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縄
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今
年
の
二
月
七
日
は
旧
正
月
の
元
日
で
あ
る
。
一
番
寒
い
月
で
も
あ
る
。
そ
ん
な

時
に
、
正
月
に
自
宅
の
神
棚
な
ど
に
飾
る
し
め
縄
を
作
っ
て
い
た
父
の
後
姿
が
目
に

浮
か
び
ま
す
。
縄
と
い
う
も
の
を
今
で
は
知
ら
な
い
子
供
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
縄
跳
び
と
か
、
縄
張
り
争
い
な
ど
と
い
う
言
葉
に
使
わ
れ
る
縄
で
あ
る
。
イ
ネ

藁
を
つ
か
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
太
さ
の
ロ
ー
プ
状
に
綯
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
地
元
で
は

縄
を
綯
う
と
い
う
こ
と
を
、
縄
を
捩
（
も
じ
）
る
、
あ
る
い
は
縄
捩(

よ
じ)
り
す
る
と
い

っ
て
い
た
も
の
で
す
。
当
時
は
あ
ら
ゆ
る
工
事
場
で
荷
造
り
な
ど
に
物
を
縛
っ
た
り
、

結
ん
だ
り
す
る
た
め
の
縄
紐
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
縄
跳
び
や
戦

争
ゴ
ッ
コ
な
ど
の
子
供
の
遊
び
や
、
土
地
の
境
界
線
を
決
め
る
の
に
も
古
く
か
ら
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

縄
の
材
料
と
な
る
藁
は
父
の
実
家
で
あ
る
農
家
か
ら
必
要
な
だ
け
貰
っ
て
き
た
も

の
で
す
。
藁
を
そ
の
ま
ま
で
は
縄
を
綯
う
こ
と
は
出
来
ず
、
束
に
な
っ
て
い
る
藁
を
す

ぐ
り
、
そ
の
後
少
し
の
水
を
含
ま
せ
て
木
槌
で
叩
い
て
軟
ら
か
く
す
る
こ
と
が
必
要

で
し
た
。
口
に
水
を
含
ん
で
藁
に
霧
状
に
吹
き
か
け
て
は
湿
り
気
を
与

え
、
台
の
上
で
万
遍
な
く
叩
い
て
し
な
り
の
あ
る
軟
ら
か
い
藁
に
し
た
も

の
で
す
。 

 

軟
ら
か
く
な
っ
た
藁
の
束
を
家
の
中
へ
持
ち
込
み
、
鉄
瓶
を
吊
る
し
た

炭
火
の
囲
炉
裏
の
脇
に
茣
蓙(

ご
ざ)

を
敷
き
、
父
が
そ
こ
に
腰
を
お
ろ

し
て
な
わ
を
綯
っ
て
い
た
の
が
つ
い
最
近
の
よ
う
に
思
い
だ
し
ま
す
。
そ
れ

も
自
分
が
そ
の
頃
の
父
の
歳
に
近
づ
い
て
き
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
。
右
脚
を

伸
ば
し
、
左
脚
は
あ
ぐ
ら
を
か
く
よ
う
に
内
側
に
曲
げ
て
茣
蓙
に
座
り
、

綯
っ
た
縄
は
右
尻
の
下
に
ひ
き
、
次
々
と
新
し
い
藁
を
継
ぎ
足
し
て
両

手
の
掌
面
で
二
本
の
束
の
そ
れ
ぞ
れ
の
藁
を
捩
る
よ
う
に
し
て
綯
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
り
ま
す
。
と
き
に
は
、
出
来
上
が
っ
た
縄
紐
を
両
足
を
伸
ば
し
、

両
足
の
母
趾
に
そ
の
縄
を
固
定
し
藁
を
組
み
込
み
草
履
を
作
り
上
げ

て
い
た
も
の
で
す
。
布
切
れ
を
編
み
込
ん
だ
も
の
は
学
校
や
職
場
で
の
ス

リ
ッ
パ
代
わ
り
に
使
っ
た
り
、
普
通
の
わ
ら
じ
は
、
野
良
仕
事
や
磯
遊
び

の
滑
り
予
防
に
も
使
っ
て
重
宝
が
ら
れ
た
も
の
で
す
。
何
故
か
、
そ
の
草

履
か
ら
温
も
り
が
感
じ
た
の
は
、
手
作
り
の
暖
か
い
心
が
に
じ
ん
で
い
た

か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
の
様
な
縄
綯
い
を
知
り
、
縄
製
品
を
使
っ
て
い
た
人
た
ち
が
望
洋
荘

