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「夏休み子ども寺子屋」に参加した子ども達と（17 / 7 / 26）
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水 

コ
ラ
ム

(1)
◎

是
非
、
ご
家
族
の
皆
さ
ま
で
、
お
読
み
下
さ
い
。

◆

「
育
て
た
よ
う
に
、
子
は
育

つ
」
故
相
田
み
つ
を
先
生
の
言

葉
で
あ
る
。
私
の
よ
う
な
者
は

大
変
ド
キ
っ
と
し
て
し
ま
う
。

な
ん
せ
、
良
い
と
き
ば
か
り
の

父
親
で
、
「
子
ど
も
を
育
て

る
」
こ
と
に
さ
ほ
ど
積
極
的
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。◆

「
目

で
見
せ
て
、
耳
で
聞
か
せ
て
、

し
て
み
せ
て
、
ほ
め
て
や
ら
ね

ば
、
人
は
で
き 

よ
」
加
賀
大

乗
寺
の
清
水
浩
龍
老
師
の
言
葉

で
あ
る
。
何
を
見
せ
、
聞
か
せ

る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
金
儲
け
や

世
渡
り
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
人
殺
し
や
戦
争
や

争
い
ご
と
で
は
決
し
て
無
い
。

禅
僧
の
言
葉
で
あ
る
以
上
そ
れ

は
、
「
ほ
と
け
を
見
せ
、
ほ
と

け
を
聞
か
せ
、
ほ
と
け
を
し
て

み
せ
る
」
の
で
あ
ろ
う
。◆

し

か
し
今
の
世
の
中
は
地
獄
と
鬼

の
様
相
・
・
・
人
が
で
き 

の

は
あ
た
り
ま
え
か
。◆

し
か
し

て
、
「
ほ
と
け
」
と
は
一
体
な

ん
で
あ
ろ
う
・
・
・
？
︵
世
︶
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昨
年
晋
山
結
制
の
記
念
に
、
十
五
条
衣
の
糞
掃
衣
の
お
袈
裟
を
、
有
志
の
方
々

で
縫
っ
て
頂
き
ま
し
た
︵
下
の 

真
参
照
︶
。
そ
し
て
今
ま
た
、
二
十
五
条
衣
の

糞
掃
衣
に
携
わ
る
ご
縁
を
頂
き
ま
し
た
。
春
に
衣
財
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、
た
く

さ
ん
の
古
着
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
明
治
時
代
着
用
さ
れ
て
い
た
着
物
を
、

捨
て
る
に
捨
て
き
れ
ず
「
お
袈
裟
に
な
る
の
な
ら
」
と
惜
し
み
な
い
心
で
持
っ

て
き
て
い
た
だ
き
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
物
資
豊
か
な
消
費
時

代
に
生
き
て
い
る
私
に
は
、
見
た
こ
と
も
な
い
着
物
地
に
驚
き
ま
し
た
。
捨
て

る
事
に
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
代
、
何
で
も
簡
単
に
買
え
る
世

の
中
に
、
物
を
大
切
に
す
る
昔
の
人
の
生
き
方
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。
時
代
は
移
り
変
わ
ろ
う
と
も
人
の
心
は
い
つ
も
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
受

け
継
い
で
い
き
た
い
と
痛
感
し
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
、
お
袈
裟
の
話
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
お
袈
裟
の
こ
と
を
、
田
相
衣
ま
た
は
福
田
衣
と
も
言
い
ま
す
。
田
植
え
後
の
、

あ
の
青
々
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
水
田
を
か
た
ど
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。

福
田
衣
に
は
、
田
に
種
を
ま
け
ば
、
秋
に
は
稲
の
収
穫
が
あ
る
よ
う
に
、
仏
を

供
養
し
、
仏
法
を
信
じ
る
と
、
必
ず
福
報
が
あ
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
お

袈
裟
は
必
ず
「
却
刺
縫
︵
か
え
し
針
︶
」
で
縫
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自

分
自
身
が
縫
う
と
い
う
こ
と
が
一
番
価
値
の
あ
る
こ
と
で
、
上
手
下
手
を
と
や

か
く
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
お
袈
裟
を
縫
う
心
構
え
と
し
て
、
手
を
洗

