
1 　Vol.５/ No.２　2023年４月

日野原重明記念
「新老人の会」東京  会報

Keep on going!

Vol.5/No.2
２０２３.４

2023年４月発行／通巻17号

国
各
地
に
広
が
り
人
々
に
憩
い
を
も
た
ら

す
聖
な
る
場
所
と
な
っ
て
ほ
し
い
と
心
か
ら

願
っ
て
い
ま
す
。（
中
略
）
私
た
ち
は
、
ど

の
よ
う
に
歳
を
重
ね
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

を
、
も
っ
と
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
歳
を
重
ね
る
に
つ
れ
て

身
体
は
痛
み
、
記
憶
は
衰
え
、
体
力
も
減

退
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
心

を
満
た
す
ス
ピ
リ
ッ
ト
（
魂
）
は
、
今
を

生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
謝
と
共
に
、
ま

す
ま
す
磨
か
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
肉
体
は
滅
ん
で
も
、
私
た
ち
の
魂

は
次
の
世
代
に
受
け
継
が
れ
、
よ
り
よ
い

未
来
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
願

い
ま
す
。

　　

木
々
の
成
長
に
託
さ
れ
た
日
野
原
先
生

の
「
い
の
ち
」
と
「
平
和
」
へ
の
思
い
は
、

今
こ
そ
世
界
に
強
く
問
い
か
け
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

会
員
一
同
、
こ
れ
か
ら
も
真
摯
に
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
く
つ
も
り
で
す
。

生
は
聖
路
加
国
際
病
院
で
研
修
を
受
け
た

外
科
医
で
、
日
野
原
先
生
の
指
導
も
受
け

た
と
い
う
関
係
で
し
た
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

の
原
発
事
故
に
よ
る
甲
状
腺
癌
を
、
現
地

で
五
年
間
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
医
療
支
援

を
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
日

野
原
先
生
と
の
ご
縁
を
大
切
に
、
松
本
大

学
学
長
の
現
在
も
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
い
の

ち
と
平
和
の
森
」
の
会
長
と
し
て
ご
協
力

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　　

当
初
は
、
賛
同
者
か
ら
苗
木
を
一
本
植

え
る
に
あ
た
っ
て
の
出
資
を
募
っ
て
、
次
々

と
植
樹
。
そ
の
一
本
一
本
の
苗
木
が
大
き
く

育
ち
、
今
で
は
豊
か
な
森
を
形
づ
く
っ
て
い

ま
す
。
日
野
原
先
生
は
、
大
山
桜
の
背
丈

ほ
ど
の
苗
木
を
自
ら
植
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

木
々
の
成
長
は
目
覚

ま
し
く
、
枝
葉
を
広
げ

た
木
の
た
め
に
日
陰
に

な
っ
た
木
が
枯
れ
は
じ

め
て
大
慌
て
を
し
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

樹
木
の
専
門
家
に
指
導

し
て
も
ら
い
手
を
打
つ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

毎
年
二
回
ほ
ど
、
会

員
と
若
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
集
ま
っ
て
下
草
刈
り
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
桜
と
紅
葉
の
季
節
に
は
、
森
で
集

い
を
催
し
、
フ
ル
ー
ト
奏
者
に
演
奏
し
て

も
ら
っ
た
り
し
ま
す
。
自
然
の
中
に
と
け

込
ん
で
い
く
フ
ル
ー
ト
の
澄
ん
だ
音
色
は
、

何
と
も
い
え
な
い
幸
福
感
を
醸
し
出
し
て

く
れ
ま
す
。

　　
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
い
の
ち
と
平
和
の

森
」
は
今
年
十
五
年
目
を
迎
え
ま
す
。
一
つ

の
事
業
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
は
、
そ
れ

自
体
が
確
固
と
し
た
存
在
と
な
り
ま
す
。

こ
の
間
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
支
え
合
え
る
仲
間
の
存
在
が
そ
の
困

難
を
乗
り
越
え
る
大
き
な
力
に
な
る
こ
と

を
、
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ

ま
し
た
。

　

