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当院では、正面玄関や病棟に「ふれあいの

箱」というご意見箱を設置しておりますの

で、当院に対するご意見・ご要望等ござい

ましたらご遠慮なくお聞かせください。 

理事長 前田隆史 

 

 

 

今
月
の

一
言 

〔純
心
会
理
念
〕 

信
頼
さ
れ
る
医
療 

想
い
と
優
し
さ
の
伝
わ
る
ケ
ア 

私
た
ち
は
そ
れ
を
目
指
し
ま
す 

○
今
月
の
一
言

・
・
・
・
・
・
・
・
・
理
事
長 

○
運
動
会

・
・
・
・
・
・
・
・
き
ら
め
き
郡
家 

○
腱
鞘
炎
に
つ
い
て 

○
旬
の
素
材
で
簡
単
料
理

・
・
・
・
・
・
給
食 

 
専
門
外
来 

消化器内科 前田純 河野寿明 糖尿病外来 鈴木一永 谷口洋 

消化器外科 鈴木康之 隈元謙介 泌尿器科 多田羅潔 

呼吸器外科 吉田千尋 小児科 濱田嘉徳 辻正子 

 

十
月
に
な
り
や

っ
と
朝
晩
が
涼
し
く
な

っ

て
き
て
、
野
に
は
ピ
ン
ク
や
白
の
秋
桜
が
咲
い

て
い
ま
す
。
秋
と
い
え
ば
食
欲
の
秋
、
読
書
の

秋
、
そ
し
て
運
動
の
秋
で
す
ね
。
き
ら
め
き
郡 

家
で
は
十
月
十
六
日
、

運
動
会
が
行
わ
れ
、
多

く
の
利
用
者
様
が
職
員

と
い
っ
し
ょ
に
笑
顔
で

楽
し
い
時
間
を
過
ご
し

ま
し
た
。 

 

 

 

