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か
ら
と
ま
り
能
許
の
浦
波

立
た
ぬ
日
は
あ
れ
ど
も
家

に
恋
ひ
ぬ
日
は
な
し

　唐泊
か
ら
間
近
に
見
え
る
能
古
島
の
浦
に
波
立
た
ぬ
日
は
あ
っ
て
も
、

　我が
家
を
恋
し
く
思
わ
な
い
日
は
な
い
。

※

詳
し
い
解
説
は
16
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す

歌
碑
の
こ
こ
ろ

福岡市西区唐泊の東林寺前庭

の

　こ

の
こ
の
し
ま
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支
配
者
の
言
葉
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
語
で
す
。
リ

サ
ー
ル
は
固
有
の
言
語
・
タ
ガ
ロ
グ
語
も
操
り

ま
し
た
が
、
改
ま
っ
て
書
き
残
す
に
は
ス
ペ
イ

ン
語
の
方
が
馴
染
み
易
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
内
容
も
リ
サ
ー
ル
が
自
分
の
内
面
、
死
を
ど

う
受
け
止
め
る
か
に
集
中
し
つ
つ
祖
国
へ
の
帰

依
を
綴
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
吉
田
松
陰
は
冒

頭
の
歌

　�

身
は
た
と
ひ
武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち
ぬ
と
も
留

め
置
か
ま
し
大
和
魂

　
が
象
徴
す
る
通
り
、
自
ら
の
思
い
を
後
に
続

く
人
々
に
遺
し
志
の
継
承
を
願
っ
た
の
で
す
。

　『
留
魂
録
』
に
も
「
春
種
し
、
夏
苗
し
、
秋

刈
り
、
冬
蔵
す
」
と
、
穀
物
に
例
え
て
「
四
時

（
季
節
・
人
生
）
の
順
環
」
を
述
べ
、
短
く
と

も
そ
れ
な
り
に
完
結
し
た
一
生
も
あ
る
と
記
し

た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
数
え
年
三
十
歳
に
し
て

生
涯
を
閉
じ
ん
と
す
る
葛
藤
を
経
て
、
死
生
を

超
脱
す
る
工
夫
の
末
に
立
ち
至
っ
た
心
境
な
の

で
し
ょ
う
。

　
こ
の
あ
た
り
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
土
に
帰
ろ

う
と
し
た
リ
サ
ー
ル
に
相
通
じ
る
も
の
を
感
じ

ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、「
同
志
の
士
其
の

微
衷
を
憐
れ
み
継
紹
の
人
あ
ら
ば
…
」
と
後
を

託
し
得
る
人
々
へ
と
松
陰
の
心
は
向
か
っ
て
い

る
の
で
す
。
ま
た
『
留
魂
録
』
に
は
取
り
調
べ

の
経
緯
と
そ
れ
に
伴
う
自
身
の
心
跡
変
化
が
克

明
に
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
加
え
て
松
陰
が
獄
中

で
知
っ
た
有
為
の
人
材
の
紹
介
に
も
紙
幅
を
割

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
師
亡
き
後
の
門
人

た
ち
の
活
動
を
後
押
し
す
る
気
持
ち
の
表
れ
で

し
ょ
う
。

　
こ
う
見
て
来
る
と
吉
田
松
陰
を
「
日
本
の
リ

サ
ー
ル
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
随
分
的
外
れ
に
感
じ

ら
れ
ま
す
。
リ
サ
ー
ル
が
語
り
か
け
る
相
手
は

祖
国
の
大
地
そ
の
も
の
で
し
た
が
、
彼
の
遺
志

を
現
実
に
引
き
継
ぐ
若
者
は
現
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
方
で
『
留
魂
録
』
が
日
本
を
護
ろ
う
と

す
る
人
々
を
鼓
舞
せ
ん
と
書
か
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
し
ょ
う
。