日
野
原
先
生
が
、
森
の
誕
生
に
あ
た
り

「
新
老
人
の
会
」
信
州
支
部
の
会
報
に
寄
せ

ら
れ
た
原
稿
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
「
い
の
ち
と
平
和
の
森
」
が
、
い
の
ち
の

大
切
さ
を
伝
え
る
象
徴
と
し
て
、
地
域
に

育
ま
れ
て
き
た
鎮
守
の
森
の
よ
う
に
、
全

日
野
原
重
明
先
生
が
構
想
さ
れ
た

「
い
の
ち
と
平
和
の
森
」

	

「
新
老
人
の
会
」
信
州　
世
話
人
代
表

	

N
P
O
法
人
「
い
の
ち
と
平
和
の
森
」
理
事
長　

橋
本　
京
子

橋本 京子（はしもと きょうこ）1939年生まれ
1964年　 美容師として㈲シャンゼリゼ設立、 

現在　　取締役会長
1998年　 産業カウンセラー資格取得　 

「ほほえみの会」設立
2003年　 「新老人の会」信州支部設立　 

「いのちの出前授業」活動
 NPO法人「いのちと平和の森」理事長
  社団法人「土壌汚染相談センター」理事長

　など

　　　

次
世
代
に
何
を
伝
え
、
何
を
残
し
て
い

く
か
、
日
野
原
重
明
先
生
の
こ
の
思
い
を

具
現
化
し
た
の
が
「
い
の
ち
と
平
和
の
森
」

で
す
。
赤
い
ト
ン
ガ
リ
帽
子
の
時
計
台
の

あ
る
長
野
県
立
こ
ど
も
病
院
を
眼
下
に
、

北
ア
ル
プ
ス
が
見
守
る
松
本
市
の
市
有
地

に
こ
の
森
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
森
の
理
念
は
、
生
き
た
証
を
木
に

託
す
森
づ
く
り
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、

森
の
名
称
そ
の
ま
ま
に
い
の
ち
の
尊
さ
と

世
界
平
和
の
大
切
さ
を
、
未
来
を
担
う
若

者
や
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
新
老
人
の
会
」
信
州
支
部
の
会
員
有
志

に
よ
っ
て
、「
新
老
人
の
会
」
の
理
念
を
具

現
化
で
き
る
よ
う
な
大
き
な
活
動
を
し
よ

う
と
、
藪
に
な
っ
て
い
た
松
本
市
の
市
有

地
を
借
用
す
る
な
ど
結
束
し
て
準
備
を
進

め
、
二
〇
〇
八
年
四
月
三
日
に
長
野
県
の

認
可
を
得
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
い
の
ち
と

平
和
の
森
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
当
時
の

松
本
市
長
は
菅
谷
昭
先
生
で
し
た
が
、
先

「いのちと平和の森」下草刈り

「いのちと平和の森」コンサート
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言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
「
医
師
こ
そ
平
和
の

最
前
線
に
立
っ
て
、
行
動
す
べ
き
」
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
「
メ
ッ
セ
ー
ジ　
私
た
ち
が
、
究
極
的
に
守

り
た
い
も
の
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
め
い

め
い
の
命
で
す
。
ど
ん
な
外
力
を
も
排
し
て
、

守
り
貫
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

人
間
の
一
番
残
虐
な
行
為
は
、
自
ら
を
守

る
た
め
に
他
を
殺
す
こ
と
で
す
。
人
命
を
守

る
こ
と
は
人
間
の
本
性
で
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。『
人
間
に
対
す
る

真
実
の
愛
（
命
へ
の
畏
敬
）
と
は
、
と
も
に

経
験
し
、
と
も
に
苦
し
み
、
そ
し
て
助
け
る

こ
と
』、
つ
ま
り
相
手
の
こ
と
を
自
分
の
よ
う

に
考
え
る
こ
と
、『
恕ゆ
る
す
』
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
は
人
生
の
最
期
に
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
が
、
我
々

も
彼
の
発
言
に
従
っ
て
平
和
を
守
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
W
・
オ
ス
ラ
ー
（
注
：
本
連
載