令和 1 年 11 月 診療予定表 

（午前：9:00～12:00 午後：3:00～6:00）   ※予告無く変更となる場合があります。 

日 曜日 
午前診 午後診 

糖尿病 当直 
内科・一診 内科・二診 内科・三診 小児科 内科・一診 内科・二診 内科・三診 

1 金 前田隆 多田羅 
 

辻 佐尾山 
  

鈴木一 藤原 

2 土 前田純 鈴木康 
 

濱田 前田純 
  

谷口 高橋重 

3 日 休 診（日直 高橋重） 内木 

4 月 休 診（日直 竹﨑） 竹﨑 

5 火 前田純 河野 佐尾山 辻 佐尾山 河野 
  

河野 

6 水 
 

多田羅 佐尾山 濱田 佐尾山 
   

多田羅 

7 木 佐尾山 多田羅 
 

濱田 佐尾山 
 

隈元 
 

山田 

8 金 前田隆 多田羅 
 

辻 佐尾山 
  

鈴木一 藤原 

9 土 前田隆 鈴木康 
 

濱田 前田隆 
   

桑原 

10 日 休 診（日直 桑原） 横井 

11 月 前田純 前田隆 吉田 濱田 前田純 多田羅 
  

竹﨑 

12 火 前田純 河野 佐尾山 辻 佐尾山 河野 
  

河野 

13 水 岸 多田羅 佐尾山 濱田 岸 
   

多田羅 

14 木 佐尾山 多田羅 
 

辻 佐尾山 
 

隈元 
 

山田 

15 金 前田隆 多田羅 
 

辻 多田羅 
  

鈴木一 藤原 

16 土 前田純 鈴木康 
 

濱田 前田純 
  

谷口 古川 

17 日 休 診（日直 古川） 三谷 

18 月 前田純 前田隆 吉田 濱田 前田純 多田羅 
  

竹﨑 

19 火 前田純 河野 
 

辻 
 

河野 
  

河野 

20 水 岸 多田羅 佐尾山 濱田 岸 
   

多田羅 

21 木 佐尾山 多田羅 
 

辻 佐尾山 
 

隈元 
 

山田 

22 金 前田隆 多田羅 
 

辻 佐尾山 
   

藤原 

23 土 休 診（日直 堀尾） 堀尾 

24 日 休 診（日直 堀尾） 堀尾 

25 月 前田純 前田隆 吉田 濱田 前田純 多田羅 
  

竹﨑 

26 火 前田純 河野 
 

辻 
 

河野 
  

河野 

27 水 岸 多田羅 佐尾山 濱田 岸 
   

多田羅 

28 木 佐尾山 多田羅 
 

辻 佐尾山 
 

隈元 
 

山田 

29 金 前田隆 多田羅 
 

辻 佐尾山 
  

鈴木一 藤原 

30 土 前田純 鈴木康 
 

濱田 前田純 
   

穴田 

 

 

  

 

早
い
も
の
で
十

一
月
に
入
り
、
今
年
も

あ
と
二
ヶ
月
と
な
り
ま
し
た
。
十

一
月
に

入
っ
た
途
端
に
沖
縄
の
首
里
城
の
火
事

が
報
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
相
当
の
被
害
額
で

再
建
に
は
そ
れ
こ
そ
相
当
の
年
月
が
か

か
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

話
し
は
変
わ
り
ま
す
が
、
２
０
２
０
年

度

の
大
学

入
試
に
導

入
予
定
の
民
間
試

験
が
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今

の
大
学

入
試
は
セ
ン
タ
ー
試
験
と
い

う
文
科
省
が
管
轄
す
る
制
度
で
行
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
人
が
希
望
す

る
仕
事
を
目
指
す
た
め
の
試
験
な
の
に
、

一
律
に
す
る
の
は
お
か
し
い
と
当
時
は

感
じ
ま
し
た
。
当
時
、
大
学
の
先
生
に
「先

生
の
大
学
に
は
試
験
問
題
を
作
る
先
生

が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
尋
ね

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
答
案
問
題
を
作
る 

先
生
は
沢
山
お
り
ま
す
よ
と
の
こ
と
で

し
た
。
ど
う
し
て
名
大
学
が
そ
の
こ
と
を

主
張
し
な
い
の
か
と
思

っ
た
り
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
お
国
の
す
る
こ
と
な

の
で
仕
方
が
な
い
と
思

っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
当
時
、
確
か
に
受
験
地
獄
と

い
う
言
葉
が
流
行

っ
た
り
し
大
学
受
験

戦
争
は
大
変
で
し
た
。
競
争
率
も
四
十
～

五
十
倍
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、
当
時
の

試
験
会
場
は
普
段
の
教
室
で
、
一
教
室
四

十
人
程
度
で
教
室
に
入
る
な
り
、
こ
の
教

室
で

一
人
か
二
人
し
か
合
格
し
な
い
と

話
し
合

っ
た
り
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
も
受
験
生
は
懸
命
に
勉
強

し
て
い
ま
し
た
。
大
学
自
体
が
自
分
の
学

校
が
ど
う
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と

が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
今

回
の
英
語
の
試
験
の
話
し
で
も
、
民
間
の

力
を
借
り
る
と
い
う
文
科
省
の
考
え
の

甘
さ
や
大
学

の
向
上
心
の
な
さ
を
露
呈

し
た
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。
政
府
は
、
得

意

の
見
切
り
発
車
で
混
乱
を
拡
大
し
た

訳
で
す
が
、
大
学
入
試
を
考
え
直
し
、
素

敵
な
人
材
を
世
に
送
り
出
し
、
日
本
を
立

派
な
国
に
し
て
欲
し
い
も
の
で
す
。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ば
ね
指

（弾
発
指
）
】 

 

ば
ね
指
は
、
指
の
曲
げ
伸
ば
し
の
際
に
ば
ね

の
よ
う
な
引

っ
掛
か
り
が
生
じ
る

「ば
ね
現

象
」
と
呼
ば
れ
る
症
状
で
、
手
の
ひ
ら
側
の
親

指
や
人
差
し
指
、
中
指
の
付
け
根
な
ど
が
痛
む

こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

 

腱
鞘
炎
と
は 

原
因 

腱
鞘
炎
の
種
類 

腱
鞘
炎
は
指
の
使
い
過
ぎ
で
起
こ
る
こ
と

か
ら
、
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
や
マ
ウ
ス
な

ど
で
反
復
的
な
操
作
を
し
た
り
、
ス
マ
ホ
を
長

時
間
操
作
す
る
人
、
ピ
ア
ノ 

な
ど
指
を
多
く
使
う
楽
器
を 

演
奏
す
る
人
、
グ
リ
ッ
プ
や 

ボ
ー
ル
な
ど
を
握
る
よ
う
な 

ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
人
な
ど
に 

多
く
み
ら
れ
ま
す
。 

ま
た
、
更
年
期
の
女
性
や 

妊
産
婦
に
多
い
こ
と
が
知
ら 

れ
て
お
り
、
女
性
ホ
ル
モ
ン 

の
分
泌
に
関
連
す
る
と
考
え 

ら
れ
て
い
ま
す
。 

片
手
の
親
指
ば
か
り
を
使
う
ス
マ
ホ
の
操

作
を
、
つ
い
夢
中
に
な
っ
て
長
時
間
続
け
て
し

ま
う
と
、
親
指
が
酷
使
さ
れ
、
腱
鞘
炎
の
原
因

に
な
り
が
ち
で
す
。
無
理
な
姿
勢
で
操
作
を
続

け
れ
ば
、
手
首
を
伸
ば
す
筋
肉
に
負
担
が
か
か

っ
て
肘
が
痛
ん
だ
り
、
手
指
が
し
び
れ
た
り
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
前
か
が
み
や
猫

背
の
姿
勢
で
小
さ
な
ス
マ
ホ
画
面
を
長
時
間

の
ぞ
き
こ
ん
で
い
る
と
、
肩
甲
骨
の
間
に
あ
る

筋
肉
が
収
縮
状
態
を
続
け
て
肩
こ
り
や
首
こ

り
に
な
る
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
画
面

を
見
続
け
て
い
る
と
、
眼
精
疲
労
や
ド
ラ
イ
ア

イ
に
も
な
り
や
す
く
な
り
ま
す
。 

腱
鞘
と
は
、
骨
と
筋
肉
を
つ
な
い
で
い
る
腱

を
包
み
、
腱
が
滑
ら
か
に
動
く
よ
う
支
え
る
滑

車
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
組
織
で
す
。
腱
鞘
炎

と
は
、
こ
の
腱
鞘
と
腱
が
こ
す
れ
合

っ
て
炎
症

を
起
こ
す
病
気
で
す
。 

           

 

腱
鞘
炎
に
な
る
と
、
指
の
付
け
根
な
ど
に
痛

み
や
腫
れ
が
起
こ
り
ま
す
。
近
年
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
の
長
時
間
利
用
な
ど
指
の
使
い
過
ぎ
に

よ
り

「ド
ケ
ル
バ
ン
病
」
と
い
っ
た
腱
鞘
炎
や
、

指
の
曲
げ
伸
ば
し
の
際
に
引
っ
掛
か
る

「ば
ね

指
」
と
い
っ
た
症
状
が
増
え
て
い
ま
す
。 

手
首
に
負
担
が
か
か
り
や
す
い
子
育
て
中

の
人
や
、
ス
ポ
ー
ツ
や
キ
ー
ボ
ー
ド
操
作
な
ど

で
指
を
よ
く
使
う
職
業
の
人
な
ど
も
な
り
や

す
い
と
い
わ
れ
ま
す
。 

【ド
ケ
ル
バ
ン
病

（狭
窄
性
腱
鞘
炎
）
】 

ド
ケ
ル
バ
ン
病
は
、
親
指
を
伸
ば
し
た
り
広

げ
た
り
す
る
働
き
を
す
る
腱
が
、
そ
れ
ら
を
包

ん
で
い
る
腱
鞘
と
の
間
に
炎
症
を
起
こ
し
て

発
症
す
る
腱
鞘
炎
で
す
。 

 

 

