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　　成羽病院通信　　　　　　   ■問い合わせ　☎�３１１１

地域連携室のご案内
　成羽病院では、地域連携室の相談員（社会福祉士）が、成羽病院へ入院・通院されている患者の皆さん、
そのご家族の医療、福祉等に関する相談をお受けしています。
　退院後の生活の不安、介護・福祉制度に関すること、医療費の支払い等経済的な悩みなど遠慮なく
ご相談ください。
　＜相談内容の例＞
　　・病気で後遺症が残り介護が必要となった。
　　・１人暮らしのため退院後の生活に不安がある。
　　・退院後、在宅で介護サービスを利用したいが利用方法がわからない。
　　・施設入所を希望しているが手続きの方法がわからない。
　　・医療費の支払いや軽減の相談など経済的なことが心配。
　　・介護保険や生活保護など社会福祉制度について教えてほしい。
　地域連携室の相談員がお話しを伺いますので、入院・通院等でご来院の際にはお近くの病院スタッ
フにお声かけください。

成羽病院地域連携室・社会福祉士　森本  敦

　　　　　　　☆夏のイタリアンランチフェア
　８月１８日㈪から９月５日㈮まで、イタリアンランチフェアを開催します。イタリア人シェフの
アレージ・ジョルジョさんが、安心安全な高梁産の野菜や食材にこだわった本場のイタリアンラン
チとデザートです。数量限定のため、売り切れの場合もございます。ランチフェア期間中は、コー
ヒー１杯を無料サービスいたします。

　レストラン「ラ・エスペランサ」（順正学園国際交流会館 1 階・高梁市奥万田町）
　営業時間　午前１１時３０分～午後２時（※土・日曜日、祝日は休業）
　イタリアンランチ 600 円　パスタランチ 500 円　コーヒー＆デザート 300 円
■問い合わせ　株式会社ＪＥＩ　☎�３７２０

☆「地域担い手への心のケア支援活動」地域ミニシンポジウム
　発達障がい児者支援の現状と課題を、学校教育、NPO 法人、大学付属心理相談室での取り組みを
題材として、発達障がい児者に対する地域支援の横断的理解と課題について考えます。

　日　時：８月２９日㈮　午後６時（開場：午後５時）～午後８時
　会　場：大学７号館１階　７１１講義室
　対　象：保育・教育・福祉・医療関係者、発達障がい児者支援に興味・関心のある人
　参加費：無料　※参加には事前の申し込みが必要になります。
　　　　　　　　　電話もしくはメール（ kibi.shinri@gmail.com ）にて参加をお申し込みください。
■問い合わせ　吉備国際大学心理相談室　☎�９０３３（平日：午後 1 時から午後 4 時 30 分まで）

☆講演会「食と健康に関する一般に知られていない事実」
　「食と農に関する諸問題」 「サプリメントは本当に健康維持に役立つのか？」 「脳に関しての諸問題」
について、それぞれ吉備国際大学の教授が講演します。

　日　時：９月１１日㈭　午後 1 時（開場：午後 0 時 30 分）～午後 4 時
　会　場：順正学園国際交流会館２階　多目的ホール
　対　象：高梁市民、講演内容に関心のある人、学生
　参加費：無料　※事前の参加申し込みは必要ありません。
■問い合わせ　吉備国際大学地域連携センター　☎�９０５０

８月～９月開催のイベントを紹介します！
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山
田
方
谷
を
語
る

民
政
刷
新

　