の
第
六
回
）
が
言
う
如
く
、
人
の
命
の
重
要

性
は
、
医
師
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。

医
師
こ
そ
平
和
の
最
前
線
に
立
っ
て
、
行
動

す
べ
き
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
」

「
日
野
原
先
生
の
精
神（
こ
こ
ろ
）を
継
ぐ
」

「
日
野
原
先
生
の
精
神（
こ
こ
ろ
）を
継
ぐ
」1212

　
　
　
　
　
　
　死
に
至
る
ま
で
忠
実
で
あ
れ

　
　
　
　
　
　
　死
に
至
る
ま
で
忠
実
で
あ
れ

在
宅
ホ
ス
ピ
ス
研
究
所
パ
リ
ア
ン 

代
表

　
　
　
　
　
　
　
森
の
診
療
所 

医
師　

川
越　

	

厚

　
一
〇
五
の
春
秋
を
刻
ん
だ
大
樹
は
文
字
通

り
巨
木
で
し
た
。
私
が
こ
れ
ま
で
記
し
た
の

は
、
日
野
原
重
明
先
生
の
生
涯
を
ホ
ス
ピ
ス

医
の
立
場
で
カ
ッ
ト
し
た
、
一
つ
の
切
り
口

で
す
。
別
の
方
は
、
私
の
知
ら
な
い
重
明
先

生
を
語
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
死
に
ざ

ま
に
よ
っ
て
、
そ
の
方
の
生
き
ざ
ま
が
明
ら

か
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、

先
生
の
最
後
の
生
き
ざ
ま
を
語
り
継
ぐ
こ
と

は
、
非
常
に
重
要
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

小
さ
な
か
ご
に
花
を
い
れ

　

第
五
回
の
〝
死
と
の
遭
遇
〟
で
も
触
れ

ま
し
た
が
、
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
る
四
か

月
前
の
二
〇
一
七
年
三
月
三
日
、
ラ
ジ
オ

N
I
K
K
E
I
の
番
組
取
材
の
た
め
先
生
の

御
自
宅
を
訪
問
し
ま
し
た
。
そ
の
折
、「
好

き
な
曲
を
一
曲
だ
け
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
一

緒
に
歌
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
私
の
注
文
に
、

先
生
は
『
小
さ
な
か
ご
に
花
を
い
れ
』（
讃

美
歌
第
二
編
二
六
番
）
と
い
う
讃
美
歌
を
リ

ク
エ
ス
ト
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
原
曲
〝Little	D

eeds

〟
は
米
国
の

ア
リ
ス
J
・
ク
リ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
作
詞
さ

れ
、
一
九
〇
二
年
に
日
曜
学
校
讃
美
歌
集

（Sunday	School	H
ym
ns, N

o.1

）
に

収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
生
は
「
神
戸
時
代

に
幼
稚
園
の
宣
教
師
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
の
日
曜

学
校
で
盛
ん
に
歌
わ
れ
た
こ
の
曲
を
〝
一
〇

〇
年
経
過
し
た
い
ま
〟、
無
邪
気
に
（
失
礼
！
）

歌
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
の
姿
に
深
く
感

動
し
ま
し
た
。
デ
ュ
エ
ッ
ト
し
な
が
ら
私
は
、

先
生
の
一
生
を
支
え
た
も
の
が
〝
キ
リ
ス
ト

教
の
愛
〟
で
あ
り
、「
神
様
か
ら
頂
い
た
愛
を

周
囲
の
人
に
分
け
与
え
る
」
と
い
う
生
き
方

を
最
期
ま
で
貫
か
れ
た
の
だ
と
、
あ
ら
た
め

て
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
の
こ
と

　
〝
密
林
の
聖
者
〟
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
は
私
た

ち
の
世
代
よ
り
も
前
の
医
師
、
特
に
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
ド
ク
タ
ー
と
言
わ
れ
る
人
に
、
多
大

な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
重
明
先
生
も
例
外

で
は
な
く
、
先
生
は
二
〇
〇
六
年
、
シ
ュ
バ

イ
ツ
ァ
ー
の
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
ア
フ
リ
カ

の
赤
道
直
下
の
ガ
ボ
ン
共
和
国
の
ラ
ン
バ
レ

ネ
を
訪
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
神
学
者
、

哲
学
者
、
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
、
そ
し
て
医
師
と

し
て
高
名
な
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
は
平
和
主
義

者
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
先
生
は
二

〇
一
五
年
七
月
六
日
に
、
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
の

死
に
至
る
ま
で
忠
実
で
あ
れ

　

