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エ
セ
医
学
を
批
判
す
る 

杉
谷
伊
吹 

こ
ん
に
ち
は
、
お
元
気
で
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
近

年
、
健
康
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
高
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。
そ
ん
な
中
、
私
に
と
っ
て
特
に
気
に
な
る
の
は
、
エ

セ
医
学
の
類
で
す
。
そ
れ
ら
は
質
も
種
類
も
多
種
多
様
で

あ
る
た
め
、
全
部
に
全
部
目
く
じ
ら
を
立
て
る
必
要
が
無

い
の
は
承
知
の
上
で
す
。
で
す
が
、
昨
年
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
で
の
エ
セ
医
学
に
対
す
る
糾
弾
も
多
く
見
ら
れ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
逆
に
健
康
を
損
な
う
と
い
う
注
意
喚
起

も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
主
に
昨
年
話
題
と
な

っ
た
エ
セ
医
学
を
確
認
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

ま
ず
、
昨
年
最
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
「
血
液
ク
レ
ン

ジ
ン
グ
」
で
す
。
処
置
の
内
容
と
し
て
は
、
静
脈
の
色
あ

せ
た
血
液
を
注
射
器
で
体
外
に
抜
き
出
し
て
、
そ
の
抜
き

出
し
た
血
液
に
オ
ゾ
ン
を
加
え
て
身
体
に
戻
す
と
い
う
も

の
で
す
。
人
間
の
身
体
は
肺
で
酸
素
を
取
り
入
れ
、
そ
の

酸
素
が
血
管
を
通
じ
て
体
内
に
配
ら
れ
て
い
ま
す
。
動
脈

は
肺
か
ら
全
身
に
向
か
う
往
き
の
道
で
あ
り
、
血
は
酸
素 

を
多
く
含
ん
だ
赤
色
を
し
て
い
ま
す
。
静
脈
は
全
身
か
ら

肺
に
向
か
う
帰
り
の
道
で
あ
り
、
血
は
酸
素
を
放
出
し
て
し

ま
っ
た
の
で
黒
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
血
液
ク
レ

ン
ジ
ン
グ
」
で
使
用
さ
れ
る
オ
ゾ
ン
と
は
酸
素
の
同
素
体
に

な
り
ま
す
。（
酸
素
はO

2

で
、
オ
ゾ
ン
はO

3

で
す
。
ど
ち

ら
も
酸
素
分
子O

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
噛
み
合
っ
て

い
る
数
と
結
び
つ
き
方
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
各
々

性
質
も
異
な
り
ま
す
。）
オ
ゾ
ン
は
酸
素
よ
り
酸
化
力
が
高
く
、

そ
れ
が
静
脈
の
黒
い
血
液
に
加
わ
る
と
、
と
て
も
赤
い
血
液

に
変
色
し
ま
す
。
こ
れ
が
「
血
液
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
」
の
お
お

よ
そ
の
仕
組
み
で
す
。
鮮
や
か
な
赤
に
変
色
す
る
血
を
見
て
、

少
な
く
と
も
実
際
の
効
果
以
上
の
も
の
だ
と
錯
覚
し
て
し
ま

う
訳
で
す
。
気
持
ち
は
痛
い
ほ
ど
分
か
り
ま
す
が
、
冷
静
に

分
析
す
る
と
、
こ
れ
は
体
内
で
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
事
な

の
で
す
。
ま
た
、
デ
ト
ッ
ク
ス
（
体
内
に
た
め
込
ん
だ
毒
素

を
放
出
し
て
健
康
に
な
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。）
を
目
的
と

し
て
手
を
出
す
人
も
居
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も

一
切
根
拠
は
無
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
厄
介
な
事

に
こ
の
「
血
液
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
」
は
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委

員
会
で
も
そ
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
る
等
、

と
て
も
胡
散
臭
い
も
の
な
の
で
す
。
有
名
芸
能
人
も
数
名
手

を
出
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
安
易
に
流
行
り
も
の
に
手
を

出
す
の
は
危
険
だ
と
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
す
ね
。 

 

