
広 報 へき

こんにちは！保健婦で

す

豊かな毎日を

＝9月15日敬老の日＝

●
だ
れ
も
が
老
化
す
る

人
間
の
か
ら
だ
は
一
般
に
四
五
歳
こ

ろ
か
ら
お
と
ろ
え
は
じ
め
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

運
動
機
能
は
年
を
と
る
と
と
も
に
低

下
す
る
の
に
対
し
て
、
精
神
機
能
は
五

〇
歳
ご
ろ
ま
で
は
上
昇
し
、
六
〇
歳
こ

ろ
か
ら
低
下
し
て
き
ま
す
。

精
神
機
能
の
う
ち
、
知
能
に
つ
い
て

み
る
と
、
も
の
を
お
ぼ
え
る
力
、
計
画

力
、
経
験
を
も
と
に
し
て
新
し
い
こ
と

を
身
に
つ
け
る
力
は
年
齢
と
と
も
に
お

と
ろ
え
や
す
く
、
反
対
に
、
一
般
的
な

常
識
、
判
断
力
、
理
解
力
は
お
と
ろ
え

に
く
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
初
老
期
の
性
格
変
化
を
た
め
す

テ
ス
ト
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

初老期の性格変化をためすテスト
① 最近、わけもなく憂うっがっづきま
すか。

② 度忘れが目立ちますか。
③ 自分のことばかりが気になりますか。
④ 頑固ですか。
⑤ よく立腹しますか。
⑥ 昔のことを愚痴っぽく話したり、あ
るいは後悔がひどいですか。

⑦ 目新しいことを見たり聞いたりする

のが面倒ですか。
⑧ 仕事をするスピードが遅くなりまし
たか。

⑨ 精力の減退がありますか。
⑩ わずかなものを出し惜しみしますか。
⑨ 疑い深くなりましたか。
⑩ やきもちを焼きますか。
⑩ 日曜日はたいがい家ですごしますか。

1
3
項
目
の
質
問
の
答
え
が
全
部
「
い

い
え
」
な
ら
精
神
的
に
は
青
年
で
あ
り

半
数
が
「
は
い
」
な
ら
更
年
期
障
害
を

起
こ
し
て
お
り
大
部
分
が
「
は
い
」
な

ら
一
度
専
門
医
の
診
療
を
受
け
る
必
要

が
あ
る
で
し
ょ
う

●
す
こ
や
か
な
生
活
の
た
め
に

で
は
、
豊
か
な
老
後
の
生
活
を
実
現

す
る
た
め
に
注
意
す
る
点
の
う
ち
主
要

な
も
の
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う

①

自
分
の
心
身
の
健
康
を
守
る
た
め
に
、

定
期
的
な
検
査
を
う
け
る
と
と
も
に
、
病
気

に
か
か
っ
た
と
き
は
早
目
に
適
切
な
治
療
を

う
け
る
。

②

か
ら
だ
の
働
き
を
お
と
ろ
え
さ
せ
な
い

よ
う
に
適
切
な
運
動
を
行
う
ほ
か
、
健
康
を

保
つ
た
め
に
栄
養
や
生
活
習
慣
な
ど
に
気
を

つ
け
る
。

③

自
分
が
信
頼
で
き
る
人
を
み
つ
け
る
。

④

趣
味
の
よ
う
な
自
分
の
気
持
を
あ
ら
わ

す
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
み
つ
け
る
。

⑤

社
会
に
接
す
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も

に
、
自
分
の
生
き
が
い
や
社
会
に
お
け
る
役

割
を
み
つ
け
る
よ
う
に
す
る
。

=
歳
時
記
=

お

月

見

今
年
の
中
秋
の
名
月
は
い
つ
だ
ろ

う
と
思
っ
て
、
あ
る
天
文
台
に
電
話

を
か
け
た
と
こ
ろ
、

「
ハ
イ
、
旧
暦
は
、
わ
が
国
で
は

明
治
四
十
三
年
に
廃
止
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
わ
か
り
ま
せ
ん
」

さ
あ
困
っ
た
と
一
計
を
案
じ
て
、

電
話
帳
で
和
菓
子
屋

さ
ん
を
見
つ
け
何
軒

か
に
か
け
て
み
た
ら
、

い
ず
れ
も
「
九
月
十

二
日
で
す
」
(
旧
暦

八
月
十
五
日
)
と
即

答
し
て
く
れ
ま
し
た
。

ど
う
や
ら
、
月
見

も
、
い
ま
や
団
子
(

だ
ん
ご
)
屋
さ
ん
の

メ
ー
ン
行
事
の
一
つ

と
な
っ
た
よ
う
r
す
。

月
見
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
、

旧
暦
八
月
十
五
日
夜
の
「
中
秋
の
名

月
」
(
十
五
夜
)
と
、
同
じ
く
九
月

十
三
日
夜
の
「
あ
と
の
名
月
」
を
た

た
え
る
行
事
を
指
し
ま
す
。

中
秋
ー
旧
暦
で
は
七
月
、
八
月

九
月
の
三
か
月
が
秋
季
で
、
七
月
を

初
秋
、
八
月
を
中
秋
、
九
月
を
晩
秋

と
い
う
こ
と
か
ら
、
八
月
十
五
日
夜

の
満
月
が
、「
中
秋
の
名
月
」
と
い
わ

れ
ま
す
。

「
あ
と
の
名
月
」
の
旧
暦
九
月
十

三
日
(
新
暦
十
月
十
日
)
に
も
、
や

は
り
団
子
が
売
れ
る
の
か
な
と
和
菓

子
屋
さ
ん
に
き
く
と
、
ほ
と
ん
ど
買

う
人
が
い
な
い
の
で
、
と
く
に
月
見

用
と
し
て
は
作
っ
て
い
な
い
と
の
こ

と
で
し
た
。
“
十
三
夜
”
は
、
だ
ん

だ
ん
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す

が
、
十
五
夜
の
月
見
だ
け
し
て
、
十

三
夜
に
月
見
を
し
な

い
の
を
片
見
月
と
い

っ
て
忌
み
き
ら
っ
た

風
習
も
、
い
ま
で
は

消
え
去
ろ
う
と
し
て

い
る
よ
う
で
す
。

月
見
が
広
く
世
間

で
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
江
戸
時

代
か
ら
と
の
こ
と
で
、

団
子
、
ク
リ
、
カ
キ
、

ス
ス
キ
、
秋
草
な
ど

を
飾
る
の
が
一
般
的
で
す
。

団
子
は
、
東
日
本
で
は
丸
い
の
を
、

西
日
本
と
く
に
京
阪
地
方
で
は
里
イ

モ
の
形
に
と
が
ら
せ
て
作
る
と
こ
ろ

が
多
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
団
子
の
数

で
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
普
通
は
十

二
個
、う
る
う
年
に
は
一
個
増
や
し
て

十
三
個
と
い
う
の
が
一
般
的
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
い
ま
は
、
十
五
夜
に
ち

な
ん
で
十
五
個
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ

る
よ
う
で
す
が
、
み
な
さ
ん
の
お
宅

で
は
い
か
が
で
す
か
。
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