21名（令和２年度）
　「花とカヌーとふれあいの学校」のキャッチフレーズのも

と、小規模校の良さを生かし、一人ひとりの良さを認め合い、

助け合う活動を重視しています。また、グラウンドゴルフ交流会、

合同合唱、特別養護老人ホーム訪問など、さまざまな場面で地域

の高齢者の方々との交流を行っています。

―これから学校・地域でどんなことに取り組みたいで
すか？
　これからは福祉についてたく
さんのことを学んで、もしも、
人が困っていたらサポートする
ことができるようにしたいです。
－ラジオ出演はどうでしたか？

緊張していましたが、最後は
楽しくしゃべることができまし
た。

－これから学校・地域でどんなことに取り組みたいですか？
もし災害が起こったら、かみな

りが鳴っているときには木の下に
行かないことやひなん所でのすごし
方など、習ったことをしっかりし
たいと思いました。
－ラジオ出演はどうでしたか？

緊張したけど、しっかりできた
ので良かったです。

－福祉体験はどうでしたか？
今年度、「サマーボランティア体験活動」や「福祉教育出前講座」など、良い学

びの場を提供していただきました。岩南小学校の子どもたちと共に、教えていただ
いたことや、体験して感じたことをこれからの活動にいかしていきたいです。
－福祉教育への想い

様々な福祉体験をとおして「福祉とは、何か？」ということを考えてきました。
その中で私が心に残った言葉は、「福祉とは、ふだんの　くらしの　しあわせ」だ
ということです。私たちは、たくさんの人たちと一緒に生活を送っています。一人
では生きていけません。福祉教育を通して、「みんなが幸せに暮らせるように、自
分に何かできることはないか？」と、子どもたちが考えるきっかけになればと思っ
ています。

－ラジオ出演はどうでしたか？
ラジオで話すということは、今回が初めてでした。もちろん、収録スタジオに入るのも初めてです。子どもたち

と同様に、私自身もとても緊張していました。
始まってからは、緊張していたのが嘘のように、楽しく話をすることができました。あっという間の１時間でし

た。最初は緊張していた子どもたちが、堂々と自分の考えを話す様子を見て、頼もしく感じました。子どもたちの
おかげで、私も貴重な経験をさせてもらいました。

高
た か

野
の

 梨
り

叶
の

愛
あ

さん（岩南小学校6年生） 須
す

田
だ

 玲
り

央
お

奈
な

さん（岩南小学校6年生）

8月6日「サマーボランティア
体 験 活 動 と 福 祉 教 育 出 前

講座」をテーマにラジオ出演しまし
た。岩南小学校の皆さんに体験を通
しての感想や現在学校で取り組むボ
ランティア活動についてお話しいた
だきました。※福祉体験の内容につ
いては5ページを参照平

ひ ら

原
は ら

 美
み

保
ほ

先生（岩南小学校教諭）

SOOGoodFM
まちづくり曽於エフエム
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10月から赤い羽根共同募金運動がはじまっています！
■共同募金ってなに？
　共同募金は、赤い羽根をシンボルに、「赤い羽根共同募金」として、毎
年10月1日から翌年 3 月31日の期間、全国で募金運動が行われています。
■共同募金は何に使われているの？
　共同募金は、制度や行政の手が届かない「困ったこと」のために使われ
ます。曽於市で募金をすると、曽於市の「困ったこと」に使われます。
　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな
地域福祉の課題解決に取り組む民間団体に助成しています。

皆様のご協力をどうぞよろしくお願いします。

10月1日「赤い羽根共同募金運動」をテーマにラ
ジオ出演しました。共同募金は、集められ

た地域の福祉のために使われる募金です。今回は共同募
金の助成を受けて活動されている団体「ミニデイ ななつ
星」の森岡さんに活動の内容などについてお話しいただ
きました。

森
も り

岡
お か

 千
ち

鳥
ど り

さん（ミニデイ ななつ星 代表）
－ミニデイではどのようなことをされているのですか？

定期的に集って、交流をしながら体操などを通じて
心身機能の維持・向上を図っています。介護予防に努
めて、できるだけ在宅生活を継続できるようにと活動
しています。

具体的には、週１回、体操や脳活性化リハ、ゲーム
や製作活動、音楽教室、季節に応じた行事活動など
行っています。

スタッフがいろいろ工夫を重ねながらも、専門職や
個人、団体のボランティアの支援もいただきながら
内容の深いプログラムが実施できていると感じていま
す。

－活動をされてきてどのようなことを感じていますか？
みんなの生活の一部になっていて、楽しみにしてい

ただけているようです。活動を重ねるごとにみんなの
絆が深まっていて、ここでの関係が、日常生活上の地
域の支え合いにつながっていると思います。

一人ひとりの健康意識も高まり在宅生活の意欲も高
まっていることも感じます。また、みんなの居場所と
なっていることで、閉じこもりの防止や地域参加の促
進にもつながっています。