次
に
、
年
末
に
話
題
に
な
っ
た
の
が
「
デ
ト
ッ
ク
ス
バ
ス
」

で
す
。
こ
れ
は
完
全
な
詐
欺
な
の
で
、
処
置
内
容
の
説
明
す

ら
で
き
ま
せ
ん
。
水
槽
の
よ
う
な
機
器
を
使
う
の
で
す
が
、

足
湯
の
よ
う
な
感
じ
で
機
器
の
お
湯
に
足
を
入
れ
、
電
源
を

入
れ
て
待
っ
て
い
る
と
、
汚
い
ド
ロ
ド
ロ
し
た
物
質
が
水
面

に
浮
き
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
も
の
で
す
。
売
り
文
句
は
、

「
体
内
に
蓄
積
さ
れ
た
毒
素
を
足
裏
か
ら
排
出
し
て
い
る
」

と
の
事
で
す
が
、
当
然
そ
ん
な
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、

出
て
く
る
汚
れ
は
何
な
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
水
槽
に
入
っ

て
い
る
電
極
の
鉄
が
溶
け
た
も
の
な
の
で
す
。
食
塩
の
混
ざ

っ
た
水
に
鉄
を
入
れ
、
そ
こ
に
電
気
を
流
す
と
溶
け
た
鉄
が

汚
れ
と
な
っ
て
出
て
き
ま
す
。
実
際
、
足
以
外
の
適
当
な
も

の
を
「
デ
ト
ッ
ク
ス
バ
ス
」
入
れ
て
、
同
じ
事
が
起
き
た
と

い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
デ
ト
ッ
ク
ス
バ
ス
」
も
「
血

液
ク
レ
ン
ジ
ン
グ
」
と
同
じ
く
、
変
化
が
目
に
見
え
る
た
め

に
騙
さ
れ
や
す
い
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
ち
ら
は

ま
ず
害
は
無
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
時
間
と
金
の
無
駄
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
。 

 

ま
だ
ま
だ
書
き
た
い
エ
セ
医
学
も
あ
る
の
で
す
が
、
文
章

量
的
に
限
界
が
来
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
と
め
と
し
て
、
基

本
的
に
エ
セ
医
学
は
、
薬
に
も
毒
に
も
な
ら
な
い
も
の
が
多

い
よ
う
で
す
。
精
神
的
に
ス
ッ
キ
リ
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、

問
題
に
な
ら
な
い
様
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
の
方

法
に
固
執
し
て
、
本
来
受
け
る
べ
き
治
療
に
目
が
い
か
な
く

な
る
の
は
困
る
の
で
、
特
に
害
が
あ
る
と
分
か
っ
た
ら
直
ぐ

に
や
め
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。
エ
セ
医
学
に
引
っ
か
か

ら
な
い
よ
う
に
、
注
意
深
く
健
康
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い

所
で
す
。 

ち
な
み
に
私
は
新
年
早
々
食
中
毒
に
な
り
ま
し
た
。 

皆
様
、
生
モ
ノ
に
も
ご
注
意
を
‼ 

   

 

 



和
歌
山
で
生
活
し
て 杉

谷 

美
乃
里 

 

 

私
は
、
昨
年
暮
れ
ま
で
の
約
一
年
三
か
月
の
間
、
和
歌
山

県
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
こ
で
感
じ
た
こ

と
を
振
り
返
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

私
は
和
歌
山
県
の
中
で
も
、
山
間
部
に
あ
る
紀き

美
野

み

の

町
ち
ょ
う 

の
農
家
が
経
営
し
て
い
る
ジ
ェ
ラ
ー
ト
の
お
店
で
働
い
て
い

ま
し
た
。
紀
美
野
町
に
は
大
き
な
建
物
は
も
ち
ろ
ん
、
人
家

や
街
灯
も
少
な
い
の
で
、
夜
に
な
る
と
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の

よ
う
な
星
空
が
一
面
に
広
が
り
ま
す
。
私
は
こ
の
土
地
に
移

り
住
ん
で
初
め
て
そ
の
さ
ま
を
見
た
と
き
、
あ
ま
り
の
美
し

さ
に
心
か
ら
感
動
し
ま
し
た
。 

し
か
し
、
い
つ
し
か
そ
れ
も
、
当
た
り
前
の
風
景
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
紀
美
野
町
で
の
生
活
に
慣
れ
て
く
る

