


「文化的な生活」がもつ大きな力「文化的な生活」がもつ大きな力
　一見、どこの地域にもあるごく普通の民家。ここは、大阪府羽

は び き の

曳野市にある空き家を改装して、
介護を必要としない65歳以上の高齢者に、日中を楽しく過ごせる居場所を提供する「街かどデイ
ハウス　コスモス」です。家庭的な雰囲気のなかで、認知症予防や筋力トレーニング、趣味・創
作活動、レクリエーション活動など、介護予防につながるサービスをおこなっています。今年で
22年目を迎えました。



　利用者は、80代後半～90代前半の方々が多いですが、みなさんとにかくお元気！　１階の広
いリビングでさまざまな行事や催しをおこない、とくにピアノの伴奏でなつかしい日本の歌、世
界の歌をうたうことが、みなさんにとって大好きな時間です。ふと昔を思い出して、涙が出そう
になることもあるそうです。



　２階にはそれぞれ３つの部屋があり、習字をしたり、読書会を開いたり、囲碁や「健康麻雀」（“賭
けない・飲まない・吸わない”麻雀）なども楽しむことができます。
　90歳のある女性は、「家にこもっているより、ここに来るのが楽しい。みんながやさしいから、
雰囲気がいい。いろんなことを勉強させてもらえます。こんな年になっても、筆をもってこれだ
けの字を書ける、みんなについていけるというのは、私の楽しみです。生きがいを感じています」
と語ります。 



　街かどデイハウス事業は、大阪府が1998年に事業化し、2007年度には大阪府下で128か所ま
で増えていました。しかし、2008年からの元橋下府政のなかで、財政再建を理由に補助金が削
られ、多くの街かどデイハウスが運営できなくなってしまいました。現在、補助金を受けて運営
しているデイハウスは、大阪府下では26か所、羽曳野市では２か所のみです。法人理事長の杉山
弥
や よ い

生さんは、「軍事費やカジノにお金を使うのではなく、こういった身近に高齢者が元気で集い
憩う場を増やすことを、もっと行政が後押しすべき」と話されました。 （写真・文　黄

こ う き

驥）
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聞こえのバリアフリー
全国に広がる加齢性難聴者の
補聴器助成制度

全日本年金者組合大阪府本部執行委員、社会福祉士　林　洋司　

私
が
補
聴
器
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
九
五
歳
の
母
が
五
年
前
に
補
聴
器
を
購
入
し
た
こ
と
か
ら
で

す
。
三
〇
万
円
の
高
額
に
お
ど
ろ
き
つ
つ
も
、
聞
こ
え
が
改
善
す
る
な
ら
と
期
待
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
結
局
本
人
が
使
い
こ
な
せ
ず
、
家
に
行
く
と
テ
レ
ビ
の
音
量
は
爆
音
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
、
が
原

点
で
す
。

年
金
者
組
合
の
組
合
員
か
ら
も
「
補
聴
器
は
、
メ
ガ
ネ
、
入
れ
歯
な
ど
に
く
ら
べ
て
あ
ま
り
に
も
高

額
。
メ
ガ
ネ
感
覚
で
補
聴
器
が
ほ
し
い
」「
加
齢
性
難
聴
は
本
人
が
気
づ
き
に
く
い
。
健
診
項
目
に
入
れ
、

は
や
く
本
人
が
自
覚
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
切
実
な
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

三
年
前
か
ら
、
堺
市
北
区
の
年
金
者
組
合
支
部
長
と
し
て
堺
市
議
会
に
補
聴
器
助
成
の
請
願
を
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
当
初
は
全
国
で
の
助
成
自
治
体
数
な
ど
の
デ
ー
タ
も
な
か
っ
た
の
で
、
二
〇
二
二

年
九
月
に
「
補
聴
器
助
成
運
動
資
料
集
」
を
作
成
し
、
大
阪
府
内
六
三
支
部
に
配
布
し
ま
し
た
。
資
料

集
の
と
り
く
み
が
『
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
』
で
報
道
さ
れ
る
と
、
四
四
都
道
府
県
一
九
七
団
体
・
個
人
か
ら

送
付
依
頼
が
殺
到
し
、
あ
ら
た
め
て
関
心
の
高
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と
、
欧
米
で
は
医
療
の
問
題
と
し
て
助
成
制
度
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
医
療

機
器
で
あ
る
補
聴
器
を
販
売
す
る
に
は
国
家
資
格
が
必
要
で
、
医
師
と
連
携
し
、
患
者
が
補
聴
器
を
使

い
こ
な
せ
る
ま
で
支
援
す
る
し
く
み
が
確
立
し
て
い
ま
す
。
補
聴
器
の
満
足
度
も
八
〇
％
に
対
し
、
日

本
で
は
三
九
％
で
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
法
律
で
公
共
の
場
所
に
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
ル
ー