また、利用者やスタッフの得意なことや知識、経験
などを生かした活動も積極的に取り入れていること
も、それぞれが役割を持つことができ、自尊心の向上
にもなっていると感じています。
－今後の活動への思いは？

まず、みなさんの大切な募金のおかげでミニデイの
活動が継続できていることに深く感謝しています。

地域のみなさんの大切な場所として活動を続けて
いきたいと思いますが、今後は買い物支援もそうです
が、みんなの生活課題をミニデイ活動を通じてその解
決に取り組んでいけるようになれたらと思っています。

SOOGoodFMで社協の情報を発信さ
せていただいています。
▶ 番組名：しるしるそお市
▶ 社協出演枠：偶数月第1木曜日
　 　　　　　　11時00分～12時00分
▶ 次回予告：社会福祉大会について

ミニデイ ななつ星活動の様子
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正規職員 常勤臨時職員
公募する職　 ①看護職員 ②介護支援専門員 ③地域福祉コーディネーター 地域包括支援センター 介護支援専門員

受験資格

①普通自動車運転免許及び看護師または准看護師の資格を
有する方
②普通自動車運転免許及び介護支援専門員の資格を有する方
③普通自動車運転免許及び社会福祉士または社会福祉主事の
資格を有する方

普通自動車運転免許及び介護支援専
門員の資格を有する方

採用定数 ①②③若干名 若干名

受験申込み
受付期間

令和２年12月１日(火) ～ 令和 3 年１月８日 (金)
午前 8 時 30 分～午後 5 時
ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。

随時

採用試験日 令和３年１月 24 日 ( 日 ) 随時

正規職員・常勤臨時職員の募集について
一緒に曽於市社会福祉協議会で働いてみませんか？
社会福祉法人曽於市社会福祉協議会では、以下の職務に従事する職員を公募します。

詳しいことのお問い合わせは下記までご連絡ください。
社会福祉法人曽於市社会福祉協議会　総務課　担当 藤田　　電話番号　0986-72-0460

権 利 擁 護
センターから
安心して暮らし続ける

ために

10月20日、支援者の質の向上を目的に、福
祉サービス利用支援事業（日常生活自立支援事
業）の利用支援員研修会と第5回権利擁護セン
ター研修会を開催しました。

利用支援員研修会では、利用支援員として活
動されている方とこれから活動される方を対象
に、また、権利擁護センターの研修会では、関
係者・職員を対象に、天羽 浩一 先生（社会福
祉士事務所 こすもす）をお招きして、「権利擁
護」をテーマに講話をいただきました。

講話をとおして、「権利擁護とは、人間の尊
厳と人権を尊重すること。つまり、個人が大切
にしていることは何か、どのように過ごしてい
きたいのか、楽しみにしていることは何かといっ
たその人の思いを把握し、その思いの実現を目
指して取り組むことである」ことを再確認させ
ていただきました。

支援員の方々、関係者・地域の皆さまのご協
力をいただきながら、一人ひとりと向き合い、
安心して暮らせるような支援ができるよう努め
ていきます。

■福祉サービス利用支援事業（日常生活自立支援事業）
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などのう

ち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が
送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの
利用援助等を行うものです。
■利用支援員

契約内容・支援計画にそって、定期的に訪問し福祉
サービスの利用手続きや預金の出し入れをサポートして
います。

権利擁護の研修会を開催
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曽於市社協からのおしらせ

会場 開催日時 11月26日
9：30～12：00

12月10日
9：30～12：00

12月24日
9：30～12：00

1月14日
9：30～12：00

1月28日
9：30～12：00

2月25日
9：30～12：00

財部保健福祉
センター 相談員 橋本 棚木原 柳田 鎌原 橋本 棚木原

そお生きいき
健康センター 相談員 山内 竹石 原田 吉田 羽嶋 山内

大隅弥五郎
伝説の里 相談員 佐伯 鍋山 大村 津曲 佐伯 鍋山

心配ごと相談所開設について
日常生活のことで、お困りのことがありませんか？心配ごと相談員や社会福祉協議会職員が対応いたします。

無料法律相談開設について
ひまわりの会による無料法律相談
○相談料：無料(相談者からはいただいておりません)
※1回につき相談時間は30分以内
○申込・受付方法：事前に予約が必要です。
○お問合せ先：
　ひまわりの会　事務局　代表弁護士　山口　政幸
　鹿児島市山下町12番17号2階
　TEL：099-227-0041(受付：平日9時～17時)　

藤尾法律事務所による無料法律相談
○相談料：無料(相談者からはいただいておりません)
※1回につき相談時間は30分以内
○申込・受付方法：先着順、事前電話予約可
○お問合せ先：
　弁護士法人 大隅広域ディフェンダー
　藤尾法律事務所 末吉支所
　曽於市末吉町本町1-4-5　TEL：0986-51-9830

