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四
つ
の
イ
ド
ラ 

杉
谷 

伊
吹 

皆
様
こ
ん
に
ち
は
、
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

私
は
、
年
末
の
大
雪
の
最
中
に
こ
の
原
稿
を
書
い
て
お

り
ま
す
。
終
わ
り
の
見
え
な
い
除
雪
に
限
ら
ず
、
大
小
の

苦
難
が
日
々
押
し
寄
せ
て
く
る
の
が
人
生
で
す
が
、
そ
ん

な
苦
し
み
を
感
じ
て
い
る
時
に
、
私
が
よ
く
考
え
る
こ
と

に
つ
い
て
今
回
は
書
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

 
 

苦
し
み
と
は
何
処
か
ら
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。
自
ら
の

内
面
で
起
こ
る
心
の
働
き
で
は
あ
り
ま
す
が
、
他
者
と
の

接
触
が
起
点
と
な
っ
て
い
る
外
部
刺
激
型
が
、
ま
ず
思
い

当
た
り
ま
す
。
ま
た
、
自
ら
の
肉
体
・
精
神
に
よ
っ
て
呼

び
起
こ
さ
れ
る
、
他
者
を
介
さ
な
い
自
己
完
結
型
も
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
で
は
、
外
部
刺
激
型
で
は
他
者
ま
た
は

自
分
、
自
己
完
結
型
で
は
自
分
自
身
が
苦
し
み
の
原
因
な

の
で
し
ょ
う
か
。
よ
り
客
観
的
な
視
点
で
見
て
み
る
と
、

自
己
と
他
者
だ
け
で
な
く
、
環
境
や
背
景
が
大
き
な
要
因

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

仏
教
に
は
「
五
濁
悪
世
（
ご
じ
ょ
く
あ
く
せ
）」
と
い
う
世

の
中
の
捉
え
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
生
き
て
い
る
限
り
避

け
ら
れ
な
い
五
つ
の
環
境
要
因
を
挙
げ
た
も
の
で
す
。
そ
の

中
に
、
「
見
濁
（
け
ん
じ
ょ
く
）
」
と
い
う
、
思
想
や
見
解
が

混
乱
し
て
、
現
実
世
界
が
濁
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る

と
い
う
状
態
が
あ
り
ま
す
。 

 こ
の
見
濁
（
け
ん
じ
ょ
く
）
に
近
い
と
思
わ
れ
る
考
え
方

と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン

（
１
５
６
１
～
１
６
２
６
）
の
説
い
た
「
四
つ
の
イ
ド
ラ
」

が
あ
り
ま
す
。「
イ
ド
ラ
」
と
は
、
ベ
ー
コ
ン
に
よ
れ
ば
、
正

し
い
認
識
を
妨
げ
る
先
入
観
や
偏
見
と
い
っ
た
、
人
間
が
無

意
識
に
持
つ
、
認
知
の
歪
み
を
指
し
ま
す
。（
イ
ド
ラ
は
ラ
テ

ン
語
で
は
幻
像
と
い
う
意
味
で
す
） 

 

一
つ
目
は
、「
種
族
の
イ
ド
ラ
（
自
然
性
質
に
よ
る
イ
ド
ラ
）」

で
す
。
こ
れ
は
、
人
間
と
い
う
種
族
は
そ
も
そ
も
物
事
を
正

確
に
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
説
で
、
例
と
し
て
錯
覚

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

二
つ
目
は
、「
洞
窟
の
イ
ド
ラ
（
個
人
経
験
に
よ
る
イ
ド
ラ
）」

で
す
。
こ
れ
は
、
人
は
自
ら
の
経
験
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た

常
識
の
範
囲
内
で
し
か
も
の
ご
と
を
捉
え
ら
れ
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
洞
窟
の
中
に
い
る
状
況
に
な
ぞ
ら
え
た
説
で
す
。 

 