プ
（
マ
イ
ク
を
通
し
た
音
声
を
直
接
補
聴
器
や
人
工
内
耳
へ
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
）
の
設
置
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
し
く
み
が
、
補
聴
器
の
普
及
を
あ
と
押
し
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
私
は
、
母
の
よ
う
な
事
例
の
多
く
は
、
生
活
実
態
を
無
視
し
、
自
助
・
共
助
に
重
き
を
置

く
日
本
の
社
会
保
障
制
度
の
問
題
そ
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
少
し
で
も
改
善
で
き
る
よ

う
、
推
進
運
動
に
と
り
く
ん
で
い
ま
す
。
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地
方
自
治
法
で
は
「
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
基
本
」
と
規
定
は
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
大
阪
維
新
の
会
は
「
身
を
切
る
改
革
」
と
称
し
、
大
阪
府
議
会
で
は
議
員
定
数
を
約

三
割
（
三
〇
人
）
削
減
し
ま
し
た
。
当
選
者
が
一
人
だ
け
の
「
一
人
区
」
は
約
七
〇
％
を
占
め
、
全
国

平
均
の
倍
近
く
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
人
区
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
落
選
し
た
候
補
者
に
投
じ
ら
れ

た
「
死
票
」
が
増
え
、
多
様
な
民
意
の
反
映
に
逆
行
す
る
政
治
が
加
速
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

年
金
者
組
合
大
阪
府
本
部
が
九
月
二
五
日
に
大
阪
府
議
会
へ
補
聴
器
助
成
の
請
願
を
し
た
と
き
は
、

健
康
福
祉
常
任
委
員
会
で
の
審
議
も
さ
れ
ず
、
委
員
全
員
（
維
新
七
人
、
公
明
二
人
、
自
民
一
人
）
が
反

対
で
不
採
択
で
し
た
。
か
た
や
、
東
京
都
で
は
特
別
区
二
三
区
中
二
〇
区
で
助
成
制
度
が
実
現
し
て
い

ま
す
（
二
〇
二
三
年
一
一
月
現
在
）。
そ
の
背
景
に
は
、
日
本
共
産
党
都
議
団
が
助
成
制
度
を
議
会
で
提

案
す
る
な
か
で
、
現
在
あ
る
補
助
制
度
（
高
齢
社
会
対
策
区
市
町
村
包
括
補
助
、
事
業
の
二
分
の
一
補
助
）

を
活
用
で
き
る
と
の
答
弁
を
引
き
出
し
た
こ
と
が
引
き
金
に
な
り
ま
し
た
。
東
京
の
一
人
区
は
一
四
％

で
、
ま
ち
づ
く
り
の
住
民
運
動
と
議
員
団
と
の
連
携
プ
レ
ー
が
制
度
を
実
現
さ
せ
て
い
ま
す
。

社
会
の
活
性
化
に
は
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
齢
に

な
っ
て
も
、
生
活
の
質
を
落
と
さ
ず
に
心
身
と
も
健
や
か
に
過
ご
す
た
め
、
聞
こ
え
の
支
援
は
重
要
な

課
題
で
す
。
先
輩
た
ち
が
保
険
適
用
を
勝
ち
取
っ
た
白
内
障
（
眼
内
レ
ン
ズ
の
挿
入
手
術
）
に
つ
づ
け

と
運
動
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
声
を
上
げ
る
こ
と
で
、
全
国
の
補
聴
器
助
成
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い

る
自
治
体
は
三
七
都
道
府
県
二
二
三
自
治
体
（
二
〇
二
三
年
一
一
月
現
在
）
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

年
金
者
組
合
は
何
歳
か
ら
で
も
入
れ
ま
す
。
現
在
一
〇
万
人
を
超
え
る
仲
間
が
全
国
で
い
き
い
き
と

活
動
し
て
い
ま
す
。「
長
生
き
し
て
良
か
っ
た
」
が
年
金
者
組
合
の
ね
が
い
で
す
。
多
く
の
方
が
、
お

住
い
の
地
域
の
年
金
者
組
合
に
加
わ
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

はやし　ようじ

1954年北海道小樽市生まれ。札幌と愛知で育ち、日本福祉大学を
卒業。就職（大阪府社会福祉協議会）のため大阪へと南下の人生。
定年退職後は、地元堺市で年金者組合活動や地域活動に走り回る。
２年前から年金者組合大阪府本部でまちづくり推進部と社会保障
部を担当。
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み
な
さ
ん
は
、
自
身
の
健
康
保
険
料
や
厚
生
年
金
保
険
料
、
雇
用
保
険
料
、
介
護
保
険
料
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
社
会
保
険
料

を
、
毎
月
ど
れ
く
ら
い
支
払
っ
て
い
る
か
、
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
言
わ
れ
る
雇
用
労
働
者
の

場
合
、
こ
う
し
た
保
険
料
は
毎
月
の
給
料
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
共
済
費
や
組
合
費
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
が
天
引
き
さ
れ
て
実
際
に
手
元
に
残
る
い
わ
ゆ
る
「
手
取
り
」
に
ど
う
し
て
も
目
が
い
っ
て
し
ま
う
の
で
、
自
分
が
負

