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パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト｣

こ
こ
数
年
よ
く
耳
に
す
る
言
葉
で

あ
る
。
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
の
場

所
に
い
る
と
心
身
が
浄
化
さ
れ
エ
ネ
ル
ギ
ー

『

気』

を
与
え

て
く
れ
る
場
所
と
云
わ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
全
国
の
神
社

仏
閣
巡
り
が
ブ
ー
ム
と
な
り
、
各
所
の
由
緒
あ
る
地
を
訪
れ

る
人
々
が
増
え
て
い
る
様
だ
。
当
神
社
に
も
昨
年
、
寒
川
神

社
の
御
創
建
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
さ
れ
、
最
も
神
聖
な

場
所
と
さ
れ
る

｢

難
波
の
小
池｣

が
改
修
さ
れ
、
湧
き
出
る

御
神
水
に
満
た
さ
れ
た
、
池
泉
回
遊
式
庭
園
【
神
嶽
山
神
苑
】

の
杜
が
赫
々
と
完
成
し
た
。
▼
あ
る
日
、
神
苑
に
足
を
運
ぶ

と
、
普
段
聞
き
な
れ
て
い
る
三
段
の
瀧
の
清
流
音
と
龍
門
瀑

の
水
流
音
が
合
唱
し
、
音
感
を
奏
で
て
い
る
様
に
聞
こ
え
た
。

ふ
と
近
く
を
み
る
と
老
紳
士
が
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
て
お
り
目

を
閉
じ
て
何
か
を
得
て
い
る
様
に
も
感
じ
と
れ
た
。
私
が
老

紳
士
に
挨
拶
を
交
わ
す
と
笑
み
を
返
さ
れ
た
が
、
そ
の
表
情

か
ら
は
水
流
音
と
杜
の
静
寂
さ
で
心
癒
さ
れ
た
清
々
し
い
姿

に
も
映
っ
た
。
神
域
と
い
う
空
間
の
中
で
互
い
に
神
秘
性
を

感
じ
合
え
た
気
が
す
る
。
神
嶽
山
の
杜
は
新
し
く
生
れ
変
り
、

産
声
を
上
げ
た
ば
か
り
だ
が
、｢

難
波
の
小
池｣

の
も
つ
神

聖
な
空
間
と

｢

神
嶽
山｣

に
は
新
た
な
る
神
が
宿
り
、
赤
々

と
漲

(

み
な
ぎ
る)

神
威
で
あ
る

『

気』

を
感
じ
て
な
ら
な

い
。『

気』

は
絶
え
ず
変
化
す
る
も
の
で
、
た
と
え
毎
回
同

じ
よ
う
に
心
静
か
に
感
じ
よ
う
と
努
力
し
て
も
、
安
易
に
心

に
響
く
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
後
に

｢

こ
れ
が
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
だ
ろ
う
か｣

と
深
く
感
じ
さ
せ

ら
れ
る
に
至
っ
た
。
▼
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
処
は
、

山
深
い
場
所
と
か
或
い
は
聖
地
を
想
像
し
て
し
ま
う
が
、
ま

さ
か
こ
ん
な
身
近
で
感
じ
取
る
事
が
出
来
る
と
は
夢
に
も
思

わ
ず
、
深
い
喜
び
と
感
動
を
得
る
事
が
出
来
た
。｢

多
く
の

人
に
伝
え
た
い
・
多
く
の
人
に
同
じ

『

気』

を
感
じ
取
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば｣

と
思
う
こ
の
頃
で
あ
る
。
▼
な
ぜ
人
々
は

こ
の
地
を
求
め
る
の
か
又
求
め
た
の
か
。
古
代
よ
り
人
々
は

同
じ

『

篤
い
・
尊
い
空
間』

を
感
じ
取
り
大
切
に
鄭
重
に
お

護
り
し
、
人
々
は
や
す
ら
ぎ
、
ふ
れ
あ
い
を
求
め
様
々
な
形

で
心
身･

精
神
の
浄
化
に
取
組
ん
で
来
た
。
時
に
は
自
身
の

感
性
で
自
分
な
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
空
間
を
見
つ
け
て

み
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

(

里)
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昨
年
十
二
月
一
日
付
け
に

て
利
根
康
教
氏
は
、
寒
川
神

社
第
二
十
七
代
宮
司

(

明
治

四
年
國
幣
中
社
に
列
せ
ら
れ

て
よ
り
数
え
て)

