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日限山荘  健康体操の予定日：12 月 12 日  マッサージの予定日：12 月５日。 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
総
ぐ
る
み
福
祉
の
会
事
務
所
は
、
港
南
区
日
限
山
４-

45-

10
（
八
四
六-

八
八
五
〇
）

入
会
や
活
動
の
お
問
い
合
わ
せ
先
は
、
事
務
所
ま
た
は
「
日
限
山
荘
」
日
限
山
４-

７-

１ 

 
第
七
回 

お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト 

～
三
渓
園
～ 

 
 

 

新 

見 
 

宏 

 

「総
ぐ
る
み
」新
聞 

 
11
月
19
日
の
「
お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト
」
当
日
は
、

恒
例
行
事
を
祝
う
か
の
よ
う
な
絶
好
の
秋
晴
れ
で

し
た
。
参
加
者
19
名
の
皆
さ
ん
は
、
三
溪
園
の
紅
葉

に
思
い
を
は
せ
て
、
バ
ス
に
乗
り
込
み
ま
し
た
。 

 

三
渓
園
で
は
、
二
組
に
分
か
れ
て
ガ
イ
ド
さ
ん
を 

頼
み
、
重
要
文
化
財
や
古
建
築
の
多
い
園
内
を
、
約

一
時
間
半
か
け
て
案
内
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
古
建

築
の
由
来
や
、
造
園
に
際
し
て
の
原
三
渓
の
構
想
や

気
配
り
な
ど
の
解
説
に
、
ガ
イ
ド
さ
ん
の
話
は
尽
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
と
う
と
う
時
間
切
れ
。
最
後
に

「
緑
色
の
花
」
が
咲
く
と
い
う
珍
し
い
梅
林
に
案
内

さ
れ
、
花
の
咲
く
来
春
に
は
、
ぜ
ひ
ま
た
来
園
し
て

く
だ
さ
い
と
、
ガ
イ
ド
さ
ん
別
れ
の
ご
挨
拶
。 

 

立
ち
っ
ぱ
な
し
の
歩
き
ず
め
で
、
す
っ
か
り
お
腹

も
す
い
た
の
で
、
昼
食
場
所
の
「
ポ
ー
ト
ヒ
ル
横
浜
」

へ
移
動
し
て
、
和
食
・
洋
食
、
そ
れ
ぞ
れ
希
望
の
食

事
で
皆
さ
ん
大
満
足
。
す
ぐ
近
く
の
「
港
が
見
え
る

丘
公
園
」
の
バ
ラ
苑
も
見
頃
だ
っ
た
の
で
す
が
、
時

間
が
な
く
、
上
か
ら
眺
め
た
だ
け
で
し
た
。 

 