 

 
  

【治
療
】 

 

ま
ず
腫
れ
や
痛
み
を
抑
え
る
治
療
が
行
わ

れ
ま
す
。
軟
膏
や
湿
布
な
ど
の
外
用
剤
や
、
ス

テ
ロ
イ
ド
注
射
な
ど
が
使
用
さ
れ
ま
す
。 

ま
た
、
症
状
が
重
い
場
合
や
症
状
を
繰
り
返

す
場
合
に
は
、
手
術
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
手
術
で
は
、
手
首
を
１
～
２
セ
ン
チ
切

開
し
、
腱
鞘
を

一
部
切
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

ト
ン
ネ
ル
を
広
げ
、
腱
の
通
り
を
良
く
し
ま

す
。
通
常
、
日
帰
り
か
ら
１
泊
程
度
で
手
術
が

で
き
、
手
術
の
当
日
か
ら
指
の
運
動
は
可
能
と

さ
れ
ま
す
。 

【予
防
】 

 

腱
鞘
炎
は
手
指
を
動
か
す
腱
と
腱
鞘
に
過

度
な
負
担
を
か
け
る
こ
と
が
原
因
で
起
こ
り

ま
す
。
使
い
過
ぎ
な
い
こ
と
が
予
防
の
第

一
歩

で
す
。 

○
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ホ 

 

と
き
ど
き
休
憩
を
は
さ
ん
で
ス
ト
レ
ッ
チ

を
す
る
な
ど
、
長
時
間
の
継
続
的
な
作
業
は
な

る
べ
く
避
け
ま
し
ょ
う
。 

○
産
後
の
子
育
て 

 

産
後
の
女
性
は
、
腱
鞘
炎
に
な
り
や
す
い
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
抱
っ
こ
や
お
む
つ
替

え
な
ど
赤
ち
ゃ
ん
の
お
世
話
で
休
ま
ず
手
指

を
使
い
が
ち
に
な
る
の
で
、
家
族
と
分
担
し
た

り
、
手
首
に
負
担
の
か
か
り
に
く
い
抱
っ
こ
の

姿
勢
な
ど
を
工
夫
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

治
療
と
予
防 

 

 

長尾
な が お

 明日香
あ す か

（病棟） 

今年の 9 月から病棟で勤務させて頂いております長尾明日香です。 

子育て中で午前中のみの勤務となります。 

明るい笑顔で患者様と関わり、常に丁寧な看護を心がけていきます。 

今後とも宜しくお願いします。 

 

 

肌荒れ・胃もたれ・胸やけ解消！冬の風邪予防に『かぶ』 
 

給食 

 

●●●かぶのそぼろあんかけ●●● 

【材料】 

かぶ(小)・・・３～４個 

だし汁・・・２.５カップ 

鳥ひき肉・・・１００ｇ 

水溶き片栗粉・・・大さじ１ 

さとう・・・小さじ２ 

しょうゆ・・・大さじ１ 

◇大きなかぶ◇ 

春ものと秋ものがあり、一番おいしいのは 10～11 月に採れる秋ものです。 

【作り方】 

１．かぶは茎を２～３㎝残して切り、茎の付け根をきれいに洗って

皮を厚めにむき、縦半分に割る。 

２．鍋にだし汁、砂糖、かぶを入れて火にかけ、煮立ったら弱めの

中火にして６～７分煮る。 

３．ひき肉をほぐしながら加えて落し蓋をし、さらに５分くらい煮る。

かぶが透き通って火が通ったらしょうゆで調味し、水溶き片栗

粉でとろみをつけたら完成♪ 

◆春の七草に「すずな」がありますが、これは「かぶ」のことです。しかし、かぶには 

     

子供の頃に一度は読んだことがあると思いますが、おじいさんが植えたかぶがものすごく大きくなり、 

それを孫や動物といっしょに引っ張って抜くという物語です。こんな大きなかぶがあるはずがないと 

子供ながらに思っていました。すごく短く単純な物語ですがなぜか記憶に残る民話ですね。 

    

（ロシア民話） 