に
就
任
致

し
ま
し
た
。

こ
の
慶
事
を
祝
し
ま
し
て

当
神
社
責
任
役
員
が
発
起
人

と
な
り
、
四
月
十
九
日
、
ロ

ワ
ジ
ー
ル
ホ
テ
ル
厚
木
に
て

披
露
の
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。当

日
は
、
神
社
本
庁
総
長

矢
田
部
正
巳
様
を
は
じ
め
、

全
国
神
社
関
係
者
や
國
學
院

大
學
の
同
級
生
、
旧
職
員
の

皆
様
等
三
五
〇
名
あ
ま
り
の

方
々
に
、
ご
多
忙
中
に
も

か
か
わ
り
ま
せ
ず
、
ご

参
集
賜
り
、
多
数
の
皆

様
方
よ
り
ご
祝
辞
や

励
ま
し
の
お
言
葉
と

共
に
昔
の
思
い
出
話

し
も
頂
き
会
場
は
大

変
和
や
か
な
雰
囲
気

に
な
り
ま
し
た
。

清
興
に
は
、
鎌
倉

能
舞
台
中
森
貫
太
様
を

始
め
永
年
に
わ
た
り
相

模
薪
能
を
ご
奉
仕
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
皆
様
に
よ
り

舞
囃
子

｢

高
砂｣

が
演
じ
ら

れ
ま
し
た
。

祝
宴
に
入
り
、
会
場
の
緊

張
も
や
わ
ら
ぎ
、
京
都
祇
園

よ
り
駆
け
つ
け
て
下
さ
い
ま

し
た
芸
妓
・
舞
妓
さ
ん
に
よ

る
祝
舞

｢

鶴
亀｣

や

｢

祇
園

小
唄｣

が
披
露
さ
れ
る
な
ど
、

華
や
か
さ
も
感
じ
ら
れ
る
中
、

終
始
穏
や
か
な
雰
囲
気
に
包

ま
れ
、
ご
歓
談
の
ひ
と
時
を

過
ご
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

当
日
ご
参
集
並
び
に
祝
意

を
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
へ

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、

利
根
宮
司
の
今
後
益
々
の
ご

活
躍
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。
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こ
の
祭
典
は｢

こ
う
の
ま
ち｣

と
も
呼
ば
れ
、
大
磯
町
国
府
本

郷
の
神
揃
山
に
相
模
國
一
之
宮

寒
川
神
社
・
二
之
宮
川
勾
神
社

・
三
之
宮
比
々
多
神
社
・
四
之

宮
前
鳥
神
社
・
平
塚
八
幡
宮
の

神
々
が
神
輿
に
て
参
集
し
、
古

式

｢

座
問
答｣

が
行
わ
れ
ま
す
。

そ
の
後
大
矢
場
に
て
神
対
面
の

儀
・
国
司
奉
幣
の
儀
が
行
わ
れ

ま
す
。
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去
る
四
月
三
日

(
土)

と
四

日

(

日)

の
両
日
、
桜
花
爛
漫

の
下
で
恒
例
の
年
参
講
大
祭
が

盛
大
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
は
、
町
内
の
氏
子
や

各
地
区
の
講
社
団
体
の
方
々
が

大
勢
お
参
り
に
来
ら
れ
、
日
頃

�
	

�



�
�

�

四
月
二
十
九
日
の

｢

昭
和
の

日｣

に
昭
和
祭
が
斎
行
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
祭
典
は
、
昭
和
天
皇
の