三
渓
園
も
山
下
公
園
も
、
紅
葉
を
鑑
賞
す
る
に
は 

少
し
早
す
ぎ
た
よ
う
で
す
が
、
好
天
に
恵
ま
れ
て
暖 

か
く
、
よ
い
一
日
で
し
た
。 

◆
原
三
渓
と
富
岡
製
糸
場 

今
年
世
界
産
業
遺
産
に
選
ば
れ
た
富
岡
製
糸
場
。 

ぜ
ひ
観
光
し
た
い
場
所
で
す
が
、
い
か
に
せ
ん
遠
い 

群
馬
県
で
す
。
そ
こ
で
、
富
岡
製
糸
場
と
も
ゆ
か
り

の
あ
る
三
渓
園
を
今
回
の
目
的
地
に
選
び
ま
し
た
。 

富
岡
製
糸
場
と
三
渓
園
の
関
係
を
述
べ
て
み
ま
す
。 

幕
末
に
開
国
し
た
日
本
は
、
諸
外
国
と
貿
易
を
始 

め
ま
し
た
。
当
時
最
大
の
わ
が
国
の
輸
出
品
は
生
糸

で
、
輸
出
総
額
の
80
％
を
占
め
る
状
況
で
、
養
蚕
・

生
糸
製
糸
は
ま
さ
に
日
本
の
基
幹
産
業
で
し
た
。 

明
治
政
府
は
、
産
業
の
発
展
・
科
学
技
術
の
近
代

化
を
目
指
し
、
官
営
の
富
岡
製
糸
場
を
創
業
し
ま
し

た
が
、
そ
の
後
、
所
期
の
目
的
が
果
た
せ
た
と
し
て
、

三
井
財
閥
に
払
い
下
げ
ま
し
た
。 

一
方
、
横
浜
の
生
糸
商
・
原
家
の
家
業
を
継
い
だ 

原
富
太
郎
（
茶
人
で
あ
り
、
号
は
三
渓
）
は
、
個
人

商
店
を
会
社
組
織
に
切
り
替
え
る
等
の
経
営
の
近

代
化
に
努
め
、
拡
大
す
る
生
糸
貿
易
の
波
に
乗
っ
て

実
業
家
と
し
て
大
成
功
、
資
産
を
築
き
ま
し
た
。
明

治
３５
年
、
富
岡
製
糸
場
を
三
井
家
か
ら
買
収
し
て
製

糸
業
に
も
進
出
。
製
糸
の
生
産
技
術
革
新
や
、
養
蚕

業
の
改
革
な
ど
に
成
果
を
上
げ
ま
し
た
。
昭
和
14
年
、

原
三
渓
は
享
年
72
歳
で
逝
去
。
そ
の
後
、
富
岡
製
糸

場
を
含
め
た
製
糸
業
は
、
当
時
日
本
最
大
の
製
糸
会

社
で
あ
っ
た
片
倉
工
業
に
譲
渡
さ
れ
ま
し
た
。 

◆
原
三
渓
の
「
三
渓
園
」
に
か
け
る
想
い 

富
岡
製
糸
場
を
買
収
し
た
同
じ
明
治
３５
年
、
原
三

溪
は
所
有
地
だ
っ
た
本
牧
の
三
の
谷
に
自
宅
を
新

築
、
こ
こ
を
拠
点
に
造
園
を
開
始
し
、
３
年
後
に
三

渓
園
と
し
て
無
料
で
一
般
に
公
開
し
て
い
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
外
苑
部
の
一
帯
で
す
。
彼
は
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
庭
園
を
造
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

明
治
時
代
の
日
本
は
、
西
欧
諸
国
に
追
い
つ
け
と 

富
国
強
兵
の
道
に
ま
い
進
し
、
輝
か
し
い
成
果
を
上

げ
ま
し
た
。
し
か
し
反
面
、
幕
末
か
ら
打
ち
続
く
西

洋
化
の
荒
波
と
強
烈
な
廃
仏
毀
釈
運
動
に
さ
ら
さ

れ
、
浮
世
絵
や
襖
絵
な
ど
の
日
本
画
、
仏
像
や
仏
塔

な
ど
日
本
固
有
の
美
術
品
の
価
値
は
評
価
さ
れ
な

く
な
り
、
破
却
さ
れ
る
か
、
二
束
三
文
で
西
欧
人
に

売
却
さ
れ
て
国
外
に
流
出
す
る
な
ど
、
悲
惨
な
状
況

と
な
り
ま
し
た
。 
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12 月の日限山荘は、2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 日 am10:00～pm4:00 まで開催します。 
 

こ
う
し
た
世
の
風
潮
を
憂
い
て
、
日
本
の
伝
統
的

な
美
を
再
認
識
し
、
こ
れ
を
守
る
運
動
を
展
開
し
、

東
洋
の
美
の
素
晴
ら
し
さ
を
世
界
に
発
信
す
る
活

動
を
活
発
に
行
っ
た
の
が
、
岡
倉
天
心
で
す
。 

 

原
三
渓
は
、
岡
倉
天
心
と
の
知
遇
を
得
て
、
彼
の

思
想
に
心
酔
し
て
交
友
を
深
め
ま
し
た
。
や
が
て
三

渓
は
日
本
の
伝
統
的
美
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
心

に
決
め
、
岡
倉
天
心
ら
の
助
言
も
得
て
、
手
を
打
た

ね
ば
朽
ち
果
て
る
運
命
に
あ
っ
た
古
建
築
や
廃
寺

の
仏
像
・
仏
塔
な
ど
を
三
渓
園
に
移
築
・
修
復
し
、

い
わ
ゆ
る
三
渓
園
の
内
苑
部
を
造
園
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
は
、
当
時
食
う
や
食
わ
ず
で
、
天
心
の
指
導
の