若
き
日
に
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
と
出
会
い
、

医
師
に
な
っ
て
人
の
た
め
に
な
る
仕
事
を
し

た
い
と
考
え
た
若
者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

私
も
そ
の
一
人
で
す
が
、
学
生
時
代
、
私
は

シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
の
説
教
集
の
中
で
、〝Sei	

getreu	bis	an	den	Tod

〟（
死
に
至
る
ま

で
忠
実
で
あ
れ
）
と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
初
め

て
出
合
い
ま
し
た
。
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
第
二
章

十
節
に
記
さ
れ
た
有
名
な
言
葉
で
す
。
単
純

な
命
令
で
す
が
そ
れ
を
実
践
す
る
の
は
実
に

難
し
く
、
今
も
っ
て
そ
の
言
葉
が
私
に
重
く

の
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
連
載
を
続
け
な
が
ら
不
思
議
な
こ
と

に
、
こ
の
黙
示
録
の
言
葉
が
時
々
私
の
頭
を

よ
ぎ
り
ま
し
た
。
重
明
先
生
の
人
と
な
り
と
、

い
つ
も
重
な
る
の
で
す
。
特
に
、
重
明
先
生

の
最
晩
年
の
姿
に
触
れ
た
時
、
先
生
が
死
に

至
る
ま
で
一
人
の
人
間
と
し
て
、
ま
た
医
師

と
し
て
、
神
様
の
前
で
真
実
に
歩
ま
れ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、
私
た
ち
の

敬
愛
す
る
日
野
原
重
明
先
生
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
死
に
至
る
ま
で
忠
実
で
あ
れ
」
と
い
う
言

葉
に
は
、〝so	w

ill	ich	dir	die	Krone	
des	Lebens	geben.

〟（
そ
う
す
れ
ば
あ
な

た
に
命
の
冠
を
授
け
よ
う
）
と
い
う
聖
句
が

続
き
ま
す
。

　

命
の
冠
を
頂
い
た
先
生
が
、
イ
エ
ス
の
傍

ら
で
少
し
首
を
傾
げ
、
笑
顔
を
浮
か
べ
て
私

た
ち
一
人
ひ
と
り
を
温
か
く
見
守
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
気
が
し
て
な
り

ま
せ
ん
。

アルベルト・シュバイツァー
（Albert Schweitzer、1875 ～ 1965）
ドイツの医師、神学者、哲学者、
オルガニスト。アフリカのガボン
共和国のランバレネで医療、伝道
活動を行い「密林の聖者」と呼ば
れている。Wikipediaより
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会
報
誌
上
句
会
『
ト
キ
メ
キ
句
会
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鑑
賞