お
誕
生
日
に
御
聖
業
を
讃
え
、

激
動
の
時
代
を
経
て
め
ざ
ま
し

い
復
興
を
遂
げ
た
昭
和
の
御
代

を
顕
彰
し
、
皇
室
の
弥
栄
と
国

家
の
隆
昌
、
国
民
の
平
安
を
祈

る
お
祭
で
す
。

の
御
神
恩
に
感
謝
し
て
神
楽
を

奉
納
し
、
地
域
の
安
全
と
講
員

の
無
病
息
災
を
祈
願
致
し
ま
し

た
。ま

た
、
境
内
特
設
会
場
で
は

宮
山
総
代
や
氏
子
有
志
に
よ
る

奉
納
演
芸
大
会
が
賑
や
か
に
開

催
さ
れ
、
訪
れ
た
参
拝
者
を
楽

し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
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國
學
院
大
學

神
道
文
化
学
部
教
授

神
道
学
博
士

連

載
御
装
束
と
は
、
神
体
及
び
殿
内
を
か
ざ
る
品
々
の
こ

と
で
、
①
神
座
舗
設
具
、
②
殿
舎
舗
設
具
、
③
服
飾
具
、

④
遷
御
具
と
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

神
座
用
に
つ
か
う
舗
設
具
で
、
玉
奈
井
の
帳
、
床

の
土
代
、
御
船
代
や
御
樋
代
の
被
な
ど
を
称
す
る
。

②

殿
内
の
舗
設
具
で
、
壁か

べ

代し
ろ

や
御み

幌
と
ば
り

を
称
す
る
。

③

神
々
の
容
飾
・
服
飾
に
関
す
る
品
々
で
、
服
飾
品

の
御
衣
や
御
裳
か
ら
御
襪

お
ん
し
と
う
ず

・
御
沓
、
容
飾
を
整
え
る

御
鏡
・
髻も

と

結ゆ
い

・
御
櫛
な
ど
を
指
す
。

④

奉
遷
路
で
使
う
威
儀
物
の
こ
と
で
、
道
敷
・
行
障

こ
う
じ
ょ
う

・

垣
代
な
ど
を
称
す
る
。

御
装
束
と
は

｢

神
衣｣

と
い
う
衣
服
六
十
五
領
、
な

ら
び
に
服
飾
品
を
指
し
て
い
る
。
神
の
上
衣
で
あ
る
呉く

れ

錦に
し
き
の御み

衣ぞ

は
、
黄
地
に
竹
の
文
様
を
織
り
込
み
、
桐
竹
文

を
瑞
祥
と
す
る
古
代
中
国
の
考
え
に
関
係
が
ふ
か
い
。

青あ
お

纐こ
う

纈け
つ

綿
わ
た
の

御み

衣ぞ

は
青
地
の
綿
入
れ
の
御
衣
を
さ
し
、
数

あ
る
御
衣
の
な
か
で
も
、
板
挟
み
に
よ
る
唯
一
の
染
紋

御
料
と
い
え
よ
う
。
御
裳
は
上
衣
を
腰
で
締
め
る
布
帛

の
こ
と
で
、
正
装
の
と
き
着
用
さ
れ
、
五
十
一
腰
が
調

進
さ
れ
る
。
紫
羅
御
裳

む
ら
さ
き
の
ら
の
み
も

は
文
様
を
織
り
成
す
薄
物
、
倭し

ど

文
御
裳

り

の

み

も

は
上
代
文
様
の
は
じ
め
で
、
紺
地
に
縞
織
り
で

仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

屋
形
紋
錦
御
被
は
錦
の
夜
具
で
、
縦
横
に
神
殿
の
文

様
を
あ
し
ら
い
、
神
霊
に
も
っ
と
も
近
く
に
用
い
る
御

料
と
し
て
、
古
く
か
ら
神
聖
視
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
刺さ

し

車
錦
御
衣

ぐ
る
ま
に
し
き
の
み
ふ
す
ま

も
錦
の
夜
具
で
、
黄
地
に
黒
色
の
文
様
を
も

つ
。
御
屋
形
文
・
御
所
車
文
と
い
う

｢

秘ひ

紋も
ん｣
の
御
被

�
�

�
�

�
�

�
�

は
、
取
扱
い
に
格
別
に
敬
