
　

あ
す
な
ろ
会
は
、
身
体
機
能
の
維
持
・

回
復
を
目
指
す
自
主
的
な
リ
ハ
ビ
リ
の
会

だ
。
簡
単
な
体
操
や
ゲ
ー
ム
で
体
を
動
か

し
、
楽
し
く
一
日
を
過
ご
す
。

　

そ
の
あ
す
な
ろ
会
に
は
、
常
に
数
人
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
加
し
、
体
が
自
由

に
動
か
な
い
参
加
者
の
た
め
に
、
道
具
の

準
備
や
片
付
け
を
行
っ
た
り
、
と
も
に
お

し
ゃ
べ
り
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
る
。

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
は
、
私
た

ち
の
太
陽
で
す
」
と
、
あ
す
な
ろ
会
の
皆

さ
ん
は
口
を
そ
ろ
え
て
い
う
。
ふ
だ
ん
、

外
に
出
る
機
会
が
少
な
い
あ
す
な
ろ
会
の

参
加
者
に
と
っ
て
、
会
の
活
動
は
生
き
が

い
の
ひ
と
つ
だ
。「
あ
す
な
ろ
会
に
行
く

と
、
家
に
帰
っ
た
あ
と
も
、
今
日
は
皆
さ

ん
と
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
な
、
あ
ん
な
こ

と
を
し
て
い
た
だ
い
た
な
と
思
い
出
し

て
、
ま
た
楽
し
い
気
持
に
な
る
の
で
す
」

そ
う
語
る
参
加
者
の
明
る
い
笑
顔
を
支
え

て
い
る
の
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
の
だ
。

　

あ
す
な
ろ
会
の
活
動
内
容
は
、
会
の
参

加
者
自
身
が
決
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、

「
皆
さ
ん
が
出
来
な
い
部
分
を
ほ
ん
の
少

し
お
手
伝
い
し
て
い
る
だ
け
」だ
と
い
う
。

ほ
ん
の
わ
ず
か
な
手
助
け
が
あ
れ
ば
、
あ

す
な
ろ
会
の
人
た
ち
に
は
、
で
き
る
こ
と

が
た
く
さ
ん
あ
る
。
小
さ
な
手
助
け
で
、

会
の
活
動
が
続
け
ら
れ
る
な
ら
、
喜
ん
で

力
を
貸
し
た
い
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
一

人
、
高
橋
さ
ん
は
言
う
。

　

だ
が
、
自
分
た
ち
に
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
」と
い
う
自
覚
が
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。

「
む
し
ろ
一
緒
に
遊
ば
せ
て
い
た
だ
い
て

い
る
仲
間
と
い
う
感
じ
で
す
。
あ
す
な
ろ

会
で
は
、
笑
い
が
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。あ
そ
こ
に
行
っ
て
は
、心
か
ら
笑
っ

て
帰
っ
て
く
る
。
昔
の
話
で
盛
り
上
が
っ

た
り
、
若
い
看
護
学
校
の
実
習
生
の
皆
さ

ん
が
参
加
し
た
り
、
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て

い
た
ら
味
わ
え
な
い
こ
と
ば
か
り
で
す
」

　

あ
す
な
ろ
会
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
、

い
つ
で
も
新
し
い
参
加
者
を
募
集
し
て
い

る
と
い
う
。
新
し
い
出
会
い
に
、
常
に
意

欲
的
な
の
だ
。「
ぜ
ひ
、
お
気
軽
に
お
出

か
け
く
だ
さ
い
」と
、満
面
の
笑
顔
で
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
く
れ
た
。

あすなろ会とそのボランティアの皆さん
　この日は、ひな祭りにちなんだイベン
トを楽しんでいました。

　

あ
す
な
ろ
会
の
問
合
せ

　

ｔ
２
９
４
─
６
８
７
８
川
崎
さ
ん

キ

ラリ
輝いてます！
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毛呂山町の
大型板碑

　

