
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＵＲＬ  http://www.syusenkai.or.jp/  

オキドキニュース ５月号 

 

オキドキニュース ５月号 
令和２年５月１日発行 

ＵＲＬ  http://www.syusenkai.or.jp/  

立
夏 

 

五
月
六
日 

 

夏
の
始
ま
り
。
東
洋
暦
で
は
立
夏
か
ら
立
秋
前
日
ま
で
を
夏
、 

西
洋
暦
で
は
夏
至
か
ら
秋
分
の
前
日
ま
で
と
し
て
い
る
。 

「
夏
の
気
始
め
て
立
つ
」 

小
満 

 

五
月
二
十
日 

植
物
が
育
ち
茂
る
。「
麦
生
日
」
と
呼
ば
れ
、
晴
天
あ
れ
ば
麦
が

よ
く
熟
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

二十四節季 

オ
キ
ド
キ
ニ
ュ
ー
ス 

五
月
号 

四
月
四
日
・
五
日
の
二
日
、
日
頃
外
出
す
る
機

会
が
少
な
い
の
で
、
思
い
っ
き
り
春
を
感
じ
て
頂
こ

う
と
、
施
設
送
迎
車
を
使
い
近
隣
の
桜
並
木
を
観

に
行
く「
ド
ラ
イ
ブ
ツ
ア
ー
」を
催
し
ま
し
た
。 

今
年
は
、
開
花
時
期
と「
ド
ラ
イ
ブ
ツ
ア
ー
」
バ

を
予
定
し
た
日
が
上
手
く
重
な
り
、
車
中
か
ら
ほ

ぼ
満
開
の
桜
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ご
利
用
者
の
皆
様
も
久
し
ぶ
り
の
外
出
に
大
変

喜
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

ド
ラ
イ
ブ
ツ
ア
ー 

 

オ
キ
ド
キ 

【 

施
設
内
床
清
掃
の
お
知
ら
せ 

】 

左
記
の
日
時
に
て
、
清
掃
業
者
に
よ
る
施
設
内

の「
床
清
掃
」「
ワ
ッ
ク
ス
掛
け
」を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
理
解

ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
よ
っ
て
は
、
施
設
内

床
清
掃
を
延
期
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い 

 

日 
 

時 
 

 

五
月
三
十
一
日
（ 

日
曜
日
） 

 

作
業
時
間 

 
 

午
前
九
時
～
午
後
四
時 

 

 

 

             

地下
別館

リハビリ・デイルーム

クリニック
１３：００　～　１６：００

Ａ班（４人）

１０：００　～　１２：００
　９：００　～　１０：００

受付・相談室
東側階段
西側階段
２階共用部分・療養室
３階共用部分、療養室　

Ｂ班（４人）

　９：００　～　　９：３０
　９：３０　～　１０：００

１０：３０　～　１３：００
１０：００　～　１０：３０

１４：００　～　１６：００

映
画
鑑
賞
会 

今
回
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
外
出
行

事
を
控
え
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
３
密
を
避
け
る

た
め
に
集
団
で
の
行
事
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
ご
利
用
者
の
皆
様
に
施
設
内
で
も
楽
し
ん

で
い
た
だ
こ
う
と
四
月
十
一
日
・十
二
日
の
二
日
に
分

け
て
映
画
鑑
賞
会
を
行
い
ま
し
た
。 

当
日
は
、
地
階
食
堂
の
一
角
に
ス
ク
リ
ー
ン
設
け

て
、
皆
様
ご
存
知
の「
水
戸
黄
門
」
の
映
像
を
映
し
出

し
、
ご
視
聴
し
て
頂
き
ま
し
た
。 

ウ
イ
ル
ス
に
負
け
ず
に
楽
し
く
過
ご
す
こ
と
が
で

き
ま
し
た
！ 

 

  

   

写真はあくまでイメージです。 

5月 11日昼食に提

供！ 

山菜そば 

菖 
蒲 

湯 

五
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
、「
菖
蒲
湯
」
と
致
し
ま

す
。
風
薫
る
新
緑
の
季
節
、
雰
囲
気
を
十
分
に
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。 

  
 
 

 
 