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
御

帯
は
と
て
も
堅
い
伝
統
的
な
織
物
で
、
文
化
庁
の
全
般

的
な
指
導
を
仰
い
で
と
り
進
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
布
帛

は
、
す
べ
て
天
然
の
植
物
染
料
で
染
め
ら
れ
、
中
古
の

色
彩
を
偲
ば
せ
る
品
々
と
い
え
よ
う
。

黄つ

楊げ

の
御
櫛
は
覆
蓋

お
お
い
ば
こ

形
式
の
櫛
筥
に
入
れ
ら
れ
、
正

宮
・
別
宮
で
九
十
一
枚
が
献
上
さ
れ
る
。
御
櫛
と
い
う

一
見
簡
単
と
思
わ
れ
る
御
料
も
、
正
宮
・
別
宮
合
せ
て

九
十
一
枚
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
製
作
に
は
原
木
の
選

定
か
ら
乾
燥
・
燻
蒸

く
ん
じ
ょ
う

・
板い

た

締じ
め

を
へ
て
、
よ
う
や
く
鋸
に

よ
る
歯は

挽び
き

に
は
い
る
も
の
で
、
実
に
繊
細
な
神
経
を
要

す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

白
銅
製
の
御
鏡
は
箆へ

ら

押お

し
の
流
麗
な
文
様
が
み
ご
と

で
、
清
澄
な
霊
気
を
漂
わ
せ
る
容
飾
具
。
轆ろ

く

轤ろ

筥ば
こ

に
入

れ
ら
れ
、
三
十
一
面
を
数
え
る
。
御
白
玉
は
髪
飾
り
に

用
い
る
真
珠
の
こ
と
で
、
総
数
八
十
一
丸
を
数
え
楊
筥

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

錦御衣 内宮御料

御鏡 内宮御料
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左
記
の
方
々
よ
り
赤
誠
溢
れ
る
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。

誌
上
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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�
�
(

順
不
同
・
敬
称
略)

二
万
円

太
田

利
夫

茅
ヶ
崎
市
下
寺
尾

〃

�
橋

晃

伊
勢
原
市
下
落
合
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茅
ヶ
崎
・
寒
川
短
歌
会
に
よ

る
、
春
の
短
歌
大
会
が
、
三
月

二
十
八
日
行
わ
れ
ま
し
た
。

数
多
く
の
作
品
の
中
よ
り
、

一
之
宮
在
住
の
竹
原
博
子
氏
の

歌
が
一
之
宮
賞
に
選
出
さ
れ
、

賞
状
及
び
賞
品
が
授
与
さ
れ
ま

し
た
。
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竹
原

博
子
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当
神
社
の
社
報

『

相
模』
に

毎
月
四
季
折
々
の
俳
句
を
献
じ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
寒
川

俳
壇
で
は
、
四
月
十
一
日
に
年

次
総
会
を
行
い
ま
し
た
。

席
上
本
年
度
の
最
優
秀
句
が

発
表
さ
れ
、
作
句
さ
れ
ま
し
た

菅
沼
保
幸
氏
へ
、
当
神
社
よ
り

一
之
宮
賞
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�

(
年
間
最
優
秀
句)