飛
鳥　
蘭

遠
く
と
も
小
さ
く
と
も
富
士
初
景
色

弘
幸

※
新
年
に
見
る
富
士
山
は
遠
か
ろ
う
と
日
本
人

に
は
格
別
の
景
。
山
口
青
邨
作
に
「
初
富
士
の

か
な
し
き
ま
で
に
遠
き
か
な
」
が
あ
り
ま
す
。

書
き
出
せ
ば
希
望
山
積
み
初
日
記

徳
一

挑
戦
の
一
語
を
胸
に
初
御
空

緑

※
二
句
共
に
、
年
頭
に
期
す
る
思
い
が
確
と
。

年
な
り
の
小
さ
目
の
餅
雑
煮
椀

ま
え
の

※
以
前
の
よ
う
に
は
食
べ
ら
れ
な
い
、
で
す
ね
。

山
茶
花
や
孫
に
吾
が
名
を
継
が
せ
た
る
コッコ

※
最
近
日
本
で
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
家

族
の
皆
の
賛
成
あ
っ
て
の
こ
と
。
山
茶
花
の
穏

や
か
さ
と
下
五
の
居
丈
高
な
措
辞
が
微
笑
ま
し

い
。

弱
者
に
は
弱
者
の
矜
持
枇
杷
の
花

夢
子

※
地
味
だ
け
れ
ど
、
香
り
高
い
枇
杷
の
花
、
に

作
者
の
プ
ラ
イ
ド
が
読
み
取
れ
ま
す
。

冴
返
る
湯
島
聖
堂
孔
子
像

明
子

※
春
寒
の
頃
、
訪
れ
た
湯
島
の
孔
子
廟
。
更
に

歴
史
を
刻
む
聖
堂
と
、
ど
こ
よ
り
も
大
き
な
孔

子
像
へ
の
畏
怖
が
、
季
語
に
読
み
取
れ
ま
す
。

ス
カ
ー
ト
は
ギ
ン
ガ
ム
チ
ェ
ッ
ク
風
光
る
夢
里

※
ギ
ン
ガ
ム
は
夏
に
着
る
事
の
多
い
素
材
で
す

が
、
お
洒
落
は
季
節
の
先
取
り
が
大
事
、
春
光

の
中
颯
爽
と
裾
を
翻
し
行
く
作
者
が
見
え
ま
す
。

春
光
や
完
走
目
指
す
友
の
背
ナ

寛
子

※
完
走
、
と
言
え
ば
マ
ラ
ソ
ン
。
あ
っ
と
い
う

間
に
過
ぎ
て
行
く
背
に
声
を
掛
け
て
、
友
人
の

ア
マ
チ
ュ
ア
ラ
ン
ナ
ー
の
応
援
に
立
つ
作
者
。

春
光
も
背
中
を
押
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

︻
次
回
の
ご
案
内
︼

締　
　

切　
５
月
20
日　
当
季
雑
詠
三
句

メ
ー
ル
投
句　

viridia@
icloud.com

水
口
緑
ま
で

葉
書
投
句　
〒
1
6
8
-
0
0
6
4
杉
並
区

永
福
4
-
28
-
24			

飛
鳥
蘭
宛

問
合
せ
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0
9
0
-
6
4
8
8
-
0
3
0
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①多剤併用処方（ポリファーマシー）を避ける
　日本は医療保険制度が発達しており「かかりつけ医」
を自由に選ぶことができるため、必要以上に多くのクリ
ニックに通院している傾向があります。その弊害として、
同じ効果のある胃薬が整形外科と内科で重なって処方さ
れていたり、効果が減弱する薬の組み合わせになる処方
例などがあります。これを防ぐために「お薬手帳」が発
行されました。高齢者は、疾病数が多いためどうしても
多剤併用処方になりがちです。東大病院の老年病科の外
来患者さんを調査すると6剤以上服用していると有害事象
が優位に高くなる。東京都内の診療所を受診している患
者さんの場合には、５剤以上が転倒の発症頻度が高いと
いう報告があります。心臓や不整脈の薬は継続する方向
で、85歳以上の超高齢者の場合は降圧剤、血糖降下剤や、
骨粗鬆症、認知症の薬は減量・中止する方向で「かかり
つけ医」とよく相談してください。血糖降下剤の一部は
低血糖を起こす可能性が高い薬剤があるため中止する方
向で対処してください。疑問点があれば、まずかかりつけ
薬局の薬剤師さんから情報を得てください。
②「人生会議」とは
　人生最後の段階を迎えた時に、自宅かあるいは病院で
過ごすか？そして、どのような治療を望むのか、本人がしっ
かりとしている時に、関係する家族や知人の間で十分に
話し合って決めておくことが「人生会議」です。欧米では、
ACP（Advance	Care	Planning）と呼ばれています。
米国では、約70％の方がACPを決めているとのことです。

意識レベルが低下している時は、意識があっ
た時に記入された書類等で判断されます。延
命措置を行うのか、人工呼吸器装着、酸素
投与、昇圧剤投与、輸血実施…などの実施
の有無について元気な時に話しあい、記録と
して残して置くことが重要です。「人生会議」
の原則は、一人で決めないこと、一度に決め
ないこと、最終決定はなく結論は変わるのが