三
つ
目
は
、
「
市
場
の
イ
ド
ラ
（
伝
聞
に
よ
る
イ
ド
ラ
）」

で
す
。
こ
れ
は
、
人
間
が
言
葉
で
情
報
を
伝
え
る
際
に
起
こ

る
語
弊
や
誤
解
、
あ
る
い
は
適
当
で
な
い
言
葉
の
使
い
方
に

よ
っ
て
、
間
違
っ
た
思
考
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
と
い
う
説

で
す
。 

 

最
後
は
、「
劇
場
の
イ
ド
ラ
（
権
威
に
よ
る
イ
ド
ラ
）
」
で

す
。
こ
れ
は
、
世
に
影
響
力
を
持
つ
権
威
か
ら
発
せ
ら
れ
る

思
想
・
学
説
が
、
た
と
え
間
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
民
衆

に
無
批
判
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
説
で
す
。
い

つ
の
時
代
で
も
綺
麗
に
整
え
た
机
上
の
論
と
い
う
も
の
が
、

権
威
に
と
っ
て
も
民
衆
に
と
っ
て
も
安
易
で
都
合
が
よ
く
、

ま
た
、
は
び
こ
り
や
す
い
の
で
す
。 

 

 

私
た
ち
人
間
に
は
、
こ
れ
ら
「
四
つ
の
イ
ド
ラ
」
が
備

わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
み
な
さ
ん
、
思
い
当
た
る
節
は
あ

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
こ
れ
ら
イ
ド
ラ
が
人
間
の
苦
し

み
の
元
と
な
る
重
要
な
要
素
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ

も
本
当
に
自
分
は
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
認
識
が
間

違
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
思
い
悩
ん
で
い
る
時
に
は
、
も
し
や
自
分

は
イ
ド
ラ
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
疑

っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
人
間
の
存
在
の
背
景
に
あ
る
こ
の
最

も
身
近
な
不
都
合
に
こ
そ
、
本
当
に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 
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あ
い
ち
２
０
２
２ 

杉
谷 

紬 

二
〇
二
二
年
七
月
三
〇
日
か
ら
十
月
十
日
に
か
け
て
開
催

さ
れ
た
国
際
芸
術
祭
「
あ
い
ち
２
０
２
２
」
を
鑑
賞
し
ま
し

た
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
き
た
国
際
芸
術
祭 

「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
」
に
は
前
回
を
含
め
過
去
二
度

訪
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
、
名
称
を
変
更
し
つ
つ
ど
の
よ
う

な
展
開
を
見
せ
る
の
か
会
期
前
か
ら
注
目
し
て
い
ま
し
た
。 

今
回
の
芸
術
祭
の
タ
イ
ト
ル
は
「S

T
IL

L
 A

L
IV

E

／

今
、
を
生
き
抜
く
ア
ー
ト
の
ち
か
ら
」
で
す
が
、
こ
の
言
葉

の
直
接
の
由
来
は
、
愛
知
県
文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー
で
展
示
さ

れ
た
河
原
温
の
作
品
に
登
場
す
る
フ
レ
ー
ズ
で
す
。
会
場
に

入
る
と
ま
ず
、
膨
大
な
数
の
「I A

M
 S

T
IL

L
 A

L
L

IV
E

」

と
打
た
れ
た
電
報
の
作
品
を
目
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
作
品
を
起
点
に
し
て
、
展
示
を
追
う
ご
と
に

「S
T

IL
L

 A
L

IV
E

」
と
い
う
言
葉
に
幾
重
に
も
意
味
が
加

わ
っ
て
ゆ
く
見
事
な
構
成
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
の
こ
と
は
、
本
来
は
美
術
展
示
施
設
で
は
な
い
場
所
で

展
開
さ
れ
た
展
示
に
お
い
て
、
よ
り
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
し

た
。
そ
れ
ら
の
会
場
で
は
作
品
を
一
点
一
点
探
し
な
が
ら
ま

ち
を
歩
き
ま
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
間
に
同
行
者
と

作
品
に
つ
い
て
語
ら
っ
た
り
、
ま
ち
を
眺
め
な
が
ら
そ
の
土

地
の
文
化
的
背
景
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
り
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
展
示
さ
れ
る
場
所
へ
の
取
材
に
基
づ
い
て

制
作
さ
れ
た
作
品
も
多
い
だ
け
に
、
作
品
を
よ
り
深
く
味
わ

い
、
土
地
の
風
土
に
根
差
し
た
、
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
し

て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

今
回
の
芸
術
祭
は
、
過
去
や
未
来
、
近
く
や
遠
く
の
様
々

な
事
象
に
言
及
し
つ
つ
、
そ
の
「
複
雑
さ
」
を
複
雑
な
ま
ま

引
き
受
け
提
示
し
て
み
せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
作
品
が
多
い

印
象
で
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
地
に
足
の
つ
い
た
誠
実
な
態

度
だ
と
思
い
ま
す
が
、
同
時
に
一
見
し
た
だ
け
で
は
分
か
り

に
く
い
作
品
と
い
う
印
象
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
を
複
雑
で
雑
多
な

町
の
中
に
配
置
し
、
探
す
時
間
を
含
め
時
間
を
か
け
て
鑑
賞

す
る
よ
う
仕
向
け
て
み
せ
た
こ
と
は
、
見
る
側
を
じ
っ
く
り

と
作
品
に
向
き
合
え
る
状
態
に
導
く
た
め
の
働
き
か
け
と
し

て
、
と
て
も
よ
く
機
能
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

特
に
印
象
深
か
っ
た
作
品
は
、
常
滑
で
展
示
さ
れ
た
田
村

友
一
郎
の
《
見
え
ざ
る
手
》
で
し
た
。
か
つ
て
の
製
陶
所
の

倉
庫
を
改
装
し
た
「
常
々
」
と
い
う
建
物
の
外
階
段
を
上

り
、
展
示
場
所
の
入
り
口
を
く
ぐ
る
と
闇
の
中
に
ぼ
ん
や
り

と
木
の
柱
や
梁
、
そ
し
て
等
身
大
程
の
大
き
さ
の
三
つ
の
モ

ニ
タ
ー
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
モ
ニ
タ
ー
に
は
人
形
浄
瑠

璃
を
操
る
黒
子
の
よ
う
な
恰
好
を
し
た
人
物
が
一
人
ず
つ
映

し
出
さ
れ
、
三
人
で
な
に
や
ら
話
を
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
作
品
で
は
、
瀬
戸
と
常
滑
に
お
け
る
輸
出
用
の
陶
製

人
形
の
盛
衰
を
、
一
九
八
五
年
の
「
プ
ラ
ザ
合
意
」
の
顛
末

や
経
済
論
争
を
交
え
な
が
ら
語
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
雰
囲
気
の

あ
る
暗
い
室
内
に
、
モ
ニ
タ
ー
画
面
の
背
景
も
暗
く
、
ま
る

で
三
人
が
そ
こ
で
実
際
に
会
話
劇
を
演
じ
て
い
る
よ
う
な
錯

覚
に
陥
り
ま
す
。
室
内
の
あ
ち
こ
ち
に
配
置
さ
れ
た
陶
製
人

形
や
資
料
な
ど
も
映
像
と
相
補
的
な
関
係
に
あ
り
、
共
に
こ

の
空
間
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。 

今
回
の
芸
術
祭
の
会
場
に
は
、
人
々
の
記
憶
が
染
み
つ
い

た
廃
施
設
や
再
活
用
さ
れ
て
い
る
施
設
が
多
数
採
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
見
る
に
つ
け
、
ま
た
、
ま
ち
の
様
子
を

観
察
し
な
が
ら
歩
く
中
で
、
会
場
と
な
っ
た
ま
ち
で
現
実
に

直
面
し
て
い
る
問
題
、
そ
し
て
過
去
か
ら
の
移
り
変
わ
り
と

こ
れ
か
ら
の
行
く
末
に
つ
い
て
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
。
と
り
わ
け
経
済
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
こ
と
さ
ら
意
識