と
、
金
沢
で
の
生
活
と
比
べ
て
不
便
だ
と
感
じ
る
部
分
ば
か

り
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
バ
ス
の
本
数
は
一
日

に
数
本
し
か
な
い
う
え
に
、
一
番
近
く
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
へ
行
く
の
に
も
車
で
一
時
間
は
か
か
る
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
な
紀
美
野
町
に
、
大
阪
や
京
都
、
兵
庫
な
ど
の

関
西
各
地
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は

こ
の
町
で
キ
ャ
ン
プ
を
楽
し
ん
だ
り
、
新
鮮
で
安
い
農
産
物

を
購
入
し
た
り
、
そ
の
食
材
を
使
っ
た
料
理
を
楽
し
ん
だ
り

し
て
い
き
ま
す
。
近
年
は
イ
ン
ス
タ
映
え
ブ
ー
ム
の
影
響
も

あ
り
、
グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
等
の
手
軽
で
お
し
ゃ
れ
な
キ
ャ
ン
プ

を
楽
し
む
若
者
も
増
え
て
い
ま
す
。
私
が
働
い
て
い
た
お
店

に
も
そ
の
よ
う
な
観
光
客
が
多
く
立
ち
寄
っ
て
い
ま
し
た
。 

大
勢
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
こ
の
町
で
す
が
、
過
疎
化
が

進
み
高
齢
化
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
な
ぜ
、
人
は
わ
ざ
わ
ざ

お
金
と
時
間
を
か
け
て
ま
で
訪
れ
る
の
に
、
住
も
う
と
は
し

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
、
私
が
感
じ
て
い
た
よ
う
に

大
き
な
町
に
比
べ
る
と
不
便
な
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
か

ら
だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
な
ぜ
、
人
々
は
あ
え
て
不
便
な
場

所
に
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
数
十
年
の
間
に
、
私
た
ち
の
生
活
は
以
前
で
は
考
え

ら
れ
な
い
ほ
ど
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
便
利
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
時
間
と
労

力
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
以
前
に
も
増
し
て
日
々
時

間
に
追
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
時
間
が
節
約

で
き
た
の
な
ら
ば
余
裕
が
で
き
る
は
ず
な
の
に
、
逆
に
余
裕

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。 

紀
美
野
町
の
よ
う
な
過
疎
化
・
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
地

域
は
、
確
か
に
以
前
よ
り
は
は
る
か
に
便
利
に
な
っ
て
は
い

る
も
の
の
、
都
市
部
に
比
べ
れ
ば
、
時
間
に
追
わ
れ
る
こ
と

な
く
過
ご
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
時
に
は
時
間
を
持
て

余
し
て
、
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
不
安
に
感
じ
る
程
で
す
。

紀
美
野
町
を
訪
れ
る
観
光
客
は
、
た
だ
空
気
が
き
れ
い
で
あ

る
と
か
、
星
が
た
く
さ
ん
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

時
間
に
縛
ら
れ
る
日
々
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
、
私
自
身
、
金

沢
で
は
時
間
に
追
わ
れ
て
い
て
空
を
見
上
げ
る
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
紀
美
野
町
で
は
日
中
で
も
空
を
見
上
げ

雲
の
流
れ
を
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
仕
事
や
日
常
生
活
の
忙
し
さ
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
に
押
し

つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
人
が
、
今
こ
の
国
に
は
あ
ふ

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

一
度
便
利
さ
を
知
っ
て
し
ま
う
と
、
不
便
な
生
活
に
戻
る

こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
時
に
は
あ
わ
た

だ
し
い
日
々
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
願
う
の
で

す
。
そ
れ
が
紀
美
野
町
の
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
紀
美
野
町
の
よ
う
な
場
所
は
、
過

疎
化
や
高
齢
化
に
よ
っ
て
日
本
全
国
か
ら
消
え
つ
つ
あ
る
の

で
す
。 

紀
美
野
町
の
よ
う
な
町
が
将
来
も
存
続
し
て
ゆ
く
た
め
に

は
、
皆
が
時
間
を
ゆ
っ
く
り
と
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
地
域

の
大
切
さ
を
認
識
し
て
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
と
思
い
ま

す
。
私
に
と

っ
て
こ
こ
で

暮
ら
し
た
時

間
は
、
短
か

い
間
で
し
た

け
れ
ど
も
か

け
が
え
の
な

い
も
の
で
し

た
。
紀
美
野

町
が
将
来
も

空
を
見
上
げ

る
こ
と
の
で

き
る
場
所
と

し
て
存
続
し

て
ゆ
く
こ
と

を
願
っ
て
や

み
ま
せ
ん
。 

 



