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寺
子
屋
だ
よ
り
第
一
〇
〇
号
発
行
に
寄
せ
て

巻頭言

代
表
世
話
役

山
口 

秀
範

　

ご
愛
読
い
た
だ
く「
寺
子
屋
だ
よ
り
」の
記
念
す
べ
き
一
〇
〇

号
を
お
届
け
し
ま
す
。創
刊
は
平
成
十
七
年
六
月
で
隔
月
発
行

と
し
、
そ
の
後
一
時
は
毎
月
や
季
刊
も
あ
り
と
変
遷
し
つ
つ
二

百
十
六
カ
月
が
か
り
で
一
〇
〇
号
に
到
達
し
た
次
第
で
す
。こ

の
間
関
わ
っ
て
く
れ
た
社
員
・
ス
タ
ッ
フ
や
、
ご
理
解
ご
支
援

を
寄
せ
て
く
だ
さ
る
皆
様
方
の
お
陰
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

　

今
か
ら
二
十
六
年
前
に
前
職
を
辞
し
、学
生
時
代
か
ら
私
を

育
て
て
く
れ
た
国
民
文
化
研
究
会
（
現
在
は
公
益
社
団
法
人
）

の
事
務
局
長
を
務
め
な
が
ら
寺
子
屋
開
業
を
模
索
し
ま
し
た
。

併
行
し
て
福
岡
の
地
域
F
M
ラ
ジ
オ
番
組
「
ラ
ジ
オ
de
寺
子

屋
」を
五
年
間
毎
週
発
信
し
つ
つ
想
を
練
っ
て
、
平
成
十
七
年

二
月
に
株
式
会
社
寺
子
屋
モ
デ
ル
設
立
に
到
り
ま
し
た
。そ
の

活
動
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
お
知
ら
せ
す
べ
く
「
寺
子
屋
だ
よ
り
」

を
発
刊
し
て「
寺
子
屋
応
援
団
」を
募
っ
た
と
こ
ろ
、望
外
の
反

響（
個
人
・
法
人
会
員
合
わ
せ
て
三
五
〇
口
）を
頂
戴
し
、今
も

変
わ
ら
ず
支
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
読
み
返
す
と
、様
々
な
事
業
や
出
会
っ

た
人
々
が
鮮
明
に
甦
り
ま
す
。我
な
が
ら
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
続
け
た
と
懐
か
し
い
気
も
し
ま
す
が
、最
大
の
挑
戦
は
こ
れ

か
ら
の
「
志
明
館
」
開
校
に
あ
る
わ
け
で
感
慨
に
浸
る
暇
は
あ

り
ま
せ
ん
。と
は
言
え
、
教
育
再
生
の
一
助
に
と
志
す
寺
子
屋

モ
デ
ル
の
足
跡
は
現
代
日
本
の
教
育
課
題
と
表
裏
を
な
し
て

お
り
、本
号
か
ら
数
回
に
亘
り
巻
頭
言
を
振
り
返
り
ま
す
。

「
江
戸
の
学
び
展
」を
訪
ね
て（
第
６
号
・
平
成
18
年
4
月
）

　

当
社
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
る
よ
う
な
展
覧
会
に
、起
業
早
々
に

巡
り
合
え
た
の
は
幸
運
で
し
た
。中
で
も『
実
語
教
』の
存
在
を

知
っ
た
こ
と
と
寺
子
屋
の
教
育
が
「
個
別
最
適
」
を
先
取
り
し

て
い
た
事
実
を
認
識
し
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
し
た
。

　

江
戸
東
京
博
物
館
の
企
画
展「
江
戸
の
学
び
・
教
育
爆
発
の

時
代
」を
訪
ね
ま
し
た
。豊
富
な
資
料
特
に
図
版
が
多
く
、当
時

の
様
子
を
生
き
生
き
と
再
現
し
た
楽
し
い
催
し
で
し
た
。

｢往
来
物
｣と
呼
ば
れ
る
教
科
書
の
中
で
も
｢実
語
教
｣は
遠
く

平
安
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
お
り
、
冒
頭
に
は「
山
高
き
が
故
に

貴
か
ら
ず
、
樹
あ
る
を
以
て
貴
し
と
す
。人
肥
え
た
る
が
故
に

貴
か
ら
ず
、智
あ
る
を
以
て
貴
し
と
す
」と
あ
り
、外
見
よ
り
も

内
面
を
磨
く
心
構
え
を
説
い
て
い
ま
す
。

　

更
に
お
金
は
あ
の
世
ま
で
持
っ
て
行
け
な
い
が「
智
は
是
万

代
の
財
、命
終
わ
れ
ば
即
随
て
行
く
」。｢智
｣（
教
養
・
見
識
）あ

る
立
派
な
人
と
の
評
価
は
末
代
ま
で
語
り
継
が
れ
る
と
教
え

て
い
ま
す
。「
実
語
教
」を
子
供
の
時
に
学
ぶ
べ
き
だ
っ
た
大
人

の
、現
代
に
何
と
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

現
代
の
英
雄（
第
12
号
・
平
成
19
年
4
月
）

　