　我
が
国
の
幸
運

　「
書
き
つ
け
終
り
て
後
」
に
詠
ま
れ
た
五
首

に
、
松
陰
の
思
い
は
更
に
溢
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
の
二
首
、

　�

討
た
れ
た
る
吾
れ
を
あ
は
れ
と
見
ん
人
は
君

を
崇あ

が

め
て
夷え
み
し

払
へ
よ

　�

七
た
び
も
生
き
か
へ
り
つ
つ
夷
を
ぞ
攘は
ら

は
ん

こ
こ
ろ
吾
れ
忘
れ
め
や

　
に
も
吐
露
さ
れ
て
い
る
通
り
、
松
陰
に
と
っ

て
死
は
永
遠
の
休
息
ど
こ
ろ
か
、
ま
た
生
れ

変
っ
て
来
て
国
事
に
奔
走
す
る
ま
で
の
一
時
休

憩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
強
靭
な
精
神
に
は
感
服
の
他
あ
り
ま
せ

ん
が
、
松
陰
に
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ま
せ
た
背

景
に
は
、
師
の
志
を
仰
ぎ
、
継
承
に
努
め
る

若
者
が
存
在
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
松
陰
の
言
動
が
あ
ま
り
に
も
尖
鋭
化
し
、

弟
子
た
ち
の
多
く
は
師
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
時
期

も
あ
り
ま
し
た
が
、
死
を
賭
し
て
の
実
践
を
通

じ
て
若
き
志
士
た
ち
を
鼓
舞
し
て
、
遂
に
は
明

治
維
新
を
成
就
さ
せ
た
の
で
す
。

　
欧
米
列
強
の
脅
威
を
凌
ぎ
一
人
我
が
国
の
み

は
植
民
地
化
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

ま
た
江
戸
時
代
の
学
問
興
隆
に
よ
っ
て
誇
る
べ

き
歴
史
と
伝
統
を
民
族
と
し
て
共
有
出
来
、
と

り
わ
け
国
学
や
水
戸
学
な
ど
が
幕
末
の
志
士
た

ち
の
精
神
を
鼓
舞
し
ま
し
た
。
そ
し
て
何
よ
り

そ
れ
ら
を
す
べ
て
母
国
語
で
あ
る
日
本
語
で
読

み
か
つ
語
れ
た
こ
と
な
ど
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
始

め
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
百
五
十
年
前
の
惨
状
を

振
り
返
れ
ば
、
我
が
国
の
幸
運
と
、
そ
れ
を
呼

び
込
ん
だ
先
人
た
ち
の
労
苦
に
感
謝
あ
る
の
み

で
す
。

　
次
の
御
代
に
向
け
て

　
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
の
祖
国
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、

三
百
五
十
年
を
超
え
る
植
民
地
支
配
か
ら
独
立

し
て
七
十
年
、
未
だ
国
作
り
の
途
上
に
あ
り
貧

困
や
治
安
悪
化
な
ど
難
問
を
抱
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
街
に
は
子
供
た
ち
の
笑
顔
が
溢
れ
て
、