に
多
く
住
ん
で
い
ま
す
。
た
か
が
履
物
の
藁
草
履
と
か
言
わ
な
い
で
、
こ

れ
ら
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
思
い
出
話
を
聴
い
て
上
げ
る
の
も
良
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
職
員
も
一
緒
に
な
っ
て
そ
の
話
し
の
中
か
ら
暖
か
い

囲
炉
裏
を
囲
ん
で
の
昔
の
生
活
の
雰
囲
気
を
共
に
感
じ
あ
え
た
ら
最

高
で
す
ね
。 
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二
月
三
日
（
日
）
節
分
の
日
に
午
後
二
時
よ
り｢

豆
ま
き｣

を
行
い
ま
し
た
。
今
年
は
五
名
の
年
女
の
入
居
者
様
が
、
裃

姿
で
各
ユ
ニ
ッ
ト
を
回
り
、
福
は
内
！
鬼
は
外
！
と
元
気
良

く
豆
ま
き
を
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
今
年
の
年
女
の
方
は
、

明
治
四
五
年
生
ま
れ
（
九
六
歳
）
の
金
澤
さ
ん
、
稲
村
さ
ん
、

白
岩
さ
ん
と
大
正
十
三
年
生
れ
（
八
四
歳
）
の
安
斎
さ
ん
、

吉
田
さ
ん
で
し
た
。
偶
然
に
も
金
澤
さ
ん
と
稲
村
さ
ん
は
、

誕
生
日
が
明
治
四
五
年
六
月
二
四
日
と
同
じ
で
、
お
二
人
と

も
と
て
も
元
気
な
お
ば
あ
さ
ん
で
す
。 

                 

                            

「
豆
ま
き
」
節
分 

「
嗜
好
調
査
」
集
計
結
果
報
告 

｢嗜好調査｣実施要綱 
実施  期間：平成 20年 1月 10日～平成 20年 1月 31日 
実施  方法：各ユニットスタッフによる個別聞き取り（回

答が困難な方の場合、職員の判断とする。） 
調査対象者：全入所者様 68名（経管栄養・入院者・1月新

規入所者様は除く） 
回  答  率：対象者 68名中 68名の回答 回答率 100％ 
 

《まとめ》 
今回は、利用者様の食事に対する満足度や食べにくい物を調査する目的で行いました。結果を見ると、現在の利用者様の食事への考え・思

いがよく分かるものとなりました。 
＜食事の量に関して＞ 
ほとんどの方は適量と考えているが、約 15％の方は多いと感じていた。全て女性の利用者様であった。少ないと感じている 4名中、3名は

食事制限がある方だった。極力、満足いただける食事量に持っていけるよう体の状態を見ながら主食量を増やす等、検討していきたい。 
＜主食の硬さについて＞ 
硬いと答えた３名中２名が常食、1名が粥の方だった。軟らかいと感じた 2名は粥の方だった。個人の嗜好もあるとは思うが、硬いと答え

た方に関して、咀嚼力の低下も考えられるので、今後注意して見ていきたい。 
＜料理の温度について＞ 
約 10％の方が冷たいと感じていた。特に多かったのが、「味噌汁」が冷たいとの訴えだった。温冷配膳車を使っているので配膳時は問題な

いと思うが、あまり熱すぎないよう温度設定してあるので、もしかしたら、ぬるいと感じてしまっているのかもしれない。 
＜味付けについて＞ 
約 17％の方が、味が薄いとの回答だった。しかし、中には「濃いときもあれば薄いときもある」との回答も多くあり、味付けが一定では

なく、まばらになってしまっている事が伺える。人によっては差が出てしまうのかも知れないが、ある程度の味の統一を図れるよう、今後厨
房と話し合っていきたい。 
＜食べにくいものについて＞ 
約 36％の方が、何らかの食べにくいものがあることが分かった。一番多かった物は肉であるが、次の「食べたいもの」では、魚料理の次