板
碑
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に

か
け
て
盛
ん
に
造
ら
れ
た
石
造
物
で
す
。

亡
く
な
っ
た
人
の
冥め

い
ふ
く福

を
祈
っ
た
り
、
自

分
の
死
後
の
安
楽
を
祈
願
す
る
た
め
に
立

て
ら
れ
ま
し
た
。
埼
玉
県
、
と
く
に
長
瀞

町
や
小
川
町
は
、
板
碑
を
造
る
材
料
と
な

る
緑り

ょ
く
で
い
へ
ん
が
ん

泥
片
岩
の
産
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

関
東
地
方
で
確
認
さ
れ
て
い
る
板
碑
の
秀

作
の
多
く
は
県
内
所
在
の
も
の
で
す
。

　

毛
呂
山
町
に
も
数
多
く
の
板
碑
が
あ

り
、
ま
た
、
最
近
で
は
発
掘
調
査
に
よ
っ

て
出
土
す
る
資
料
も
あ
り
ま
す
。
町
内
で

代
表
的
な
板
碑
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

川
角
地
区
の
『
延え

ん
け
い慶

の
板
碑
』
は
、
高

さ
２
６
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
80
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
板
碑
で
、
延
慶

３
年
（
１
３
１
０
）
に
立
て
ら
れ
た
も

の
で
す
。
か
つ
て
は
、
現

在
地
に
程
近
い
崇す

う
と
く
じ

徳
寺
跡

に
あ
り
ま
し
た
。
崇
徳
寺

は
中
世
に
建
て
ら
れ
た
寺

院
と
い
わ
れ
、
当
時
の
権

力
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
、

蔵ぞ
う
こ
つ
き

骨
器
（
骨
を
納
め
る
壷
）

が
数
個
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
蔵

骨
器
は
い
ず
れ
も
県
指
定
文
化
財
と
な
っ

て
い
ま
す
。
高
さ
で
は
延
慶
の
板
碑
を
し

の
ぐ
大
型
板
碑
が
、
葛

つ
づ
ら
ぬ
き貫

地
区
に
あ
り
ま

す
。

　
『
嘉か

げ
ん元
の
板
碑
』
は
、
高
さ
３
メ
ー
ト

ル
を
越
す
町
内
最
大
の
板
碑
で
す
。
嘉
元

４
年
（
１
３
０
６
）
に
立
て
ら
れ
た
も
の

で
、
か
つ
て
こ
の
地
に
宝
福
寺
が
あ
っ
た

と
の
言
い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。

　

西
大
久
保
地
区
に
は
町
指
定
文
化
財
の

『
弘こ

う
あ
ん安

・
応お

う
ち
ょ
う長

の
板
碑
』
が
あ
り
ま
す
。

と
も
に
現
状
で
２
メ
ー
ト
ル
を
越
す
も
の

で
す
が
、
先
端
の
山
形
部
分
が
か
け
て
い

ま
す
の
で
、
本
来
の
高
さ
は
、
延
慶
、
嘉

元
の
そ
れ
ぞ
れ
の
板
碑
と
遜そ

ん
し
ょ
く色の

無
い
大

き
さ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
弘
安
の

板
碑
は
弘
安
３
年
（
１
２
８
０
）、
応
長

の
板
碑
は
応
長
元
年
（
１
３
１
１
）
に
立

て
ら
れ
ま
し
た
。

　

町
内
の
大
型
板
碑
は
、
い
ず
れ
も

１
２
８
０
年
ご
ろ
か
ら
１
３
１
０
年
ご
ろ

の
年
号
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
ま

で
伝
わ
る
各
地
の
板
碑
の
優
品
は
、
鎌

倉
時
代
後
期
か
ら
末
期
に
集
中
し
て
い
ま

す
。

延慶の板碑 嘉元の板碑

弘安・応長の板碑

互
い
に
支
え
あ
い
、
笑
い
あ
う

あ
す
な
ろ
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア