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
 
�

菅
沼

保
幸

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

｢

相
模
國
式
内
社
の
会｣

で

は
、
去
る
三
月
二
十
六
日
に
式

内
社
巡
拝
会
を
行
い
ま
し
た
。

式
内
社
と
は
、
平
安
時
代
中

期
、
醍
醐
天
皇
の
命
に
て
編
纂

さ
れ
た

『

延
喜
式』

に
記
載
さ

れ
た
神
社
を
云
い
、
相
模
國
で

は
十
三
社
の
記
載
が
確
認
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

こ
の
十
三
社
は
現
在
も
鎮
座

さ
れ
て
お
り
、
相
互
の
理
解
、

意
識
の
向
上
を
目
的
と
し
て
相

模
國
式
内
社
の
会
が
結
成
さ
れ
、

様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

本
年
は
、
静
岡
県
富
士
市
に

鎮
座
す
る
富
知
六
所
浅
間
神
社

を
正
式
参
拝
致
し
ま
し
た
。

神
職
に
よ
り
、
社
名
が
富
士

で
な
く
富
知
で
あ
る
理
由
や
、

富
士
山
の
噴
火
と
鎮
座
地
の
関

係
を
詳
し
く
説
明
を
頂
き
、
式

内
社
も
地
域
環
境
に
よ
り
様
々

な
形
態
が
あ
る
事
が
解
り
、
有

意
義
な
研
修
と
な
り
ま
し
た
。
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し
た
選
手
達
は
満
開
と
な
っ
た

参
道
の
桜
並
木
を
駆
け
抜
け
、

自
慢
の
健
脚
を
競
い
ま
し
た
。

日
頃
の
練
習
の
成
果
を
余
す

事
無
く
発
揮
し
た
、
Ｔ
Ｈ
Ｅ
松

林
チ
ー
ム
と
円
蔵
中
学
校
チ
ー

ム
が
見
事
一
之
宮
賞

(

第
二
部

第
三
部
優
勝)

に
輝
き
、
そ
の

栄
誉
が
称
え
ら
れ
ま
し
た
。

寒
川
の
春
の
風
物
詩

｢

観
桜

駅
伝
競
走
大
会｣
が
四
月
四
日

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

本
年
で
六
十
回
を
迎
え
た
こ

の
大
会
は
、
昭
和
二
十
六
年
に

寒
川
神
社
の
桜
と
バ
ス
の
開
通

を
記
念
し
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、

町
内
外
か
ら
六
十
二
チ
ー
ム
が

参
加
、
当
神
社
前
を
ス
タ
ー
ト



��������	
��

��������	
��
����５月３日� ９時～14時

※雨天順延
�����寒川神社 神鹿苑

����� �����
�	
���
�������
�����������

������ !�"#�

��������	
�����

※同日10時～12時
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�
青
少
年
活
動
だ
よ
り