将
来
の
発
展
を
予
感
さ
せ
ま
す
。

　
一
方
長
い
歴
史
を
誇
る
我
が
国
は
、
敗
戦
に

よ
る
占
領
統
治
を
僅
か
六
年
半
受
け
た
だ
け

で
、
そ
の
後
遺
症
か
ら
ま
だ
完
全
に
は
脱
却
出

来
て
い
ま
せ
ん
。

　
真
の
独
立
国
の
要
件
は
、
①
国
土
の
自
主
防

衛
、
②
子
女
の
国
民
教
育
、
③
祖
国
を
護
っ
た

英
霊
の
顕
彰
、
の
三
項
目
を
他
国
の
干
渉
を

は
ね
の
け
て
実
施
す
る
こ
と
に
あ
り
と
心
得
ま

す
。

　
平
成
を
終
え
る
今
、
残
念
な
が
ら
い
ず
れ
の

項
目
に
つ
い
て
も
確
信
を
持
っ
て
次
世
代
へ
引

き
渡
せ
る
状
況
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
手
を
拱
い

て
い
る
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
懸
案

の
憲
法
改
正
を
成
し
遂
げ
て
、
独
立
の
気
概
漲

る
国
民
を
輩
出
す
る
新
し
い
御
代
の
出
発
点
と

し
た
い
も
の
で
す
。
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　セ
ブ
島
訪
問

　
一
月
下
旬
の
数
日
、
寒
風
を
逃
れ
て
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
セ
ブ
島
を
訪
問
し
ま
し
た
。
福
岡
中
小

企
業
経
営
者
協
会
の
視
察
ツ
ア
ー
に
団
長
と
し

て
参
加
し
た
の
で
す
。
セ
ブ
島
を
二
十
数
年
前

に
訪
れ
た
時
の
印
象
は
鄙ひ

な

び
た
海
辺
の
行
楽
地

に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
す
っ
か
り
見
違
え

る
ほ
ど
高
層
ホ
テ
ル
が
建
ち
並
び
、
近
年
の
ア

ジ
ア
諸
国
の
発
展
を
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
マ
ニ
ラ
で
乗
り
換
え
た
国
内
便
で
、
セ
ブ
島

に
隣
接
す
る
マ
ク
タ
ン
島
の
空
港
に
到
着
し
ま

す
。
一
五
二
一
年
、
こ
の
島
で
世
界
史
に
刻
ま

れ
る
事
件
が
勃
発
し
ま
し
た
。「
世
界
一
周
航

海
中
の
マ
ゼ
ラ
ン
が
土
人
に
襲
わ
れ
て
非
業
の

死
を
遂
げ
た
」
と
中
学
の
教
科
書
で
習
っ
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
土
人
」
と
は
、
こ

こ
マ
ク
タ
ン
島
に
勢
力
を
張
っ
た
ラ
プ
ラ
プ
と

い
う
名
の
部
族
長
の
こ
と
で
し
た
。

　
ス
ペ
イ
ン
王
へ
の
服
従
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の

改
宗
を
強
制
す
る
マ
ゼ
ラ
ン
に
対
し
て
、
セ
ブ

島
各
地
の
首
長
た
ち
は
抵
抗
す
ら
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
一
人
ラ
プ
ラ
プ
の
み
は
勇
敢
に
も

反
旗
を
翻
し
、
周
到
に
準
備
し
て
マ
ゼ
ラ
ン
軍

を
打
ち
破
っ
た
の
で
す
。

　
島
内
に
は
立
派
な
銅
像
が
建
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
ア
ジ
ア
侵
略
に
立
ち
向
か
っ
た
最
初
の