真
宗
人
物
伝
（
四
十
八
） 杉

谷 

浄 
 

 

幡
谷
の
唯
信 

 

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、
関
東
二
十
四
輩
の
第
二
十

三
番
で
あ
る
幡
谷
の
唯
信
で
す
。 

幡
谷
の
唯
信
を
開
基
と
す
る
信
願
寺
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
親
鸞
聖
人
が
稲
田
の
草
庵
か
ら
鹿
島
神
宮
に
行
か

れ
る
途
中
、
小
川
町
幡
谷
に
城
を
構
え
て
い
た
幡
谷
次
郎
信

勝
が
親
鸞
聖
人
に
帰
依
し
て
唯
信
と
い
う
法
名
を
賜
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。 

『
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名
傑
』
に
よ
れ
ば
、
唯
信
は
そ
の
後
、

奥
州
に
道
場
を
建
て
、
そ
の
後
、
常
陸
国
小
瀬
の
あ
た
り
に

寺
を
移
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
入
滅
後
に
は
、

九
年
間
京
都
で
そ
の
墓
を
守
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
、
そ
の
間
、

山
陰
地
方
に
も
布
教
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
島
根
県
浜
田

市
真
光
町
顕
正
寺
は
、
開
基
を
幡
谷
の
唯
信
と
し
て
お
り
、

信
願
寺
と
共
に
二
十
四
輩
二
十
三
番
を
名
乗
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
幡
谷
の
唯
信
に
限
ら
ず
、
二
十
四
輩
に
数
え
ら
れ
て
い

る
親
鸞
聖
人
の
お
弟
子
た
ち
は
、
一
か
所
に
留
ま
る
こ
と
な

く
、
各
地
に
赴
い
て
教
え
を
広
め
て
い
ま
す
。
現
在
、
多
く

の
僧
侶
は
、
寺
に
住
み
そ
の
土
地
の
中
で
生
活
す
る
こ
と
が

当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
の
弟
子

に
限
ら
ず
、
江
戸
時
代
以
前
に
は
、
僧
侶
は
各
地
を
移
動
し

て
生
活
す
る
こ
と
が
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

た
め
、
各
地
に
同
じ
僧
侶
を
開
基
と
す
る
寺
が
い
く
つ
も
あ

る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
僧
侶
の
数
が
今
よ
り
か
な
り
少
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
の
僧
侶
は
教
え
を

よ
り
多
く
の
人
々
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
大
切
な
使
命
と

し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
前
回
の
「
真
宗
人
物
伝
」
で
紹
介
し
た
「
戸

森
の
唯
信
」
と
今
回
の
「
幡
谷
の
唯
信
」
が
同
じ
法
名
で
あ

る
こ
と
に
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。
二
十
四
輩
の
中
に
は
、

も
う
一
組
「
穴
沢
の
入
信
」
と
「
八
田
の
入
信
」
と
い
う
同

じ
法
名
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
の

方
も
親
鸞
聖
人
に
名
前
を
付
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
わ
ず
か
二
十
四

人
の
中
に
二
組
も
同
じ
法
名
を
付
け
て
し
ま
う
と
い

う
の
は
お
か
し
な
話
で
す
。 

僧
侶
に
な
る
こ
と
を
「
得
度
」
と
い
い
ま
す
が
、
親

鸞
聖
人
の
時
代
「
得
度
」
は
国
の
許
可
制
で
し
た
。
し

か
し
政
府
の
許
可
を
得
て
い
な
い
「
私
度
僧
」
と
呼
ば

れ
る
者
も
多
く
い
た
の
で
す
。「
私
度
僧
」
は
違
法
で

す
か
ら
取
締
り
の
対
象
で
し
た
が
、
僧
侶
と
し
て
の

実
態
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
容
認
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
親
鸞
聖
人
は
流
罪
に
な
っ
た
折
、
僧
籍
を
剥
奪

さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
正
式
な
僧
侶
で
は
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
善
行
寺
が
認
可
し
た
「
私

度
僧
」
で
あ
る
「
善
光
寺
聖
」
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
弟
子
た
ち
も
、
親
鸞
聖
人
に
な