菖
蒲
湯
」
の
由
来 

 

菖
蒲
湯
と
は
菖
蒲
の
葉
を
束
ね
て
入
れ
、
沸
か
し

た
お
風
呂
の
こ
と
で
、
５
月
５
日
の
「
端
午
の
節
句
」

の
習
わ
し
で
す
。 

こ
の
菖
蒲
湯
の
た
め
、
端
午
の
節
句
は
「
菖
蒲
の

節
句
」
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
入
浴
す
る
こ
と
で
、

邪
気
を
払
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
で
は
、
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
の
宮
廷
で
、

端
午
の
日
に
厄
除
け
の
た
め
「
菖
蒲
」
「
よ
も
ぎ
」

を
軒
に
さ
し
た
り
、
菖
蒲
の
葉
の
薬
玉
を
柱
に
下
げ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
よ
う
に
男
の
子
の

出
生
を
祝
っ
て
、
端
午
の
節
句
に
菖
蒲
湯
に
入
る
こ

と
が
習
慣
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
か
ら
で
す
。 

「
菖
蒲
」
の
音
が
「
勝
負
」
や
「
尚
武
（
武
事
を

重
ん
じ
る
こ
と
の
意
）
」
に
通
じ
る
こ
と
、
ま
た
、

葉
の
形
が
剣
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
が

剛
健
に
育
つ
こ
と
を
願
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

鯉
の
ぼ
り
の
由
来 

 

鯉
の
ぼ
り
は
江
戸
時
代
中
期
、
庶
民
の
ア
イ
デ
ア

で
生
ま
れ
ま
し
た
。
も
と
も
と
日
本
で
は
、
将
軍
家
に

男
の
子
が
生
ま
れ
る
と
旗
指
物
や
の
ぼ
り
を
立
て
て

祝
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
や
が
て
こ
れ
が
武
家
に

広
が
り
、
男
の
子
が
生
ま
れ
た
印
と
し
て
幟
を
立
て

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
端
午
の
節
句
に
は
幟
を
立

て
、
虫
干
し
を
兼
ね
て
鎧
や
兜
を
飾
る
の
が
習
わ
し

で
し
た
。
一
方
、
江
戸
の
裕
福
な
商
家
で
も
、
武
家
に

対
抗
し
よ
う
と
武
具
の
模
造
品
な
ど
を
飾
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

中
国
に
伝
わ
る
竜
門
に
鯉
が
滝
を
登
り
き
る
と
竜

に
化
し
て
天
に
上
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
鯉
は
生

命
力
が
強
く
、
出
世
魚
と
さ
れ
て
い
て
、
男
の
子
の
誕

生
と
、
将
来
の
立
身
出
世
し
て
ほ
し
い
と
の
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。  

「
わ
が
家
に
男
の
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
お

守
り
く
だ
さ
い
」。
と
天
の
神
様
に
伝
え
、
守
っ
て
い
た

だ
く
意
味
が
あ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
初
期

の
鯉
の
ぼ
り
は
、
和
紙
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
後
、
油
紙
、
綿
と
破
れ
に
く
い
も
の
へ
と
変
わ
り
、

昭
和
三
十
年
代
に
、 

雨
に
ぬ
れ
て
も
色
落 

ち
し
な
い
合
成
繊
維 

の
鯉
の
ぼ
り
が
誕
生 

し
、
現
在
に
受
け
継
が 

れ
て
い
ま
す
。 

【
お
知
ら
せ
】 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
的
な
流
行
を
見
せ

る
中
、
東
京
都
内
で
の
感
染
者
数
も
増
え
、
国
や
東

京
都
の
対
策
を
鑑
み
る
に
、
ま
だ
ま
だ
気
の
抜
け
な

い
状
況
で
す
。
そ
の
た
め
、
５
月
以
降
に
つ
き
ま
し
て

も
引
き
続
き『
面
会
中
止
』と
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま

す
。 

皆
様
に
は
引
き
続
き
ご
不
便
・
ご
心
配
を
お
掛
け
い

た
し
ま
す
が
、
何
卒
ご
理
解
・ご
協
力
を
お
願
い
で

き
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 