英
雄
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
海
で
採

れ
る
高
級
魚
に
も
ラ
プ
ラ
プ
の
名
が
冠
さ
れ
て

お
り
、
昨
年
ド
ゥ
テ
ル
テ
大
統
領
は
、
マ
ク
タ

ン
空
港
を
〝
ラ
プ
ラ
プ
空
港
〟
と
改
名
し
た
由
。

西
洋
の
価
値
観
至
上
の
歴
史
は
、
よ
う
や
く
各

地
で
修
正
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
と
は

　
今
回
の
旅
で
は
最
大
の
都
市
マ
ニ
ラ
を
素
通

り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
市
街
の
中
心
部
に

「
国
民
的
英
雄
」
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
を
記
念
す

る
「
リ
サ
ー
ル
公
園
」
が
あ
り
ま
す
。

　
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
は
一
八
六
一
年
、
ル
ソ
ン

島
の
小
さ
な
村
で
生
を
享
け
ま
し
た
。
中
国
系
、

ス
ペ
イ
ン
系
の
血
も
入
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で

す
。
当
時
は
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
の
只
中

で
厳
し
い
制
約
下
に
あ
り
ま
し
た
。

　
幼
少
期
か
ら
多
彩
な
才
能
を
発
揮
し
、
や

が
て
マ
ド
リ
ー
ド
の
大
学
に
留
学
し
て
医
学
と

哲
学
を
修
め
ま
す
。
更
に
欧
州
諸
国
で
学
ぶ
頃

に
は
二
十
以
上
の
言
語
に
通
じ
て
い
た
そ
う
で

す
。
そ
の
合
間
に
祖
国
を
思
う
小
説
を
次
々
と

発
表
し
ま
す
が
、

そ
れ
が
植
民
地
支

配
へ
の
批
判
と
見

做
さ
れ
当
局
か
ら

危
険
人
物
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　
二
度
目
の
外

遊
の
際
に
明
治

時
代
の
日
本
も

訪
れ
、
そ
の
近
代

化
と
暖
か
な
人
情

に
好
印
象
を
持
っ

た
と
の
こ
と
。
や

が
て
武
装
蜂
起
に

よ
っ
て
独
立
を
達
成
し
よ
う
と
目
論
む
グ
ル
ー

プ
も
現
れ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
は
次
第
に
不

穏
な
空
気
に
包
ま
れ
ま
す
。
リ
サ
ー
ル
は
穏
健

な
改
革
を
目
ざ
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
影
響

力
を
恐
れ
る
植
民
地
当
局
は
遂
に
彼
を
拘
束
し

て
一
八
九
六
年
暮
れ
に
公
開
処
刑
し
ま
し
た
。

三
十
五
歳
の
生
涯
で
し
た
。

　
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
の
死
か
ら
二
年
後
、
三
百

年
余
に
亘
っ
た
ス
ペ
イ
ン
の
統
治
は
終
わ
り
を

告
げ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
独
立
と
は
程
遠

く
、
単
に
支
配
者
が
ア
メ
リ
カ
へ
と
移
っ
た
に

過
ぎ
ず
、
真
の
独
立
ま
で
に
は
ま
だ
半
世
紀
待

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
　リ
サ
ー
ル
の
遺
書

　
処
刑
の
前
日
リ
サ
ー
ル
は
「
わ
が
最
後
の
別

れ
」
と
名
付
け
た
遺
書
を
獄
中
で
認
め
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
愛
用
の
卓
上
ア
ル
コ
ー
ル
灯
の

僅
か
な
隙
間
に
隠
さ
れ
て
、
遺
品
と
し
て
妹
の

手
に
渡
っ
た
後
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　�

さ
よ
う
な
ら
愛
す
る
祖
国
、

　
　
　
懐
か
し
い
太
陽
の
地
よ

　
東
洋
の
真
珠
、

　
　
　
今
は
無
き
我
が
楽
園
よ

　�

喜
ん
で
君
に
捧
げ
よ
う
、

　
　
　
貧
し
き
や
つ
れ
た
こ
の
命
を

　
か
ら
始
ま
る
長
編
詩
の
如
き
遺
書
の
中
で
、

「
東
海
の
宝
石
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
た
め
に
紅
い
血
を
流
す
こ
と
は
少
年
の

頃
か
ら
の
夢
、
憧
れ
だ
っ
た
と
告
白
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
や
が
て
は
「
祖
国
に
開
放
が
訪
れ