い
、
室
内
に
香
を
た
き
、
心
静
か
に
し
て
袈
裟
を
信
じ
、
一
針
一
礼
の
念
を
持
っ

て
、
他
事
に
心
を
動
か
さ
ず
、
た
だ
一
心
に
却
刺
す
る
こ
と
。
裁
断
さ
れ
た
布

は
、
畳
や
床
に
置
か
ず
、
必
ず
風
呂
敷
な
ど
に
包
ん
で
お
く
こ
と
な
ど
道
元
禅

師
様
は
、
「
正
法
眼
蔵
袈
裟
功
徳
」
に
書
き
記
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
糞
掃
衣

は
、
人
の
惜
し
み
の
か
か
ら
な
い
ボ
ロ
布
の
丈
夫
そ
う
な
と
こ
ろ
を
切
り
取
り
、

よ
く
洗
い
、
つ
づ
り
あ
わ
せ
て
袈
裟
に
し
あ
げ
る
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
布
の
成
仏

な
の
で
す
。
袈
裟
の
内
容
を
最
高
度
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
糞
掃
衣
な
の
で
す
。

　
宛
陵
寺
で
は
「
福
田
会
」
と
称
し
て
、
毎
月
、
第
２
・
４
水
曜
日
の
午
前
九

時
か
ら
午
後
四
時
頃
ま
で
お
袈
裟
を
縫
っ
て
い
ま
す
。
ご
都
合
が
つ
か
れ
る
お

時
間
に
い
つ
で
も
お
越
し

下
さ
い
。
お
弁
当
を
一
緒

に
食
べ
る
の
も
楽
し
い
で

す
よ
。
江
迎
町
清
浄
寺
の

檀
家
様
で
あ
ら
れ
る
坂
本

マ
キ
さ
ん
に
ご
指
導
を
頂

い
て
お
り
ま
す
。
坂
本
さ

ん
は
お
袈
裟
に
携
わ
れ
て

十
二
年
、
毎
日
欠
か
さ
ず

一
針
一
針
修
行
を
さ
れ

て
る
素
晴
ら
し
い
お
方
で

す
。
お
袈
裟
の
功
徳
を
伝

え
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。

　

皆
様
が
縫
わ
れ
た
お
袈

裟
が
、
宛
陵
寺
の
伝
衣
と

し
て
代
々
受
け
継
が
れ
る

仏
縁
に
感
謝
致
し
て
お
り

ま
す
。　
　
　
︵
恵
子
︶

「
お
袈
裟
の
ご
縁
」

成じ
ょ
う
ど
う
え

道
会

こ
れ
か
ら
の
御
案
内

経典をよむ

●

摩
訶 

若
波
羅
蜜
多
心 
経 ③

　
　
　
　
　
　
︵
経
典5P

の5

行
〜6P3

行
︶
︵
経
典9P
の1

行
〜7

行
︶

　
こ
の
故
に
、
全
て
に
お
い
て
実
体
が
な
い
と
い
う
真
理
に
お
い

て
は
、
肉
体
も
物
体
も
固
定
し
た
状
態
は
無
く
、
感
覚
・
記
憶
・

欲
求
・
自
己
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
眼
の
能
力
も
、
耳
の
能
力
も
、
鼻
の
能
力
も
、
舌
の
能
力
も
、

肌
の
能
力
も
、
意
識
の
能
力
も
固
定
し
た
状
態
は
無
く
、
そ
の
対

象
で
あ
る
景
色
も
、
声
も
、
香
り
も
、
味
も
、
触
感
も
、
想
い
も

固
定
し
た
状
態
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
眼
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

領
域
も
無
け
れ
ば
、
意
識
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
世
界
さ
え
固
定
し