担
し
て
い
る
社
会
保
険
料
の
金
額
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
お
ら
れ
る
方
は
、
多
く
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
、
こ
の
社
会
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
か
ら
、
病
院
を
受
診
す
る
際
に
は
窓
口
負
担
が
三
割
と
な
り
、
失
業
期

間
に
は
失
業
手
当
が
支
払
わ
れ
、
老
後
や
障
害
で
働
け
な
く
な
っ
た
場
合
は
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
社
会
保

険
と
は
、
国
や
自
治
体
、
雇
用
主
や
被
雇
用
者
が
そ
れ
ぞ
れ
保
険
料
を
拠
出
す
る
こ
と
で
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
た
り
、

病
気
や
ケ
ガ
、
失
業
に
よ
っ
て
生
活
が
脅
か
さ
れ
る
事
故
に
対
し
て
国
民
の
生
活
を
守
る
た
め
の
し
く
み
で
、
社
会
保
障
の

一
つ
で
す
。
日
本
で
は
、
大
き
く
わ
け
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
険
、
公
的
扶
助
（
生
活
保
護
）、
保
健
医
療
・
公
衆
衛
生

の
四
つ
を
合
わ
せ
て
社
会
保
障
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

稼
ぎ
が
多
く
、
若
く
て
健
康
な
人
は
、
社
会
保
険
料
は
取
ら
れ
る
だ
け
で
な
に
も
恩
恵
に
あ
ず
か
れ
な
い
、
年
に
数
回
の

受
診
な
ら
保
険
料
を
払
わ
ず
に
窓
口
で
一
〇
割
負
担
額
を
支
払
っ
た
ほ
う
が
安
い
、
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
で
す
が
、
自
分
の
賃
金
だ
け
で
自
分
や
家
族
の
治
療
費
や
老
後
費
用
を
ま
か
な
う
と
い
う
の
は
不
可
能
で
す
。
賃
金
を

特集特集

ひ
ろ
が
る
生
活
と
健
康
の
破
壊

　
　
　
─
─「
国
民
皆
保
険
」
を
問
う
─
─
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上
げ
る
運
動
も
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
た
と
え
ば
医
療
費
の
窓
口
負
担
ゼ
ロ
を
求
め
る
な
ど
、
社
会
保
障
を
充
実
さ
せ
る

こ
と
で
生
活
の
質
を
上
げ
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
運
動
も
、
と
て
も
大
切
で
す
。
賃
金
と
社
会
保
障
は
、
生
活
を
支
え
る
車

の
両
輪
な
の
で
す
。

さ
て
、
日
本
は
「
国
民
皆
保
険
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
国
民
が
な
に
か
し
ら
の
公
的
医
療
保
険
に
加
入
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
国
民
が
、
病
気
や
事
故
に
あ
っ
た
と
き
の
医
療
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
加
入
す
る
保
険
組
合
は
、
雇
用
先
や
職
種
、
年
齢
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

自
営
業
者
や
非
正
規
労
働
者
、
七
五
歳
未
満
の
無
業
者
な
ど
、
ほ
か
の
公
的
医
療
保
険
の
対
象
と
な
ら
な
い
す
べ
て
の
人
が

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
、「
国
民
健
康
保
険
」
で
す
。

し
か
し
現
実
に
は
、
退
職
後
に
国
民
健
康
保
険
へ
の
変
更
が
で
き
ず
無
保
険
状
態
に
な
っ
て
い
た
り
、
保
険
料
を
滞
納
し

て
い
て
有
効
な
保
険
証
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
保
険
証
を
も
っ
て
い
て
も
窓
口
負
担
額
が
支
払
え
ず
、
結
果
的
に
医
療

に
か
か
れ
な
い
人
が
い
ま
す
。
公
的
医
療
保
険
は
、
賃
金
と
の
両
輪
で
国
民
の
健
康
と
生
活
を
守
る
社
会
保
障
の
ひ
と
つ
の

大
き
な
柱
で
す
が
、
そ
の
対
象
に
な
れ
な
い
、
も
し
く
は
そ
の
対
象
に
な
る
た
め
の
保
険
料
が
生
活
を
圧
迫
す
る
ほ
ど
の
大

き
な
負
担
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
生
活
と
健
康
の
破
壊
が
広
が
っ
て
い
る
現
実
が
あ
り
ま
す
。

今
号
で
は
、
ひ
ろ
が
る
生
活
と
健
康
の
破
壊
の
実
態
を
見
つ
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
に
大
き
く
横
た
わ
る
「
国
民
健

康
保
険
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
社
会
保
障
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
保
健
医
療
・
公
衆
衛
生
」

を
守
る
役
割
を
主
に
担
う
保
健
所
に
つ
い
て
、
変
遷
と
課
題
、
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
ま
す
。
人
々
の
生
活
と
健
康
を
守

る
こ
と
を
考
え
た
と
き
、
四
つ
の
社
会
保
障
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
な
の
か
、
そ
の
狭
間
に
落
ち
て

し
ま
う
人
々
が
多
数
い
る
現
実
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。�
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