る
よ
う
祈
り
」
つ
つ
「
苦
し
み
の
日
々
を
離
れ
、

休
息
す
る
こ
と
に
感
謝
し
ま
す
」
と
祖
国
の
土

に
帰
る
安
ら
ぎ
を
歌
っ
た
の
で
す
。

　「
国
民
的
英
雄
」
を
偲
ぶ
公
園
を
四
半
世
紀

前
に
訪
れ
た
折
に
、
リ
サ
ー
ル
が
囚
わ
れ
て
い

た
牢
獄
の
壁
に
「
日
本
の
リ
サ
ー
ル
」
と
紹
介

が
あ
っ
て
、
吉
田
松
陰
の
『
留
魂
録
』
の
写
し

が
掲
げ
て
あ
っ
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。

　
確
か
に
、
若
く
し
て
牢
に
繋
が
れ
志
半
ば
で

刑
場
の
露
と
消
え
た
こ
と
、
刑
執
行
の
前
日
ま

で
思
い
を
記
し
た
こ
と
な
ど
共
通
点
も
多
い
か

ら
で
し
ょ
う
。
し
か
し
両
者
の
間
に
本
質
的
な

相
違
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　『留
魂
録
』

　『
留
魂
録
』
は
安
政
の
大
獄
で
江
戸
伝
馬
町
の

獄
に
繋
が
れ
た
松
陰
が
、
打
ち
首
と
な
る
間
際

に
一
昼
夜
を
か
け
て
書
き
留
め
た
も
の
で
す
。

　
ま
ず
『
留
魂
録
』
が
当
然
日
本
語
で
綴
ら
れ

て
い
る
の
に
対
し
て
、「
わ
が
最
後
の
別
れ
」
は

巻頭言

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
英
雄

代
表
世
話
役  

山
口 

秀
範

ホセ・リサール
（1861 − 1896）

〔ウィキペディアより〕

処刑場（現 リサール公園）（ウィキペディアより）
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＊ご案内しているものは変更する場合がありますので、事前にご確認ください。見学ご希望の方は寺子屋モデルにご相談ください。
あちこちで寺子屋が開催されています。皆さんも寺子屋に参加してみませんか。「寺子屋」がお勧めする会合も併せてお知らせします。

“あちこちde寺子屋”のご案内

小倉de寺子屋
小倉商工会館
参加費…一般2,000円
　　　…学生 500円
　　　　（年間会員制あり）
●4月19日（金）
●5月17日（金）
●6月21日（金）
　※18：30〜

　『古事記（中）』（講談社学術文庫）
　講師：山口 秀範

続・しきしまの道
寺子屋モデル会議室
参加費…1,500円
●4月23日（火）
●5月21日（火）
●6月19日（水）
　※16：00〜

 ◆創作短歌を批評する会です。
　短歌を作ってご参加下さい。

読諭会（どくゆかい）
寺子屋モデル会議室
参加費…1,000円
●4月16日（火）
●5月28日（火）
●6月18日（火）
　※10：30〜

　『福翁自伝』福沢諭吉著
　（講談社学術文庫）
　※認定講師の研修場です。

お申し
込み

寺子屋モデル
092-718-2080

寺子屋de日本書紀★
寺子屋モデル会議室
参加費…1,000円
●4月  2日（火）
●5月14日（火）
●6月  4日（火）
　※7：30〜

　『日本書紀（2）』（岩波文庫）

寺子屋 激突!!（東京）

参加費…一般2,000円
　　　…学生1,000円
●5月18日（土）
　※14：00〜

　講師：山口 秀範
　演題：福沢諭吉

寺子屋関西
茨木神社参集殿2階

（大阪府茨木市）
参加費…500円
●毎月第４土曜日
　（8月と12月は休み）
　※17：30〜19：00

　※「偉人伝」の研究発表が主となる
　　場です。

お申し
込み

葊尾大輔
080-4971-8257

小柳陽太郎先生に
学ぶ会
天神正友ビル
参加費…1,000円
●4月  9日（火）
●5月14日（火）
●6月11日（火）
　※18：30〜
　『日本のいのちに至る道』
　（小柳陽太郎著作集）