当たりまえとなることを心得ておくこと、紙か録音で記
録を残すことが重要です。厚生労働省や「日本尊厳死協
会」のホームページに詳しく記載されていますのでご覧
ください。
③口から食べられなくなったらどうする～栄養補給の手段～
　「人生会議」に関連する課題です。認知症や廃用症候群
が進行すると寝たきりになり、次いで経口摂取が低下し、
食思不振となります。最初は、脱水症状を改善するため
手足の末梢静脈から点滴（輸液）を500－1000ml/日行
います。
　同じ部位に穿刺し続けると１～２週間で末梢の静脈は
血管炎を発症します。いわゆる点滴できる血管ルートが
無くなる状態になり「次の段階でどうするか」ということ
になります。以前は急性期の病院から慢性期の療養型病
院に転院する際に「胃ろう」を造設することが多かったの
ですが、最近は胃ろうを希望される家族は減少していま
す。その代わり、中心静脈（CV）ルートによる高カロリー
輸液（TPN）、あるいは経鼻経管栄養を選択される方が
増えています。主治医の先生ともよく相談されて患者さ
ん本人のためになる手段を採用してください。
　以上、長生きの秘訣の一部について説明しました。服
薬している「薬」を自己管理して、「終末期医療」につい
て家族内で話し合って記録に残し、希望する末期の栄養・
水分摂取法についても希望を周りの方々に伝え、あとは
適度の食事/運動と頭への刺激をしっかりと行って健康長
寿を目指してください。

2023年3月2日㈭�13:30 ～ 15:30　ホテル・ルポール麹町　参加者�93名

三木哲郎先生・講演会　『長生きの秘訣』報告

　三木哲郎先生をお迎えしての講演会は、４年半ぶりに満席で開催されました。
　健やかで、日野原先生のように長生きするための秘訣の要点を、改めて３つの話題
として纏めていただきました。
　尚、当日の様子は「新老人の会」東京のHP【活動】より動画でご覧いただけます。
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個人・家族会員� 5,000円
賛助会員� （一口）10,000円

「新老人の会」東京

会員募集中！
年�会�費

2023年　会員数185人（152件）
2022年　会員数268人（223件）

■発行所　日野原重明記念「新老人の会」東京　〒102-0082 東京都千代田区一番町29-2 進興ビル４階　https://shinrojin.com/
　TEL：080-7310-5050（平日10:00～15:00）FAX：03-3265-1909　　■発行人　石清水由紀子　　■編集責任者　五百木幸子　　■印刷　佐川印刷株式会社

　川越厚先生に12回にわたってご執筆いただきました「日野原先生の精神（こころ）を
継ぐ」が、いよいよ今回で終了となりました。日野原先生が歩まれた道を、キリスト教
に照らして分かりやすく解説していただき、その思いを深めることができたと思います。
先生に心より感謝申し上げます。
　社会がコロナ前に戻りつつあり、4月は、新しいことを創

はじ
めるのにふさわしい季節です。

ご案内にあります能楽鑑賞教室、丹田呼吸法サークル、同封チラシの「両国、浅草方面
の散策」に、ふるってご参加ください。

編 集 後 記

「
俳
句
の
す
す
め
」
㈣�

飛
鳥　
蘭

　
俳
句
を
始
め
る
き
っ
か
け
は
、
様
々
で
す
が
、
続
け
て
い
き

た
い
の
で
あ
れ
ば
、
先
ず
は
句
会
に
出
る
こ
と
で
す
。

　
ま
っ
た
く
句
会
に
は
縁
が
無
い
と
い
う
方
に
、
句
会
に
参
加

し
た
場
合
の
標
準
的
な
手
順
を
ざ
っ
く
り
申
し
あ
げ
る
と
、

①
出
句　
②
選
句　
③
披
講
の
際
の
名
乗
り
、こ
の
三
つ
で
す
。

　
①
は
自
分
の
句
を
短
冊
に
書
い
て
出
す
。
②
は
清
記
さ
れ
た

全
員
の
句
か
ら
、良
い
と
思
う
句
を
選
ぶ
。
い
く
ら
良
く
て
も
、

自
作
は
選
べ
ま
せ
ん
。
③
は
全
員
の
選
句
を
係
が
順
番
に
読
み

上
げ
、
も
し
自
分
の
句
が
披
講
さ
れ
た
ら
、
名
乗
り
を
上
げ
る
。

細
か
い
こ
と
は
句
会
の
先
輩
に
聞
け
ば
、
皆
親
切
に
教
え
て
く

れ
る
筈
で
す
。

　
ま
だ
上
手
く
作
れ
な
い
か
ら
、
と
躊た

め
ら躇
っ
て
い
る
の
は
時
間

の
無
駄
で
す
。
句
会
で
自
分
の
句
が
人
の
句
に
混
ざ
っ
て
選
を

受
け
て
、
初
め
て
自
分
の
句
の
問
題
点
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き

る
し
、
自
分
の
句
を
出
し
て
こ
そ
、
人
の
句
も
真
剣
に
読
む
よ

う
に
な
る
と
い
う
も
の
で
す
。
思
い
切
っ
て
、
武
蔵
野
プ
レ
イ

ス
ま
で
、
足
を
運
ん
で
み
ま
せ
ん
か
、
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

☆ご質問、ご意見がございましたら、Eメールアドレス
（t.shinrojin@gmail.com）、ハガキなどでご連絡ください。

　2022年度は、コロナ禍3年目。年会費収入は前年度より約
20万円減少したが、オンライン講演会、「東京大空襲・戦災資
料館」見学会を開催、支出は収入の範囲に収めることができた。

日野原重明記念「新老人の会」東京
2022年度（令和4年）会計報告

（2022年1月1日～2022年12月31日）

1.収支� （単位：円）
収入
前年度繰越金 6,316,763
年会費 会員 209 件 1,045,000

賛助会員 26 件 260,000
寄附金 2 月 16 日 郷千代子様 10,000

4 月 13 日 今昔歩き 10,000
4 月 29 日 宮田泰子様 5,000
3 件分（黒瀬様など） 6,038

絵本の会 154,000
利子 9

合　計 7,806,810
支出
会報印刷（年４回発行） 345,400
会報送料 148,350
印刷費（会報以外） 82,980
寄附（iPS財団、戦災資料館、LPC） 206,530
謝金（講師、HP管理） 220,000
通信費（HP、Zoom管理費など） 122,623
会場利用 100,000
謝礼（さわかみへ中元、歳暮） 36,698
慶弔費（早乙女家供花） 22,000
雑費 19,320
消耗品費 11,489
郵便局払出料金（年会費入金） 53,365
払込手数料 4,266
硬貨料金 330

当期支出合計 1,373,351
次年度繰越金 6,433,459

2．貸借対照表（2022年12月31日現在）
科目 科目
資産の部 負債の部
普通口座 829,331  未払金 0
当座口座 2,579,286
定期預金 3,000,000
現金袋 24,842  次年度繰越金 6,433,459
合　計 6,433,459 合　計 6,433,459

なお、定期預金の3,000,000円は日野原家からのご寄付です。

2023年3月3日関係書類を監査したところ、会計報告
は適正であることを認める。
 監事　　牧　壮

①国立能楽堂・能楽鑑賞教室へのご案内
　会報1月号に同封の能楽鑑賞教室へのご案内は、これま
でに29名の参加申し込みを受けております。残席が少な
くなりましたので、ご希望の方はお早めにお申し込みく
ださい。また、終了後に希望者で昼食会（明治記念館）
をいたします。既にお申し込みされた方で、昼食会に参
加ご希望の方は改めてご連絡ください。
⃝日　時：６月21日㈬　11:00から12:50
⃝集　合：国立能楽堂の受付付近
⃝参加費：2,500円（集合場所で集金）
⃝申し込み先：黒田かほる（民間外交サークル）
　メールアドレス：kahorukuroda@gmail.com
　電話：090-1779-6314　

②丹田呼吸法サークルへのご案内
　丹田呼吸法は、精神性を高め人間が本来もっている自
然治癒力・免疫力を高める方法です。桜井忠敬先生の指
導のもと、2005年から続いているサークルですが、ただ
今、参加者を募集しています。4月は新しいことをはじめ
るのによい季節です。まずは、見学からはじめてみませ
んか？
⃝会場：麹町区民館　　　⃝費用：毎月1,000円
⃝日時：毎月第２・４火曜日、10:30～ 12:00
　　　　４月は11日、25日です。
⃝お問い合わせ：090-2455-5610（石清水）