○相談日時及び会場：
会場 相談日時

財部保健福祉
センター

1 月 21 日
(13時から16時まで)

そお生きいき
健康センター

11 月 19 日、2 月 18 日
(13時から16時まで)

大隅弥五郎
伝説の里

12 月 17 日
(13時から16時まで)

○相談日時及び会場：
会場 相談日時

財部保健福祉
センター

12 月 8 日、1 月 12 日、2 月 9 日
(13時から15時まで)

大隅弥五郎
伝説の里

11 月 17 日、12 月 15 日、
1 月 19 日、2 月 16 日

(18時から20時まで)

曽於市社会福祉協議会で23日間実習させていただき、ありがとう
ございました。たくさんの事業に参加させていただき、地域福祉に
おける人と人とのつながりの大切さ、信頼関係を結ぶ大切さ、地域
に住む人々の住みやすい居場所づくりに関わるすべての人々の姿な
ど、たくさんのことを学ばせていただきました。社会福祉士として
地域を支援する一員となり、貢献できるようにこれからも精進して
いきたいと思います。

実習生

※ 2 月 11 日は祝日のためお休みです。
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久保 早紀 さん
（宮崎福祉医療カレッジ）

く 　 ぼ さ 　 き

本会で社会福祉士相談援助実習を行った久保さんからメッセージを
いただきました。



曽於市社会福祉協議会では、この善意を市民の皆様の福祉向上のために大切に使わせていただきます。
なお、本紙への掲載につきましては、ご本人の承諾を得てご希望どおりに掲載しております。
香典返し寄付金（敬称略）（令和 2 年 8 月 1 日～10月 31 日）

たくさんの善意に感謝いたします。

一般寄付金品（敬称略）（令和 2 年 8 月 1 日～10 月 31 日）

朝夕涼しくなり秋の気配を感じるこの頃、秋と言えば食欲の秋、芸術の秋、
読書の秋、スポーツの秋、行楽の秋…。コロナ禍「新しい生活様式」で季節
を満喫し気持ちをリフレッシュしたいものです。しかし、地域では、風評被

害や誹謗中傷を心配され、帰省を控えておられるご家族や地域活動の中止により寂しさや不安を感じな
がら生活されている方も少なくありません。地域福祉に携わらせていただく者として微力ではあります
が地域で暮らす方々の気持ちに寄り添いながら努めていきたいと思います。気温の変化に注意し、衣服
で調節しながら、体調管理に気を付けて健康に過ごしましょう。

Ｍ・Ｕ

職 員 よ り

財部地区 末吉地区 大隅地区

鹿児島県茶商業協同組合
社協へティーバッグのお茶(100個入り520袋)を寄贈
　ご寄付いただいたお茶は、ふれあい・いきいきサロンなどへ配布させていただき
ました。本当にありがとうございました。

◀サロン・体操教室・ミニデイ合同連絡会で配布いたしました。
　ふれあい・いきいきサロン 笑福会　代表 宮田 月美 氏(左)
　曽於市社会福祉協議会 末吉支所長　坂元　直美(右)

切　通　博　之
末　永　シヅ子
中　﨑　スミ子
園　田　輝　久
坂　元　シゲ子
松　元　冨士男
桐　原　一　郎
本　村　ヨリ子
永　田　曜　子

畠　　　　 中
西 村
七 村
湯 田
田 平
桜 馬 場
桐 原
泊 ヶ 山
上 正 ヶ 峯

鹿　島　昭　一
冨　吉　博　人
信　時　ユキ子
原　田　順　子
有　馬　郁　子
長　峯　貞　弘
白　澤　ナリ子
中　田　一　男
持　留　征　男
砂　田　カツ子
稲　留　一　夫
濵　田　一　好
東　　　裕　子
大　津　悦　郎
大　薗　武　彦
池之上　淳　一
匿　名　１　件

向 江 西
小 中 野
森 田
六 町 前

六 町 西
東 高 松
新 高 尾
国 原 西
菅 渡
和 田

椿
猪 之 川 内
三 枝 前
川 内 後
菅 渡

川　邉　浩　二
村　下　恵　子
吉　峯　キヨ子
小　濵　タミ子
久木田　久　子
小　濵　アイ子
新　原　義　昭
前　田　三　郎
吉　國　勝　義
佐々木　正　和
樋　脇　スズ子
匿　名　１　件

愛 知 県
大 沢 津
別 府
狩 谷
坂 元
榎 木 段
荒 谷
東 笠 木
二 重 堀
持 留
段 坂 元

末吉地区 大隅地区
匿名１件　 青木　勇人　　新高尾	 10,000円

竹内　昭　　　掛　上	 3,000円
匿名　　　　　　　　　　		150,000円
匿名１件

匿名１件

財部地区