た
動
か
な
い
状
態
は
存
在
し
な
い
の
で
す
。

 　
苦
を
も
た
ら
す
原
因
で
あ
る
無
知
も
固
定
し
た
状
態
は
無
く
、

そ
の
よ
う
に
実
体
が
な
い
無
知
が
、
起
き
な
く
な
る
こ
と
も
無
い

の
で
す
。
老
い
や
死
は
自
然
の
摂
理
で
特 

な
作
為
で
は
無
い
の
で

ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
生
き
て
い
る
限
り
、
老

い
や
死
の
苦
し
み
が
無
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
生
は
思

う
よ
う
に
な
ら
ず
苦
し
い
が
、
固
定
し
た
状
態
が
な
い
の
で
か
か

わ
り
よ
う
が
無
く
、
苦
し
み
の
原
因
も
固
定
し
た
状
態
が
な
く
、

苦
し
み
が
滅
す
る
こ
と
も
固
定
し
た
状
態
が
な
く
、
苦
し
み
を
超

え
る
具
体
的
な
正
し
い
方
法
さ
え
も
実
体
が
な
い
の
で
す
。

　
な
ぜ
な
ら
悟
り
の
智
慧
に
固
定
し
た
状
態
は
な
く
、
悟
ろ
う
と

す
る
働
き
に
も
固
定
し
た
状
態
が
無
く
、
悟
り
と
い
う
特 

な
固

定
的
状
態
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
︵
以
下
次
号
︶

宛陵寺要典に収録したお経を現代文になおして掲載
します。原文はさし上げた「経典」をご覧下さい。

(3)

十
二
月
八
日
は
、
九
時
よ
り
釈
尊
「
成
道
会
」
を
修
行
し
ま
す
。

　
い
ま
か
ら
二
、
五
三
六
年
前
、
イ
ン
ド
の
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
地
に
お
い
て
、
こ

の
命
の
真
実
の
姿
を
、
人
の
わ
が
ま
ま
を
超
え
て
明
確
に
さ
と
ら
れ
た
お
釈

迦
様
の
存
在
を
、
心
か
ら
敬
う
大
法
要
で
す
。

　
「
転
読
大 

若
祈
祷
」
を
合
わ
せ
て
お
勤
め
し
ま
す
。
数
名
の
僧
侶
の
随

喜
で
、
六
〇
〇
巻
の
大 

若
経
を
勢
い
よ
く
転
読
し
て
お
参
り
の
方
々
の
肩

を
こ
の
経
典
で
お
一
人
お
一
人
叩
い
て
頂
き
ま
す
。
お
参
り
頂
い
た
方
々
の

「
健
康
と
繁
栄
」
を
祈
願
す
る
大
変
賑
や
か
な
法
要
で
あ
り
ま
す
。

　
更
に
、
法
要
後
の
お
説
教
は
、
福
島
町
福
寿
寺
の
副
住
職
、
井
手
一
成
師

に
お
願
い
致
し
て
お
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

八よ
う
か
こ
う
日
講

十
月
八
日
・
十
一
月
八
日
は
、
十
時
よ
り
八
日
講
法
要
を
勤
め
ま
す
。

十
二
月
三
十
一
日
は
、
夜
十
時
よ
り
大
晦
日
坐
禅
会
を
し
て
、
除
夜
の
梵
鐘

を
撞
き
ま
す
。
一
年
の
締
め
く
く
り
、
そ
し
て
新
年
の
始
ま
り
・
・
。

大お
お
み
そ
か
晦
日
坐ざ
ぜ
ん
か
い
禅
会
・
除じ
ょ
や夜
大お
お
ぼ
ん
し
ょ
う

梵
鐘
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仏事の深意 「葬　式」 第４回
　
都
市
部
で
は
、
友
人
葬
、
音
楽
葬
、
お 

れ
食
事
式
な
ど
、
大
変
さ

か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ほ
と
け
を
拝
む
姿
は
な
く
、
仲
の
良

い
人
間
ど
う
し
が
慰
め
合
う
の
だ
と
い
う
。

　
一
歩
さ
が
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
信
仰
の
薄
く
な
っ
た
世
の
中
と
な

れ
ば
、
日
常
生
活
の
中
に
、
手
を
合
わ
せ
て
仏
祖
を
お
が
む
こ
と
を
亡

く
し
て
い
る
の
に
、
い
ざ
と
い
う
時
だ
け
な
ど
、
手
の
合
わ
せ
よ
う
も

な
い
。
極
め
て
当
然
の
世
相
で
あ
ろ
う
。

　