ら
っ
て
「
善
光
寺
聖
」
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
同
じ
く
善
光
寺
配
下
で
あ
る
親
鸞
聖
人
に
、
弟
子

の
法
名
を
付
け
る
権
利
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ま
せ

ん
。
と
す
れ
ば
、
本
来
僧
侶
で
あ
っ
た
親
鸞
聖
人
は
と

も
か
く
、
弟
子
た
ち
の
法
名
は
善
光
寺
が
付
け
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
時
「
善
光
寺
聖
」
が
ど
れ
だ
け

い
た
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
関
東
を
中
心
に
か
な
り
の

数
が
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
「
善
光
寺
聖
」
に
無

作
為
に
法
名
を
付
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
法
名
が
多
く

あ
っ
た
と
し
て
も
納
得
で
き
ま
す
。 

歴
史
は
い
つ
の
時
代
も
都
合
よ
く
上
書
き
さ
れ
て
い
き
ま

す
。
そ
こ
に
生
ま
れ
る
違
和
感
か
ら
、
事
実
を
推
測
し
て
い

く
こ
と
も
歴
史
の
面
白
さ
な
の
で
す
。  

現在は各宗派で僧侶資格を発給している。写真は私が頂いた「真宗度牒
どちょう

之

証」。度牒とは得度した僧尼に交付される身分証のこと。奈良時代から平

安時代には一年に十人しか受けられなかった。鎌倉仏教が力を持つよう

になると各宗派が国に代わり得度を行うようになる。明治時代以降は国

家資格ではなくなった。2018 年度の大谷派得度者は 470 人程。 
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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 

 

 

三
月 

 

縄
文
か
ら
弥
生
時
代
の
宗
教 

四
月 

 

古
墳
時
代 

五
月 

 

仏
教
伝
来 

 

今
年
か
ら
、
仏
教
入
門
講
座
の
第
二
章
と
し
て
、
日
本
仏

教
史
を
行
い
ま
す
。
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
仏
教
は
、
日
本
に

伝
わ
る
と
大
き
な
変
化
を
遂
げ
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
と

日
本
で
は
、
基
礎
と
な
る
宗
教
観
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た

か
ら
で
す
。
教
え
を
受
け
入
れ
る
基
礎
が
違
え
ば
、
同
じ
経

典
を
読
ん
で
も
理
解
が
異
な
っ
て
し
ま
う
の
は
当
然
で
す
。 

そ
こ
で
、
最
初
に
仏
教
伝
来
以
前
の
日
本
の
宗
教
を
二
回

に
分
け
て
た
ど
っ
て
み
ま
す
。
三
月
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と

い
わ
れ
る
、
世
界
各
地
で
見
ら
れ
た
自
然
崇
拝
で
す
。
文
字

の
な
い
時
代
で
す
か
ら
遺
跡
な
ど
か
ら
推
察
し
ま
す
。
四
月

は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
道
教
の
影
響
を
受
け
た
卑
弥
呼
や
古

墳
時
代
の
宗
教
で
す
。
こ
れ
が
現
在
「
神
道
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
の
ル
ー

ツ
に
な
り
ま

す
。
関
心
の

あ
る
方
は
ぜ

ひ
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。

参
加
費
は
お

賽
銭
の
み
で

す
。 

徳
法
寺
春
彼
岸
展 

山
口
哲
司
作
品
展 

三

月

十

七

日

（
火
）
か
ら
二
十
三

日
（
月
）
ま
で
、
二

〇
一
四
年
春
以
来

二
回
目
と
な
る
山

口
哲
司
さ
ん
の
作

品

展

を

行

い

ま

す
。
布
地
に
描
か

れ
た
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
作
品
で
す
。
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
で
す
が
、
ご
連
絡
を
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
時
間
外
で

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

春
彼
岸
法
要
及
び
永
代
経
法
要 

今
年
か
ら
当
寺
住
職
が
法
話
を
し
ま
す
。
日
程
は
、
三
月

二
十
日
（
金
・
春
分
の
日
）
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ご
ろ
ま

で
で
す
。
読
経
の
後
、
法
話
と
な
り
ま
す
。
お
誘
い
あ
わ
せ

の
上
お
参
り
く
だ
さ
い
。 
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