に食べたいものとして入っていて、食べたいけど食べにくいという現状が伺える。今後のメニューの調理法で出来るだけ硬くならないよう、
厨房と協力して工夫していきたい。 
＜食べたいと思うものについて＞ 
刺身・寿司という生魚料理がダントツで、続いてメニューにあまり出ない鰻、女性が大半だからか、甘い物が上位を占めている。昨年は、

芋煮会の時に刺身を食べていただいたが、とても好評だった。中には月に 1度食べたいという方もいるので、寒い時期の期間限定ではあるが、
行事食として年 2～3回を目標に提供できるよう、調整していきたい。 
最後に、今後も食事中の見回り・声かけを継続し、出来るだけ個人の意見を尊重出来る様、努めたいと思う。そして、入居者様本人だけで

なく、ユニットスタッフからの情報も大切にし、より良い食事になるよう、努力していきたい。                      管理栄養士 伊沢 真
喜子 
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い
わ
き
寄
席
に
ご
出
演
さ
れ
た
落
語
家
さ
ん
か
ら
、
毎
年
噺

家
さ
ん
ら
し
い
賀
状
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
中
か
ら

い
く
つ
か
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

 
 

                       

                +
 

             

                              

「
噺
家
さ
ん
か
ら
の
年
賀
状
」
其
の
② 

春
風
亭 

一
朝 

師
匠 

古
今
亭 

志
ん
橋 
師
匠 

春
風
亭 

正
朝 

師
匠 

三
遊
亭 

右
左
喜 

師
匠 

 

三
遊
亭 

と
ん
馬 

師
匠 

 

立
春 

大
吉 

 

本
年
も
相
変
わ
り
ま
せ
ず 

   

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

古今亭志ん橋師匠は、平成

18 年 1 月 17 日に来荘され、

｢祝獅子舞｣をご披露頂きま

した。入居者のみなさんは、

獅子に噛まれて大喜びでし

た。 

 

初
春
の 

お
慶
び
を 

    
     

申
し
上
げ
ま
す 

  

今
年
も
よ
ろ
し
く 

お
願
い
い
た
し
ま
す 

 

恭 

賀 

新 

年 

旧
年
中
は
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
ご
厚
情
を
賜
り 

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

本
年
も
相
変
ら
ず
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す 

皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

   

平
成
二
十
年 

元
旦 

 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

  

昨
年
中
は
大
変
お
せ
わ
に
な
り
ま
し
た 

  

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す 

    

平
成
二
十
年 

元
旦 

 

あ
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う 

ご
ざ
い
ま
す 

  

旧
年
中
は
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
を
い
た
だ
き 

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す 

 

最
近
Ｊ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
で
落
語
会
始
め
ま
し
た
。 



介
護
老
人
福
祉
施
設 

『
望
洋
荘
』 

 
職
員
紹
介

＆
コ
メ
ン
ト
集 

２００８年 望洋荘便り  ８頁 

     
  

管
理
栄
養
士 

伊
沢 

真
喜
子 

  

入
社
し
て
か
ら
約
半
年
が
経
ち
ま
し
た
。
毎
日
が
覚
え
る

こ
と
ば
か
り
で
、
あ
っ
と
言
う
間
で
し
た
。
ま
た
、
福
祉
施

設
で
働
く
の
は
初
め
て
で
あ
り
、
分
ら
な
い
事
が
多
く
、
先

輩
の
方
々
に
助
け
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
日
々
務
め
て
お
り

ま
す
。 

 

私
が
福
祉
施
設
の
栄
養
士
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
の
は
、

大
好
き
だ
っ
た
祖
父
が
、 

五
年
前
に
誤
嚥
性
肺
炎
に
か
か
り

入
院
し
ま
し
た
。
病
院
で
は
食
事
を
食
べ
る
こ
と
が
出
来
ず
、

直
接
胃
に
管
を
通
し
た
胃
ろ
う
か
ら
流
動
食
を
流
し
栄
養
補

給
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
最
後
は
気
管
切
開
な
ど
様
々
な
治

療
を
施
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
間
も
な
く
こ
の
世
を

去
り
帰
ら
ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。
少
し
前
ま
で
は
、
当
た
り