山
田
方
谷
は
嘉
永
５
（
１
８
５
２
）
年
か

ら
郡
こ
お
り

奉ぶ

行ぎ
ょ
うも

兼
ね
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

彼
は
財
政
と
政
治
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な

も
の
で
、
財
政
と
同
時
に
町
村
の
政
治
や
治

安
の
維
持
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、

要
望
し
た
こ
と
で
す
。
初
め
に
賄わ
い

賂ろ

を
禁

止
し
、
賭と

博ば
く

を
厳
禁
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

総
門
前
に
目
安
箱
を
置
い
て
広
く
提
案
を

求
め
、
不
正
は
投
書（
名
前
明
記
）で
訴
え
ら

れ
ま
し
た
。
賄
賂
の
機
会
を
な
く
す
た
め
、

役
人
が
商
人
・
庄
屋
な
ど
と
個
人
的
に
会

う
こ
と
を
禁
じ
、
ま
ず
役
職
に
あ
る
者
が

行
な
い
を
正
し
て
人
々
を
指
導
し
ま
し
た
。

　

当
時
、
松
山
藩
の
周
辺
は
旗
本
領
や
幕
府

領
が
入
り
組
み
、
他
所
か
ら
来
て
悪
事
を
働

く
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
藩
民
は
苦
し

ん
で
き
ま
し
た
。
方
谷
は
強
力
な
盗と
う

賊ぞ
く

方が
た

を
置
き
見
廻
り
を
厳
し
く
し
、
後
に
は
農

兵
に
も
協
力
さ
せ
た
の
で
領
内
は
良
く
治

ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ば
く
ち
を
す
る
者

が
多
か
っ
た
の
で
こ
れ
を
厳
禁
し
、
見
つ

け
る
と
、
眉
と
片か
た

鬢び
ん

（
片
方
の
耳
の
前
の
ひ

げ
）
を
剃そ

り
落
と
し
た
り
、
寄よ
せ

場ば

に
収
容
し

て
ベ
ン
ガ
ラ
染
め
の
赤
い
上
着
を
着
せ
て

仕
事
を
さ
せ
、
厚
生
す
る
と
家
に
戻
し
ま

し
た
か
ら
、
賭
博
を
す
る
人
は
い
な
く
な

り
ま
し
た
。
お
か
げ
で
人
情
は
よ
く
な
り
、

夏
の
夜
な
ど
雨
戸
を
閉
め
な
く
て
も
よ
く

な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
領
内
の
貧
困
者
に
は
資
金
を
貸
し

与
え
て
立
ち
直
り
を
計
り
、
荒
れ
地
・
開

墾
地
に
は
補
助
金
を
出
し
て
開
か
せ
、
当

分
税
を
免
除
し
ま
し
た
。
領
内
の
貧
窮
人

を
調
べ
さ
せ
、
最
も
貧
し
く
、
生
活
が
難

し
い
者
に
は
米
・
金
を
与
え
て
助
け
、
庄

屋
を
三
代
続
け
、
貧
し
く
な
っ
た
者
に
は

米
70
俵
を
無
利
子
で
貸
し
与
え
、
10
年
で

還
納
さ
せ
ま
し
た
。
村
の
役
人
の
不
正
を

正
し
く
し
た
の
で
、
藩
内
は
大
い
に
治
ま

り
ま
し
た
。
領
民
の
生
活
は
安
定
し
、
人

口
は
増
加
し
ま
し
た
。
方
谷
が
今
で
も
多

く
の
人
に
慕
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。

　

安
政
２
（
１
８
５
５
）
年
に
は
江
戸
に
大

地
震
が
あ
り
、
江
戸
藩
邸
は
被
害
甚
大
で

し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で

も
方
谷
の
要
請
に
藩
主
は

応
え
、
藩
民
か
ら
は
増
税

を
せ
ず
、
大
坂
商
人
か
ら

借
り
て
ま
か
な
い
ま
し
た
。

藩
財
政
が
改
善
さ
れ
た
こ

と
を
も
と
に
、
方
谷
の
上

申
し
た
藩
民
へ
の
撫
育
案

を
藩
主
は
実
行
し
、
藩
士

に
対
し
て
は
、
嘉
永
３

（
１
８
５
０
）
年
の
倹
約
令

で
、
給
与
の
１
割
を
カ
ッ
ト
し
て
い
た
の

を
、
嘉
永
５
（
１
８
５
２
）
年
に
５
分
戻
し

て
い
た
の
で
、
安
政
２
年
に
は
残
り
の
５
分

を
戻
し
ま
し
た
。
農
民
に
は
税
を
減
ら
し
、

困
窮
し
た
村
に
は
援
助
金
を
与
え
、
町
民

に
は
金
銭
の
融
資
を
し
て
商
売
を
円
滑
に

さ
せ
た
の
で
、
藩
民
は
上
下
と
も
に
生
活

が
安
定
し
て
、
藩
の
財
政
は
豊
か
に
な
り

ま
し
た
。

　

安
政
３（
１
８
５
６
）年
、
租
米
貯
蓄
法
を

制
定
し
、
領
内
の
各
村
に
租
米
の
一
部
を
保

管
す
る
郷
倉
を
置
き
、
32
の
村
に
は
３
０
０

俵
ず
つ
、
豊
か
な
１
か
村
に
は
４
０
０
俵
計

１
万
俵
を
郷
倉
に
貯
蓄
さ
せ
て
凶
作
に
備

え
さ
せ
ま
し
た
。
次
の
年
に
は
郷
倉
に
あ

る
古
米
を
売
り
、
新
米
を
貯
蓄
し
ま
し
た
。

こ
の
郷
倉
は
の
ち
40
数
か
村
に
増
え
ま
し

た
。
郷
倉
は
現
在
、
巨
瀬
町
六
名
、
家
親

の
三
村
家
に
一
か
所
だ
け
残
り
、
市
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
交
通
路
や
水
利
も
整
備
さ
れ
ま
し

た
。
人
馬
往
来
の
便
を
図
り
、
松
山
街
道

の
松
山
か
ら
種
井
に
至
る
２
里
（
約
８
㌔
）

余
の
道
に
松
を
植
え
て
木
陰
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　

こ
こ
で
方
谷
の
家
庭
・
家
族
に
つ
い
て
ふ

れ
て
お
き
ま
す
。
方
谷
の
弟
、平
人
は
大
坂
、

京
都
で
修
業
し
、
紺
屋
川
の
ほ
と
り
で
医

者
を
開
業
し
て
い
ま
し
た
が
、
病
弱
で
ま

も
な
く
亡
く
な
り
ま
し
た
。
方
谷
は
彼
の

子
供
の
耕
造
を
養
子
に
し
て
跡
継
ぎ
に
し

て
い
ま
す
。

　

長
女
瑳
奇
が
十
一
歳
で
病
没
し
た
後
に

神
経
を
病
ん
で
別
居
し
て
い
た
妻
の
進
と

方
谷
は
離
婚
し
、
荒
木
松
野
と
一
緒
に
な
り

ま
し
た
。
安
政
元
年
に
子
供
の
小
雪
が
生

ま
れ
ま
す
と
、
方
谷
は
殿
の
御
用
で
江
戸

に
出
ま
し
た
。
留
守
中
の
世
話
を
松
野
の

兄
の
主
計
に
頼
み
ま
し
た
が
、
彼
女
は
他

の
藩
士
の
も
と
に
嫁
ぎ
、
子
供
を
残
し
て

去
り
ま
し
た
。
安
政
３
年
、
方
谷
は
吉
井

緑
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
暗
殺
の
う
わ
さ

が
あ
る
ほ
ど
不
安
な
日
々
の
た
め
、
小
雪

は
上
市
の
矢
吹
久
次
郎
に
預
け
て
い
ま
す
。

（
小
雪
は
後
に
こ
の
家
の
長
男
と
結
婚
し
ま

す
が
早
死
に
し
て
い
ま
す
）
方
谷
は
職
を
退

い
て
長
瀬
に
居
を
移
し
て
か
ら
、
度
々
小

雪
会
い
た
さ
に
上
市
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。

（
文
・
児
玉
享
さ
ん
）

市内に残る唯一の郷倉（巨瀬町・市指定文化財）

松山藩領図

赤線が現在
の高梁市