生
ま
れ
た
ら
手
を
合
わ
せ
て
「
お
か
げ
さ
ま
・
・
」
結
ば
れ
た
ら

手
を
合
わ
せ
て
「
お
か
げ
さ
ま
・
・
」
い
た
だ
け
た
ら
手
を
合
わ
せ

て
「
お
か
げ
さ
ま
・
・
」
感
謝
す
れ
ば
手
を
合
わ
せ
て
「
お
か
げ
さ

ま
・
・
」

　
そ
の
人
の
お
陰
は
、
そ
の
人
の
ご
先
祖
の
お
陰
。
ご
先
祖
の
お
陰
は

尽
十
方
界
真
実
︵
大
自
然
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
︶
す
な
わ
ち
「
ほ
と

け
」
の
お
陰
様
。

　
仏
教
の
葬
式
は
、
「
真
実
の
命
の
姿
」
と
い
う
、
後
戻
り
の
で
き
な

い
大
き
な
流
れ
に
運
ば
れ
て
い
る
「
命
」
と
「
自
分
」
に
気
づ
き
、
手

を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
が
っ
し
り
と
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。

悲
し
ん
で
も
、
悔
や
ん
で
も
、
誰
の
せ
い
に
し
よ
う
と
も
受
け
止
め

る
し
か
な
い
。
仏
祖
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
よ
っ
て
己
の
心
を
納
め
、

「
死
を
受
け
止
め
る
」
た
め
の
厳
か
な
儀
式
で
あ
る
。

　
ゆ
え
に
信
仰
︵
仏
祖
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
力
︶
な
く
し
て
、
安
心
は

な
い
の
で
あ
る
。
人
間
ど
う
し
は
揺
れ
動
く
。
「
ほ
と
け
」
は
一
度
心

を
定
め
れ
ば
、
う
つ
ろ
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。　
︵
世
︶

︻
祥
月
命
日
の
回
向
を
致
し
ま
し
ょ
う
︼

　
三
仏
忌(

降
誕
会
・
成
道
会
・
涅
槃
会)

、
彼
岸
会
、
施
餓
鬼
会
、
八
日

講
で
ご
先
祖
の
「
祥
月
命
日
」
の
回
向
を
勤
め
て
お
り
ま
す
。

　
毎
月
行
う
公
式
法
要
の
中
で
卒
塔
婆
︵
ソ
ト
バ
︶
を
書
い
て
戒
名
を
読

み
上
げ
て
ご
回
向
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
合
同
回
向
と
な
り
ま
す
が
、

敬
し
い
法
縁
と
思
い
ま
す
。
法
要
日
の
前
日
ま
で
受
け
付
け
致
し
ま
す
。

回
向
料
〜
五
千
円
︵
卒
塔
婆
代
含
む
︶

︻
坐
禅
会
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
︼

▼
 

無
宗
教
葬
は
か
っ
こ
い
い
!? ▲

(4)

　
毎
週
土
曜
日
の
夜
７
時
よ
り
一
時
間
ほ
ど
で
す
。
老
若
男
女
ど
な
た
で
も

無
料
で
自
由
に
参
加
で
き
ま
す
。
一
度
き
り
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
初
め
て

の
坐
禅
も
そ
の
ま
ま
仏
の
姿
で
す
。
初
め
て
の
方
は
20
分
前
に
。

会　
長　
武
部
瑠
瑪
子
︵
仏
坂
︶

副
会
長　
立
山
喜
美
恵
︵
寺
上
︶

副
会
長　
森
永
都
美
子
︵
浜
脇
︶

会　
計　
末
永　
民
子
︵
木
場
︶

監　
査　
宮
崎　
照
代
︵
平
尾
︶

監　
査　
寺
澤
フ
サ
子
︵
坂
野
︶

︻
清
女
会
新
役
員
の
紹
介
︼

長
年
の
心
配
で
あ
っ
た
役
員
が
九
月
廿
三
日
に
決
ま
り
ま
し
た
。

会
の
充
実
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。