�
�

�
�

�
�

�

新
入
館
生
を
迎
え
て

�
	
�


�
�
�

�
�
�

入
団
式
・
フ
ラ
イ
ア
ッ
プ
式

四
月
二
日
春
の
嵐
が
吹
く
中
、

そ
れ
に
も
負
け
な
い
程
元
気
な

三
十
六
名
が
入
館
し
ま
し
た
。

本
殿
で
の
入
館
奉
告
祭
、
静

寂
と
緊
張
の
内
、
六
年
間
無

事
に
楽
し
く
過
せ
ま
す
よ
う

神
様
に
小
さ
な
頭
こ
う
べ
を
垂
れ
祈

り
ま
し
た
。

少
年
館
で
は
入
館
式
を
実

施
、
利
根
館
長
先
生
と
原
田

先
生
に
お
祝
い
の
お
言
葉
を

頂
き
ま
し
た
。
在
館
生
を
代

表
し
て
、
鈴
木
�
太
朗
君
よ

り

｢

少
年
館
は
、
他
で
は
経

験
出
来
な
い
事
が
沢
山
あ
り

ま
す
。
困
っ
た
事
が
あ
っ
た

ら
、
助
け
合
い
皆
で
楽
し
い

少
年
館
に
し
ま
し
ょ
う
。｣

と
、
力
強
い
言
葉
が
贈
ら
れ
ま

し
た
。

少
年
館
で
は
今
季
の
目
標
を

・
大
き
な
声
を
出
し
て
元
気
よ

く
遊
べ
る
子

・
落
ち
着
き
を
持
っ
て
人
の
話

が
聞
け
理
解
出
来
る
子

・
挨
拶
の
き
ち
ん
と
言
え
る
子

と
掲
げ
、
育
て
て
参
り
ま
す
。

神
社
で
遊
ぶ
子
供
達
に
�
こ

ん
に
ち
わ
�
と
声
を
掛
け
て
み

て
下
さ
い
。
大
き
な
返
事
が
帰
っ

て
き
た
ら
お
そ
ら
く
そ
の
子
は

少
年
館
の
子
供
達
で
す
。

新
年
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
考
え
て
い
く
べ
き
課

題
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
が
、

新
入
館
生
は
元
よ
り
、
在
館
生

の
子
供
達
も
、
ど
う
ぞ
暖
か
く

見
守
っ
て
あ
げ
て
下
さ
い
。

�
�
�
�
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四
月
一
日
よ
り
十
日
に
か
け

て
学
齢
児
図
画
展
が
華
や
か
に

開
催
さ
れ
、
訪
れ
た
参
拝
者
の

目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

本
年
で
四
十
回
を
数
え
る
こ

の
図
画
展
は
、
今
春
小
学
校
へ

入
学
す
る
園
児
達
の
健
や
か
な

成
長
を
願
う
と
共
に
、
創
造
性

独
創
性
を
助
長
す
る
事
を
目
的

と
し
、
学
業
奨
励
の
一
環
と
し

て
開
催
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、

今
年
も
寒
川
さ
く
ら
幼
稚
園
・

倉
見
幼
稚
園
・
一
之
宮
相
和
幼

稚
園
の
ご
協
力
の
も
と
、
一
四

五
名
の
作
品
が
展
示
さ
れ
、
氏

子
崇
敬
者
を
は
じ
め
小
学
校
に

入
学
し
た
親
子
連
れ
の
方
々
に

も
鑑
賞
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

久
し
振
り
の
青
天
が
、
あ
た

か
も
ス
カ
ウ
ト
を
祝
福
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
た
四
月
十
八
日

ス
カ
ウ
ト
ハ
ウ
ス
に
て
フ
ラ
イ

ア
ッ
プ
式
並
び
に
入
団
式
を
執

り
行
い
ま
し
た
。

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
に
は
、
年

代
毎
に
テ
ン
ダ
ー
フ
ッ
ト
・
ブ
ラ

ウ
ニ
ー
・
ジ
ュ
ニ
ア
・
シ
ニ
ア
・

レ
ン
ジ
ャ
ー
と
そ
れ
ぞ
れ
部
門
が

あ
り
、
各
部
門
よ
り
次
の
部
門

へ
上
進
す
る
式
典
を
フ
ラ
イ
ア
ッ

プ
式
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

入
団
・
上
進
し
た
ス
カ
ウ
ト

達
は
、
今
後
の
抱
負
を
皆
の
前

で
発
表
し
、｢

や
く
そ
く
と
お

き
て｣

の
実
践
を
誓
い
ま
し
た
。



午前 ８：30～11：30���� 午後 13：30～16：30
月～金曜日 ８：30～17：00������ 土・日曜日 ８：30～12：00
TEL 0467－75－0633
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� � ５月20日(木)
午後２時～３時