警
察
学
校
で
の
寄
せ
書
き
に「
誠
実
、誠
心
、誠
意
」と
記
し
、

「
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
」
が
口
癖
だ
っ
た
宮

本
邦
彦
さ
ん
は
、踏
切
に
進
入
し
た
女
性
を
助
け
よ
う
と
し
て

職
に
殉
じ
た
の
で
す
。「
夫
の
性
格
を
考
え
、こ
れ
が
天
命
だ
と

受
け
入
れ
よ
う
と
努
力
し
て
い
ま
す
。お
父
さ
ん
の
行
為
を
誇

り
に
思
い
ま
す
」と
い
う
奥
様
の
こ
と
ば
も
、
広
く
共
感
を
呼

ぶ
も
の
で
し
た
。

　

普
段
か
ら
住
民
に
親
し
ま
れ
善
き
家
庭
人
で
も
あ
っ
た
宮

本
さ
ん
は
、
今
回
の
事
件
が
な
け
れ
ば
、
寄
せ
書
き
に
記
し
た

モ
ッ
ト
ー
通
り
地
味
で
堅
実
な
一
生
を
送
っ
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。と
こ
ろ
が
、「
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
義
勇
公
に
奉
じ
」と

い
う
、戦
前
の
日
本
人
が
大
切
に
し
て
い
た「
教
育
勅
語
」の
教

え
さ
な
が
ら
、実
に
男
ら
し
い
生
き
方
の
手
本
を
示
し
て
く
れ

ま
し
た
。

 「
昔
の
偉
人
た
ち
は
本
当
に
立
派
だ
っ
た
。で
も
今
の
日
本
に

は
お
手
本
に
す
る
よ
う
な
人
は
い
な
い
」と
い
う
言
葉
を
よ
く

耳
に
し
た
矢
先
に
起
こ
っ
た
の
が
、東
上
線
と
き
わ
台
駅
で
の

事
故
で
し
た
。

　

ご
遺
族
は
じ
め
多
く
の
関
係
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て『
伏

し
て
ぞ
止
ま
ん　

ぼ
く
、宮
本
警
部
で
す
』を
上
梓
し
、宮
本
さ

ん
の
一
周
忌
に
墓
前
に
捧
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。そ
し
て

絵
本
の
感
想
文
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
し
た
子
供
た
ち
の
感
想

な
ど
も
ま
と
め
て『
殉
職
・
宮
本
警
部
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
』

を
出
版
し
ま
し
た
。「
現
代
の
偉
人
宮
本
警
部
」は
多
く
の
子
供

た
ち
向
け
に
今
も
語
り
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
う
り
は
み
ク
ラ
ブ
開
校
」（
第
13
号
・
同
上
6
月
）

　

瓜
食
め
ば  

子
ど
も
思
は
ゆ  

栗
食
め
ば  

ま
し
て
偲
は
ゆ
…

　

山
上
憶
良
の
子
を
思
う
歌
に
因
ん
だ
「
う
り
は
み
ク
ラ
ブ
」

へ
と
、
毎
日
三
人
が
通
っ
て
来
ま
す
。自
主
学
習
の
時
間
に
集

中
が
続
か
な
く
な
っ
た
り
、ず
っ
と
使
わ
れ
な
か
っ
た
体
力
が

も
た
ず
大
幅
遅
刻
し
た
り
も
た
ま
に
は
あ
り
ま
す
が
、自
分
の

居
る
場
所
を
取
り
戻
し
た
喜
び
は
周
囲
に
ま
で
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。担
任
の
寺
子
屋
講
師
が
、
中
二
中
三
の
生
徒
た
ち
に

し
っ
か
り
と
向
き
合
い
寄
り
添
っ
て
信
頼
関
係
を
築
き
つ
つ

あ
り
ま
す
。「
君
の
持
っ
て
い
る
素
晴
ら
し
い
力
を
存
分
に
発

揮
出
来
る
場
所
が
あ
る
よ
」と
呼
び
か
け
、
や
が
て
学
校
に
戻

り
た
く
な
る
パ
ワ
ー
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
日
々
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　

一
期
生
の
学
校
復
帰
の
弁
で
す
。

　

A
さ
ん「
う
り
は
み
で
は
、
茶
道
や
華
道
な
ど
を
初
め
て
経
験

で
き
、学
校
で
は
習
わ
な
い「
偉
人
伝
」は
毎
回
楽
し
い
時
間
で
し

た
。本
当
は
中
学
校
に
通
い
た
か
っ
た
け
れ
ど
、
な
か
な
か
踏
み

出
せ
ず
…
…
。け
れ
ど
普
通
高
校
に
進
学
で
き
る
こ
と
に
な
っ

て
本
当
に
よ
か
っ
た
、華
々
し
い
女
子
高
生
活
に
し
ま
す
。」

　

B
さ
ん
「
う
り
は
み
に
来
て
一
年
十
カ
月
。先
生
に
『
あ
な
た

の
お
母
さ
ん
は
、あ
な
た
の
た
め
に
必
死
な
ん
だ
か
ら
、あ
な
た

も
頑
張
ら
な
く
て
は
！
』
と
言
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
少
し
ず
つ
頑

張
っ
て
、毎
日
通
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。う
り
は
み
の
子
た

ち
と
兄
妹
の
よ
う
に
仲
良
く
な
れ
、
一
泊
キ
ャ
ン
プ
の
思
い
出

も
き
っ
と
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
！
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」

（
追
記
）六
月
十
七
日
開
校
の「
養
成
講
座
」募
集
中
で
す
。あ
な

た
も
偉
人
伝
を
語
り
ま
せ
ん
か
。

し
た
が
い

た
か
ら
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