前
に
食
事
を
し
て
、
普
通
に
生
活
し
て
い
た
人
が
、
食
べ
物

を
食
べ
る
力
が
弱
ま
り
、
段
々
と
衰
弱
し
て
行
く
姿
を
目
の

当
た
り
に
し
て
、
改
め
て
食
べ
る
事
の
大
切
さ
を
、
身
を
持

っ
て
体
験
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。 

人
間
は
い
つ
寿
命
が
尽
き
る
か
分
り
ま
せ
ん
。
定
め
ら
れ

た
寿
命
が
く
る
直
前
や
口
か
ら
食
べ
た
最
後
の
食
事
が
美
味

し
い
と
思
っ
て
頂
け
れ
ば
、
少
な
か
ら
ず
幸
せ
だ
と
私
は
思

い
ま
す
。
最
後
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
食
事
を
「
お
い
し
か

っ
た
」
と
思
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
毎
日
「
お
い
し
い
」

献
立
が
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
経
口
・
経
管
に
関
わ
ら
ず
、
全
て
の
入
居
者
様

の
状
態
に
合
っ
た
栄
養
管
理
が
で
き
る
管
理
栄
養
士
に
な
れ

る
よ
う
、
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

  

こ
れ
ま
で
老
人
保
健
制
度
の
医
療
受
給
者
と
な
っ
て
い
る

方(

七
五
歳
以
上
の
方
、
六
五
歳
か
ら
七
四
歳
で
一
定
の
障
害

の
あ
る
方
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
民
健
康
保
険
や
健
康
保
険
組

合
な
ど
の
医
療
保
険
に
加
入
し
、
医
療
を
受
け
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
は
、
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

に
加
入
し
、
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

今
ま
で
の
制
度
と
の
大
き
な
違
い
は
、
高
齢
者
の
方
々
全
員

が
一
人
ひ
と
り
保
険
料
を
支
払
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
被
保
険
者

に
な
る
事
で
す
。
又
、
左
図
の
様
に
従
来
の
保
険
証
や
医
療

受
給
者
証
や
健
康
手
帳
が
無
く
な
り
「
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
」
に
一
本
化
さ
れ
ま
す
。
入
居
者
様
の
新
し
い
保

険
証
は
、
各
自
ご
自
宅
へ
三
月
中
に
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、

届
き
ま
し
た
ら
、
早
急
に
望
洋
荘
ま
で
お
持
ち
頂
け
ま
す
よ

う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

              

  

三
月
一
日
（
土
）
豊
間
ユ
ニ
ッ
ト 

午
後
二
時
～ 

｢

ひ
な
祭
り｣

 

三
月
二
日
（
日
）
四
倉･

勿
来
ユ
ニ
ッ
ト
午
後
二
時
三
〇
分
～ 

｢

ひ
な
祭
り｣

 

三
月
三
日
（
月
）
薄
磯
ユ
ニ
ッ
ト 

午
後
一
二
時
三
〇
分
～ 

｢

ひ
な
祭
り｣

 

三
月
九
日
（
日
）
永
崎
ユ
ニ
ッ
ト 

午
後
二
時
～ 

｢

お
や
つ
バ
イ
キ
ン
グ｣

 

三
月
十
一
日
（
火
）
塩
屋
岬
広
場 

午
後
二
時
～ 

｢

フ
ラ
ダ
ン
ス
・
バ
ン
ド
公
演｣

 

Ｂ
フ
ラ
ッ
ト 

三
月
十
六
日
（
日
）
午
前
一
０
時
～ 

｢

施
設
内
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
」 

 

【
三
月
の
お
誕
生
会
予
定
】 

三
月
四
日
（
火
） 

 
 
 

豊 

間 

鈴
木 

ト
キ
子
様 

 

（
八
六
歳
）
誕
生
会 

三
月
七
日
（
金
） 

 
 
 

豊 

間 

阿
部 

 
 

た
か
様 

 

（
九
二
歳
）
誕
生
会 

三
月
八
日
（
土
） 

 
 
 

永 
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三
月
の
行
事
予
定 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す 

「後期高齢者医療制度」の保険料は、被保険者全員が頭
割りで負担する均等割額と所得に応じて負担する所得
割額を合計した金額となります。 

均等割額＝一律年間 40,000 円 
所得割額＝被保険者の所得の 7.45％ 

※所得金額により軽減制度があります。 
尚、平成 20 年度は保険料が 6 ｹ月間凍結せれる等の措置
がとられますので、後期からの負担になります。納付方
法はほとんどの方が年金より天引きとなります。 