��� 寒川神社 参集殿

� � ｢動けてますか…？｣
～知って得するリハビリのポイント～

� � 理学療法士
加 藤 幸 弘

入場無料 申込不要
ご来場をお待ちしております｡

������������

寒 川 病 院
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看
護
師

稲
田

明
奈

看
護
師

福
永
三
智
子

寒
川
病
院
勤
務
を
命
ず
る

平
成
二
十
二
年
五
月
一
日

� � � � � � � 	 


� �
午前

１診 栗田啓司 武村文夫 栗田啓司 安達久見子 鳴海裕之 武村文夫 1,3,5週

栗田啓司 2,4週

２診 森屋秀樹 干場泰成 丸山真弓 円谷斉子 鳴海裕之
午後 武村文夫 鳴海裕之 武村文夫 安達久見子 円谷斉子

 � � �
午前 高木繁治 2,4週

午後 栗田啓司
� � � � 午前 西谷憲三
����� 午後 内山光昭

�����
午前 丸山真弓 大貫恵子 丸山真弓
午後 大貫恵子 宮 武範

� � � � 午前 神田茂孝
原田 厚 4週

� �
午前

１診 木勢佳史 鈴木俊之 徳田 裕 (乳腺) 岡村卓穂 田中 豊 木勢佳史
２診 石田秀樹

午後 木勢佳史 鈴木俊之 岡村卓穂 (乳腺) 木勢佳史
���� 午後 富永二郎
� � � 午後 眞鍋泰明 赤坂江美子 矢作榮一郎
 � � � 午前 花井一也

! " � �

午前
１診 内田雅夫 植原丈尋 福村英信 金 俊男 内田雅夫 真鍋卓容 1,3,4,5週

内山善康 2週

２診 真鍋卓容 橋本吉登 真鍋卓容 (10時～) 内田雅夫 小椋 研 橋本吉登 (10時～)

午後
１診 真鍋卓容 植原丈尋 福村英信 金 俊男 小椋 研

２診 橋本吉登
(スポーツ)

橋本吉登
(スポーツ)

# �
午前 木勢由利子 増山和子 木勢由利子 保科真理 木勢由利子 木勢由利子
午後 保科真理 木勢由利子 木勢由利子 海老原紘子 木勢由利子

$%&'�
午前 大上麻由里 大上麻由里 大上麻由里 大上麻由里 厚見 拓 大上麻由里
午後 大上麻由里 関根基樹 大上麻由里 大上麻由里 竹尾輝久

� ( )
午前 鳴海裕之 森屋秀樹 木勢佳史 原 正 木勢佳史 山本 剛 1,3,5週

午後 森屋秀樹 森屋秀樹 石田秀樹 鳴海裕之

����������������������������������������������������������
��������������������					
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・
五
月
よ
り
、
外
来
診
察
担
当
医
の
診
察
日
、
診
察
時
間
が
一
部
改
変
さ
れ
ま
す
。

受
診
さ
れ
る
方
は
御
確
認
の
上
、
受
診
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。
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�
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�
�

�
�

�
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介
護
職
員

角

詩
織

神
恵
苑
勤
務
を
命
ず
る

平
成
二
十
二
年
五
月
一
日

�
�

�

�
�
�
�




参
集
殿
職
員

小
原

明
子

願
い
に
依
り
職
を
免
ず
る

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

��
��
��
��
��
��
��
��
		

����



神
が
宿
る
神ひ

も

籬ろ
ぎ

を
祭
場
へ
遷う

つ

し

座
問
答
が
執
り
行
わ
れ
る
。

五
月
五
日
は
、
子
供
の
日
。

大
空
を
悠
然
と
泳
ぐ
真
鯉
、
緋

鯉
、
子
鯉
た
ち
。
子
供
の
健
や

か
な
成
長
を
願
っ
て
立
て
る
鯉

幟
。
家
族
の
祈
り
天
ま
で
と
ど

け
ー
。

(

一)

さ が み����� �����	
�� �
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�
�
�
�
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�
�
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(

一)

池
の
面
に
は
薄
ら
氷
光
る
に
メ
ダ
カ
た
ち
春
は
ど
こ
か
と
元
気
に
泳
ぐ

山
口

幸
子

海
ぞ
い
を
走
る
バ
ス
停
に
ド
ア
開
き
磯
の
香
り
を
連
れ
て
客
來
る

山
根
喜
美
代

国
会
は
資
金
疑
惑
に
の
み
か
ま
け
為
す
べ
き
議
論
の
放
棄
許
せ
ぬ

安
藤

慧

神
門
に
高
く
掲
げ
た
ね
ぶ
た
人
形
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
で
寅
な
ほ
猛
し

