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二
年
二
月
二
十
四
日
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月
・
振
休
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▼
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一
宮
ス
ポ
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文
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セ
ン
タ
ー

▼
講
師　

四
辻
秀
紀 
先
生　

　

支
部
集
会
終
了
後
、 

引
き
続
き
支
部
講
演
会
を
開
催
し

ま
し
た
。 

今
回
は
徳
川
美
術
館
で
永
年
勤
務
さ
れ
現
在
名

古
屋
経
済
大
学
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
、 

四
辻
秀
紀

先
生
を
お
迎
え
し
て 

「
平
安
時
代
の
か
な
の
美
」 

と
題
し

て
一
時
間
半
の
講
演
を
お
願
い
し
ま
し
た
。 

　

九
世
紀
末
に
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
る
と
中
国
風
文
化

(

唐
様)

か
ら
日
本
風
文
化(

和
様)

へ
の
移
行
が
顕
著

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

平
安
中
期
小
野
道
風
に
よ
っ
て
始

め
ら
れ
た
和
様
書
道
は
藤
原
佐
理
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
藤

原
行
成
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
三
人
は
能
筆

と
し
て
す
ぐ
れ
特
に
三
跡
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
後

行
成
の
子
孫(

世
尊
寺
家)

に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
護
ら

れ
て
き
ま
し
た
。 

　

貴
族
子
女
の
教
育
と
し
て
習
字
と
和
歌
は
最
も
重
要
な

も
の
で
、 

歌
合
や
物
語
文
芸(

源
氏
物
語
等)

の
発
展
に

と
も
な
い
か
な
書
が
美
し
さ
の
頂
点
を
極
め
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。 

そ
こ
か
ら
高
野
切
・
関
戸
本
古
今
集
な
ど
多

く
の
古
筆
が
生
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　

先
生
の
貴
重
な
資
料
を
拝
見
出
来
、 

会
場
の
皆
様
も
ス

ク
リ
ー
ン
に
写
し
出
さ
れ
る
か
な
の
一
線
く
の
素
晴
し
さ

を
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
ま
し
た
。 

　

講
演
中
は
休
憩
も
さ
れ
ず
、 

熱
の
こ
も
っ
た
ご
講
演
で

先
生
の
平
安
か
な
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
ご
研
究
さ
れ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
お
姿
に
感
動

い
た
し
ま
し
た
。 

私
達
も
長

い
歴
史
の
中
で
多
く
の
先
人

達
が
築
き
上
げ
た
日
本
独
特

の
か
な
を
護
り
継
承
し
て
い

か
な
け
れ
ば
と
感
じ
ま
し

た
。 聴

講
者　
　
　

一
一
一
名

 
 

（
内
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）　
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