森の案内所偉人伝
森の案内所

（福岡市東区香住ヶ丘）
参加費…一般1,000円
　　　…学生 500円
●5月22日（水）
　※10：00〜

　講師：山口 秀範
　演題：白洲次郎
　※偉人伝講話の場です。

其儘会（きじんかい）
水
す い

鏡
きょう

天満宮（福岡市中央区）
参加費…一般1,000円
　　　…学生無料
●4月21日（日） 15：00〜

●5月25日（土） 16：00〜

●6月15日（土） 16：00〜　
　『氷川清話』勝海舟述
　　　　　（講談社学術文庫）
　『全訳 源氏物語（1）』（角川文庫）
　※参加者は20代に限られます。

お申し
込み

寺子屋モデル
092-718-2080

※お問い合わせ・見学希望・参加希望の方は、寺子屋モデルまで。弊社ホームページにも掲載しております。

★印の勉強会
（読書会）には
Skype参加が
可能です。

ご希望の方は
事前に寺子屋モデル
までご連絡ください。

（参加費1,000円）

寺子屋モデル
092-718-2080

お申し
込み

田村こずえ
090-2515-2039

お申し
込み

石村萬盛堂
092-291-2225

お申し
込み

江口誠子
090-3467-4717

お申し
込み

寺子屋モデル
092-718-2080

お申し
込み

武田有朋
mail:
terakoya@ville.jp

お申し
込み

福岡中小企業
経営者協会 二宮
092-753-8877

お申し
込み

中経協朝勉強会★
福岡中小企業経営者協会
会議室（エルガーラ6階）
参加費…1,000円
●4月17日（水）
●5月15日（水）
●6月19日（水）
　※7：30〜

　『講孟箚記』（上）吉田松陰著
　（講談社学術文庫）

どなたでも
ご参加

いただける
寺子屋

15 寺子屋だより 平成 31 年４月号〈No.77〉

15 14

お宮、幼稚園、企業…寺子屋はあちこちで展開しています。「寺子屋」ってどんなところでしょう。ちょっとのぞいてみましょう。

T E R A K O YA  ふぉとれぽーと
３月５日（火）
博多のびっこ幼稚園（宗像市）

　今年度最後の「偉人伝」でした。
認定講師の内山慶子さんが「一年間
どうでしたか」と尋ねると、「楽しかっ
たあ！」という声が返ってきたそう
です。来月から一年生になる園児で
すから、その成長は目を見張るもの
があって、津波の話には「こわい！」
と言って顔に手を当てた子もいたそ
うです。下の写真は今に残る、濱口
梧陵が築かせた堤防です。

１月18日（金）
高取保育園（福岡市）

　当園は年中児も年長児とともに「偉
人伝」を聴く。ヴェテランの認定講
師朝長勇さんは一年の違いをいまさ
らながら感じたそうです。園児は病
床に伏した宮澤賢治が無理をして農
民の相談に乗り、病状が悪化して死
んでしまった話を食い入るように聴
いていたそうです。「偉人伝」実演者
が味わう臨場感です。

２月23日（土）・24日（日）
第14期「寺子屋の先生」養成講座 開講ゼミ

　弊社独自の、寺子屋形式と偉人伝
を一つにした養成講座も第１期から
数えると 11年目を迎える。卒業生
（認定講師）も 109 人に上る。上
の写真は開講ゼミ初日に基調講演を
する弊社代表の山口である。下の写
真は第2回目（３月９日）の養成講
座における二宮尊徳に関連する文献
（富田高慶著『報徳記』）の輪読風景
である。
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寺子屋だより  平成31年４月号 （No.77）
〒810-0022
福岡市中央区薬院１丁目15番8-904号

TEL:092-718-2080 FAX:092-718-2081
E-mai l: info@terakoya-model.co.jp
ホームページ http://www.terakoya-model.co.jp

ご意見・ご感想をお待ちしております。

発行日：平成31年４月８日
発行者：株式会社寺子屋モデル
印刷製本：祥文社印刷㈱

　「寺
子
屋
だ
よ
り
」
第
七
十
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

  