鈴
木

助
晴

連
休
に
擦す

れ

か
う
電
車
手
を
振
っ
て
見
知
ら
ぬ
子
供
に
手
振
り
返
す

川
島
惠
美
子

色
白
の
頬
に
紅
さ
し
は
じ
ら
え
る
乙
女
さ
な
が
ら
椿
一
輪

�
田
マ
ツ
子

小
鳥
ら
の
羽
根
色
の
差
の
鮮
や
か
な
雄
ひ
か
え
め
な
雌
よ

工
藤

光
子

軋
轢
に
悲
鳴
を
あ
げ
る
友
の
心
く
も
り
の
蔭
り
に
沈
み
し
も
の
か

稲
畠

冶
江

頂
上
を
目
指
し
た
時
の
感
動
よ

富
士
山
今
朝
は
雪
景
色
な
り

三
留
と
く
子

春
早
く
耒
い
と
裸
木
ふ
る
ふ
る
と
小
枝
ふ
る
わ
す
寒
風
の
中

天
利

春
枝

友
行
き
し
黄
泉
と
う
国
の
は
る
け
き
に
会
う
こ
と
か
な
わ
ず
真
に
淋
し
え

岡
元

芳
子

二
、
三
歳
の
子
供
ら
美
し
さ
娘
ら
も
に
ぎ
や
か
に
集
う
七
回
忌
な
る

出
町

安
子

人
の
世
は
嘘
ば
っ
か
り
で
夕
空
の
富
士
は
む
ら
さ
き
き
っ
ぱ
り
と
立
つ

斎
藤
く
に
お

寅
歳
の
夫
は
九
十
六
歳
持
ち
前
の
気
性
に
意
固
地
も
伴
い
て
耒
ぬ

宇
田
川
時
子

若
芽
吹
く
春
の
訪
れ
待
ち
遠
し

吾
に
や
り
た
き
こ
と
一
つ
あ
る

浜
田

寿
子

猫
や
な
ぎ
ひ
と
芽
ひ
と
芽
に
春
ま
近
か
今
年
も
壺
の
主
役
と
な
り
て

土
屋
ト
ミ
子

紅
梅
の
根
元
に
咲
け
る
福
寿
草
の
愛
し
黄
花
に
屈
み
て
眺
む

亀
山

文
子

相
模
野
の
蒼
空
我
の
も
の
と
し
て
欅
一
樹
の
亭
亭
と
立
つ

講
師

杉
本

照
世

花
筏
ま
だ
本
流
に
乗
り
き
れ
ず

山
本

朝
子

花
冷
や
北
へ
ま
っ
直
ぐ
風
見
鶏

芹
沢

徳
光

淋
し
さ
は
表
に
出
さ
ぬ
葱
の
花

岩
田
美
代
子

砲
弾
の
如
き
筍
屈
き
け
り

飛
石

槿
花

土
木
課
に
女
の
技
師
や
山
笑
ふ

根
岸

君
子

川
風
の
裏
声
と
な
り
芦
の
角

金
指

月
光

石
仏
の
傾
く
ほ
ど
の
春
疾
風

松
本
美
智
子

鸚お
う

鵡む

に
も
訛
り
移
し
て
山
笑
う

岡
田
風
呂
釜

も
う
誰
も
居
な
い
公
園
桜
散
る

菅
沼
う
め
の

幸
せ
は
小
さ
く
て
よ
し
芹
を
摘
む

金
子

つ
ぢ

菜
種
梅
雨
早
目
に
仕
舞
う
ラ
ー
メ
ン
屋

高
橋
は
る
よ
し

花
冷
や
や
は
り
手
が
出
る
昼
の
酒

皆
川
志
ん
ご

そ
こ
こ
こ
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