さ
せ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
常
滑
と
い
う
場
所

を
踏
ま
え
、
世
界
経
済
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
考
察
す
る
作

品
が
あ
っ
た
こ
と
は
非
常
に
意
義
深
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

愛
知
県
で
の
国
際
芸
術
祭
が
、
今
後
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の

か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
回
の
芸
術
祭
で
は
ア
ー

ト
に
向
き
合
う
こ
と
で
、
私
た
ち
自
身
に
向
き
合
う
機
会
と

な
っ
て
い
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
ア
ー
ト
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
機
会
で
も
あ
り
ま
し

た
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
は
、
今
こ
こ
に
立
ち
、
生
き
て
い
く

の
で
す
か
ら
。 

 

アンナ・イムホフ《道化師》展示風景 

会場となった一宮市スケート場は、2022

年 3 月末をもって惜しまれつつ閉業した。 
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題
名
の
「
チ
。
」
は
三
つ
の
チ
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

第
一
の
「
チ
。」
は
、
地
球
を
中
心
に
宇
宙
が
回
っ
て
い

る
と
い
う
天
動
説
に
対
し
て
、
地
球
が
太
陽
を
回
っ
て
い
る

と
い
う
地
動
説
の
「
地
」
で
す
。 

時
代
設
定
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
天
文
学
者
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
（
＊
）
が
登
場
す
る
直
前
で
す
。
天
体
観
測
に
よ
り
地

動
説
を
導
き
出
し
た
者
た
ち
が
、
絶
対
的
な
権
威
を
持
つ
Ⅽ

教
に
よ
っ
て
異
端
者
で
あ
る
と
審
判
さ
れ
処
刑
さ
れ
て
い
き

ま
す
。
こ
れ
が
第
二
の
「
チ
。」
で
あ
る
「
血
」
で
す
。
Ⅽ

教
と
い
う
と
キ
リ
ス
ト
教
を
連
想
し
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教

会
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
批
判
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
一
世
紀
後

に
地
動
説
を
唱
え
た
ガ
リ
レ
オ
も
、
異
端
と
さ
れ
軟
禁
さ
れ

ま
す
が
処
刑
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
架
空

の
教
団
で
す
。 

作
品
の
中
で
は
、
Ⅽ
教
の
教
え
を
信
奉
す
る
者
、
Ⅽ
教
は

信
じ
て
い
る
が
教
会
の
教
え
が
間
違
え
て
い
る
と
す
る
者
、

神
は
信
じ
て
い
る
が
Ⅽ
教
は
信
じ
て
い
な
い
者
、
無
神
論
者

な
ど
、
様
々
な
信
仰
を
持
っ
た
者
が
登
場
し
、
単
な
る
善
と

悪
の
対
立
と
し
て
で
は
な
く
、
信
仰
と
は
何
か
と
い
う
問
題

を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

物
語
の
中
で
、
あ
る
登
場
人
物
は
、
学
問
と
は
真
理
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
自
ら
が
間
違
っ
て
い
る
可
能
性
」

を
常
に
肯
定
す
る
の
に
対
し
て
、
信
仰
と
は
信
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
安
寧
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
第
三
者
に
よ
る

反
論
を
許
さ
れ
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
で
は
学
問
と
信
仰
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な

り
、
同
時
に
異
な
る
信
仰
を
持
っ
た
者
同
士
も
相
い
れ
な
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
実
際
に
世
界
を
見
る
と
異
な

る
宗
教
同
士
の
争
い
が
絶
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

信
仰
の
内
容
が
世
代
を
超
え
て
も
変
わ
ら
な
い
も
の
な
ら

ば
、
争
い
は
終
わ
る
こ
と
が
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
実
際
に