下
で
日
本
画
の
改
革
に
挑
ん
で
い
た
画
学
生
の
横

山
大
観
、
下
村
観
山
、
菱
田
春
草
ら
を
、
三
溪
園
内

の
自
宅
に
住
ま
わ
せ
て
、
画
業
に
専
念
で
き
る
よ
う

支
援
し
ま
し
た
。 

◆
関
東
大
震
災
と
原
三
渓 

大
正
12
年
の
関
東
大
震
災
で
は
、
横
浜
の
中
心
市

街
も
壊
滅
す
る
大
惨
事
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、

横
浜
銀
行
頭
取
に
就
任
し
て
い
た
原
三
溪
は
、
横
浜

復
興
会
の
会
長
に
就
い
て
、
私
財
も
投
じ
て
横
浜
復

興
に
尽
力
し
ま
し
た
。
震
災
の
瓦
礫
を
埋
め
た
て
て

造
成
さ
れ
た
山
下
公
園
な
ど
も
、
三
溪
の
遺
産
で
し

ょ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
を
機
に
、
三
溪
園
へ
の
古
建

築
の
移
築
や
画
学
生
へ
の
支
援
は
き
っ
ぱ
り
や
め

て
、
復
活
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

原
三
渓
は
、
横
浜
の
復
興
事
業
に
心
血
を
注
ぎ
、

私
財
を
消
尽
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

◆
三
渓
園
の
現
在 

 

戦
後
の
昭
和
28
年
、
三
溪
園
は
原
家
か
ら
横
浜 

市
に
譲
渡
さ
れ
、
大
震
災
や
空
襲
で
被
災
を
受
け
た 

部
分
の
修
復
が
行
わ
れ
、
昭
和
29
年
に
外
苑
部
が
公

開
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
も
横
浜
市
は
復
旧
工
事
を

進
め
、
昭
和
33
年
、
内
苑
部
が
初
め
て
一
般
に
公
開

さ
れ
、
さ
ら
に
横
浜
市
は
、
新
た
な
古
建
築
の
移
築

も
計
画
的
に
始
め
て
い
ま
す
。 

 

平
成
元
年
、
園
内
に
三
渓
記
念
館
が
完
成
。
平
成

12
年
に
は
、
原
三
渓
の
旧
宅
「
鶴
翔
閣
」
を
ほ
と
ん

ど
新
築
同
様
に
復
元
し
て
公
開
し
、
今
は
結
婚
式
場

に
も
利
用
さ
れ
、
新
婚
さ
ん
が
園
内
で
記
念
写
真
を

撮
る
風
景
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。          

◇
「三
渓
園
」の
お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
谷
川 

千
鶴 

 

三
渓
園
は
、
横
浜
の
実
業
家
、
原
富
太
郎
（
三
渓
）

が
、
約
５
万
３
千
坪
の
土
地
に
、
関
西
や
鎌
倉
な
ど

か
ら
17
棟
の
歴
史
的
建
造
物
を
移
築
し
て
、
自
然
と

見
事
に
調
和
し
て
造
り
上
げ
た
日
本
庭
園
で
す
。
外

苑
に
は
三
重
塔
、
合
掌
造
り
住
宅
、
三
渓
記
念
館
等

が
あ
り
、
内
苑
は
原
家
が
私
庭
と
し
て
使
っ
た
エ
リ

ア
で
す
。
三
渓
の
死
後
、
昭
和
28
年
に
原
家
か
ら
横

浜
市
に
譲
渡
さ
れ
て
、
財
団
法
人
三
渓
園
保
護
会
の

管
理
と
な
り
、
平
成
19
年
に
は
国
の
指
定
名
勝
と
な

り
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
や
戦
災
の
被
害
を
受
け
た

も
の
の
、
復
興
工
事
が
終
了
し
て
、
三
渓
さ
ん
は
ほ

っ
と
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

原
三
渓
の
卓
越
し
た
芸
術
の
見
識
と
、
文
化
遺
産

へ
の
深
い
造
詣
を
も
っ
て
、
日
本
の
美
の
世
界
を
実

現
し
た
と
い
え
る
三
渓
園
、
四
季
折
々
に
、
盆
栽
展
、

観
梅
会
、
観
桜
会
、
句
会
、
茶
会
、
ホ
タ
ル
の
夕
べ
、

菊
花
展
等
が
催
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。 

◇
初
め
て
の
「お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

中 

尾 

長 

衛 

 
 

自
分
が
果
た
し
て
人
様
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
の

か
と
自
問
自
答
す
る
と
、
何
も
で
き
な
い
よ
と
不
安

が
よ
ぎ
り
ま
し
た
が
、
11
月
18
日
の
三
渓
園
他
の

「
お
出
か
け
サ
ポ
ー
ト
」
に
初
参
加
し
ま
し
た
。 

 

事
務
所
前
か
ら
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
の
最
後
部
に
乗

車
、
車
椅
子
２
台
を
積
ん
で
出
発
と
な
り
ま
し
た
が
、

車
内
は
、
気
分
が
高
揚
し
た
皆
さ
ん
の
会
話
が
弾
ん

で
い
ま
す
。 

 

三
渓
園
に
到
着
後
は
、
参
加
者
19
名
が
２
組
に
分

か
れ
、
ガ
イ
ド
さ
ん
に
よ
る
説
明
を
受
け
な
が
ら
内

苑
か
ら
外
苑
の
順
に
回
り
ま
し
た
。
私
の
組
は
、
全

員
サ
ポ
ー
ト
が
不
要
な
方
々
と
見
受
け
ま
し
た
。
ま

ず
、
原
三
渓
の
生
い
立
ち
か
ら
、
当
地
に
三
渓
園
を

完
成
さ
せ
る
ま
で
の
経
緯
に
始
ま
り
、
各
建
物
や
庭

園
、
園
内
の
四
季
折
々
の
季
節
感
等
、
詳
細
な
説
明

を
受
け
ま
し
た
。
何
度
も
訪
れ
て
い
る
三
渓
園
の
魅

力
を
、
再
認
識
で
き
た
１
時
間
半
の
散
策
で
し
た
。 

 

港
の
見
え
る
丘
公
園
に
移
動
し
て
昼
食
を
摂
り
、

日
限
山
に
帰
っ
て
き
ま
し
た
が
、
カ
メ
ラ
を
持
参
し

た
の
で
写
真
数
枚
を
撮
っ
た
も
の
の
、
何
の
サ
ポ
ー

ト
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
が
残
り
ま
し
た
。 

～介護の現場から～  こんな送迎をしています 
朝８時、事務所前からヘルパー２人組が介護車で出発しま

す。行き先は透析を受ける人の家、介助しつつ車に乗ってい

ただき、人工透析を受けるクリニックへ移送。介助しながら

車から事故なく降りていただき、ヘルパーが付き添うか、ま

たは車椅子に乗っていただき、院内を移動して、着替えの介

助、血圧測定や体重測定を手伝い、ベッドメイキングをして

横になっていただき、約４時間かかる透析を受ける態勢にし

て、ヘルパーの 1回目の仕事を終えて事務所に帰ります。 

透析が終わりそうな時間を見計らい、お迎えに行きます。

日によって早く終わる事も遅くなることもあります。透析が

終わるのを待合室で待ち、着替えを手伝ったり、食事室に連

れて行ったりして、帰り支度ができると車に乗せて自宅まで

お送りし、自室の安全な場所まで介助をして連れて行き、2回

目の仕事は終わりになります。事務所に帰って介護記録を書

き、今日の介護の様子を報告します。これで、人工透析を受

けている人の今日の介護が終わりになります。（一柳 朗） 

 

日
限
山
荘
の
そ
ば
打
ち 

 

12
月
23
日
（
火
曜
日
、
祝
日
）
多
数
の
方
の
お
い
で
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 