は
い
か
な
る
宗
教
も
時
代
と
と
も
教
え
は
変
化
し
て
い
る
の

で
す
。
こ
の
こ
と
を
作
中
の
人
物
は
、
人
の
命
が
限
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
限
り
信
仰
の
内
容
も
後
に
続
く
者
に
託
さ
ざ
る

を
得
ず
、
そ
の
「
託
す
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
本
質
的
に

「
反
論
や
訂
正
を
さ
れ
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
た
め
で

あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
信
仰
も
学
問
よ
り
歩
み

が
遅
い
と
は
い
え
変
わ
り
続
け
て
い
る
の
で
す
。
問
題
は
変

化
が
融
和
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
で
す
。 

現
在
、
多
く
の
宗
教
は
学
問
と
対
立
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

一
部
の
宗
教
で
は
、
進
化
論
を
否
定
し
て
い
る
な
ど
、
い
ま

だ
に
対
立
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
以
前
に
も

増
し
て
強
く
学
問
を
否
定
す
る
原
理
主
義
的
な
宗
教
理
解
ま

で
が
一
部
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。
宗
教
以
外
で
も
、
ア
メ
リ

カ
の
Ｑ
ア
ノ
ン
の
よ
う
な
、
他
者
の
意
見
に
全
く
耳
を
貸
さ

な
い
極
端
な
思
想
団
体
や
政
府
が
世
界
に
広
が
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
コ
ミ
ッ
ク
の
舞
台
で
あ
る
中
世
か
ら
比
べ
る
と
、

は
る
か
に
教
育
が
行
き
渡
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
様

に
一
部
の
指
導
者
の
言
葉
を
鵜
吞
み
に
し
て
、
自
ら
考
え
る

こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
う
状
態
が
広
が
る
こ
と
は
、
大
き
く

時
代
に
逆
行
す
る
動
き
に
見
え
ま
す
。 

作
中
の
人
物
は
「
権
威
の
中
で
生
じ
る
思
考
停
止
は
、
何

も
宗
教
だ
け
じ
ゃ
な
く
学
問
っ
て
物
の
中
で
も
起
こ
る
ん
じ

ゃ
な
い
で
す
か
」
と
、
権
威
に
よ
っ
て
疑
い
を
受
け
入
れ
な

い
「
思
考
停
止
」
に
陥
る
危
険
性
が
宗
教
に
限
っ
た
問
題
で

は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
ど
れ
ほ
ど
権
威
を
持
っ

た
組
織
や
人
物
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
間
違
っ
て
い
る
可
能

性
を
排
除
せ
ず
、
自
分
の
考
え
で
判
断
を
下
す
こ
と
が
大
切

で
す
。
そ
の
判
断
を
す
る
た
め
に
必
要
な
の
が
知
性
で
す
。

第
三
の
「
チ
。」
は
、
ま
さ
に
「
知
」
で
す
。
自
分
で
考
え

る
こ
と
を
怠
ら
ず
、
知
性
を
身
に
つ
け
よ
う
と
努
力
し
続
け

る
こ
と
こ
そ
が
、
互
い
を
理
解
し
合
う
上
で
重
要
で
あ
る
こ

と
を
、
こ
の
コ
ミ
ッ
ク
を
読
ん
で
痛
感
し
ま
し
た
。 

＊
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
、
十
六
世
紀
の
聖
職
者
で
も
あ
り
天

文
学
者
で
地
動
説
を
発
表
し
ま
し
た
。 

 

本
の
紹
介 

 



德
法
寺
か
ら
の
ご
案
内 

 

心
の
相
談
室 

毎
月
第
四
土
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

横
安
江
町
商
店
街
に
あ
る
「
い
ち
ょ
う
館
」
二
階
に
て
、

真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
に
よ
る
「
心
の
相
談
室
」
を
開
い
て
お

り
ま
す
。
個
室
で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
仏
事
は
も
ち
ろ

ん
、
家
庭
や
職
場
、
学
校
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
お
話
も
お
聞

き
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。
予
約
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

相
談
内
容
は
一
切
外
に
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

お
気
軽
に
お
訪
ね
く
だ
さ
い
。 

 サ
ン
ガ
茶
話
会 

毎
月
第
一
木
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

横
安
江
町
に
あ
る
東
別
院
敷
地
内
「
真
宗
会
館
」
一
階
囲

炉
裏
の
間
に
て
「
心
の
相
談
室
」
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
「
サ
ン

ガ
茶
話
会
」
を
開
い
て
お
り
ま
す
。
座
談
形
式
と
な
っ
て
い

ま
す
。
僧
侶
や
そ
の
場
に
集
ま
っ
た
方
々
と
お
話
し
ま
せ
ん

か
。
い
ろ
い
ろ
な
方
に
聞
い
て
ほ
し
い
話
、
聞
い
て
み
た
い

話
が
あ
る
方
は
お
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
他
の
参
加

者
の
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
参
加
は
無

料
で
す
。
予
約
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
出
入
り
も
自
由
で
す

の
で
、
途
中
参
加
、
途
中
退
室
で
も
大
丈
夫
で
す
。
お
茶
と

お
菓
子
を
用
意
し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

德
法
寺 

仏
教
入
門
講
座 

毎
月
二
十
一
日
午
後
七
時
半
よ
り 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

徳
法
寺
住
職 

杉
谷
淨 

 

三
月 

 

鎌
倉
仏
教 

十
二 

日
蓮
と
日
蓮
宗 

四
月 

 

鎌
倉
仏
教 

十
三 

一
遍
と
時
宗 

五
月 

 

鎌
倉
仏
教 

十
四 

そ
の
他
の
鎌
倉
仏
教
の 

担
い
手
と
神
道
の
芽
生
え 

 
 日

蓮
は
、
他
の
鎌
倉
仏
教
の
諸
師
方
と
は
仏
教
に
対
す
る

視
点
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
特
異
性
を
お
伝
え

で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

時
宗
の
祖
と
さ
れ
る
一
遍
は
、
そ
の
思
想
性
や
当
時
の
社

会
に
与
え
た
影
響
力
も
他
の
祖
師
方
に
引
け
を
取
ら
な
い
も

の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
宗
自
体
が
急
速
に
勢
力
を

縮
小
さ
せ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
現
在
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
が
無
く
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の
時
代
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
の
か
を
探
り
ま
す
。 

近
年
、
祖
師
と
さ
れ
る
方
々
以
外
の
、
こ
の
時
代
活
躍
し

た
僧
た
ち
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
祖

師
と
仰
ぐ
教
団
が
な
い
こ
と
か
ら
、
時
代
の
脇
役
の
よ
う
に

扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
実
は
親
鸞
や
道
元
な
ど
よ
り
も
大

き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
、
鎌
倉
仏
教
の
担
い
手
で
あ
っ

た
の
で
す
。
ま
た
、
神
道
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
も

鎌
倉
時
代
で
し
た
。 

参
加
費
は
お
賽
銭
の
み
で
す
。
ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。 

徳
法
寺
春
彼
岸
展 

マ
ッ
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
妖
怪
百
鬼
夜
行 

イ
ラ
ス
ト
展 

三
月
十
八
日
（
土
）
か
ら
二
十
六
日
（
日
）
ま
で 

福
井
県
で
、
日
本
の
妖
怪
を
世
界
に
紹
介
し
て
い
る
ア
メ

リ
カ
出
身
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
で
す
。
彼
の
視
点
を
通
し
て

描
か
れ
る
個
性
豊
か
な
妖
怪
た
ち
を
見
に
来
て
く
だ
さ
い
。 

 

春
彼
岸
法
要
及
び
永
代
経
法
要 

三
月
二
十
一
日
（
火
・
祝
）
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

読
経
の
後
、
当
寺
住
職
の
法
話
と
な
り
ま
す
。 
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