秀
吉
が
死
を
前
に
し
て
、
浪な
に
わ速
の
こ
と
も
夢
の
ま
た
夢
と

い
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
お
ぎ
ゃ
あ
と
生
ま
れ
て

か
ら
今
の
今
ま
で
、
時
の
流
れ
の
、
な
ん
と
速
か
っ
た
こ

と
か
。
い
や
、
一
日
が
な
ん
と
速
や
か
に
過
ぎ
て
行
く
こ

と
か
、
驚
か
さ
れ
ま
す
。

  

文
学
に
音
楽
に
絵
画
に
優
れ
た
評
論
を
書
い
た
小
林
秀

雄
は
晩
年
、
命
ほ
ど
大
事
な
も
の
は
な
い
と
語
り
ま
し
た
。

命
が
な
け
れ
ば
仕
事
は
出
来
ぬ
か
ら
で
す
。
僕
に
ど
れ
だ

け
の
時
間
が
残
さ
れ
て
い
る
か
、
無
論
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

た
だ
何
に
も
ま
し
て
健
康
こ
そ
が
仕
事
を
な
す
に
必
要
不

可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
つ
も
り

で
す
。
早
く
寝
て
健
や
か
に
目
覚
め
る
こ
と
が
善
い
仕
事

を
す
る
必
須
の
こ
と
だ
と
酒
の
飲
め
な
く
な
っ
た
今
だ
か

ら
こ
そ
理
解
で
き
ま
す
。

歌
碑
の
こ
こ
ろ
（６）

　
作
者
（
氏
名
は
不
詳
）
は
遣
新
羅
使
に
選
ば
れ
て
那

の
津
（
福
岡
）
ま
で
到
着
し
、
い
よ
い
よ
新
羅
を
目
ざ

し
て
船
出
し
た
が
、
糸
島
半
島
の
東
端
に
位
置
す
る
唐

泊
で
風
待
ち
の
た
め
し
ば
し
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
の
景
色
を
日
々
眺
め
つ
つ
、
心
に

浮
か
ぶ
の
は
故
郷
に
残
し
た
家
族
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
遣
新
羅
使
は
白
村
江
の
戦
（
六
六
三
）
後
に
始
ま

り
、
遣
唐
使
と
並
ん
で
奈
良
時
代
を
通
し
て
度
々
送
ら

れ
た
。
大
陸
か
ら
半
島
に
伝
わ
っ
た
文
物
の
吸
収
と
共

に
、
政
治
軍
事
情
報
の
収
集
に
当
た
っ
た
。

　
こ
の
歌
の
作
者
が
参
加
し
た
派
遣
団
は
天
平
八

（
七
三
六
）
年
の
夏
に
難
波
を
出
発
し
、
瀬
戸
内
海
を

西
進
す
る
う
ち
悪
天
候
に
襲
わ
れ
る
な
ど
難
渋
し
（
平

成
30
年
４
月
号
参
照
）、
筑
紫
の
館
に
入
っ
た
の
は
出

発
か
ら
一
月
余
り
を
経
過
し
て
か
ら
だ
っ
た
。
遣
大
使

の
阿
倍
継
麻
呂
以
下
、
こ
の
道
中
で
多
く
の
歌
を
詠

み
、『
万
葉
集
』
巻
第
十
五
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
左
は
唐
泊
で
詠
ま
れ
た
別
人
の
歌
。

　
旅
に
あ
れ
ど
夜
は
火
燭と
も

し
居
る
吾
を
闇
に
や
妹
が

　
恋
ひ
つ
つ
あ
る
ら
む

　
　 

（ 

旅
に
あ
っ
て
も
夜
は
灯
火
が
あ
っ
て
不
自
由
し
な
い
自
分

で
あ
る
が
、
灯
り
の
な
い
家
で
待
つ
妻
は
心
も
闇
で
寂
し
く

恋
い
慕
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
）

　
当
時
と
変
わ
ら
ぬ
海
と
島
影
を
望
む
高
台
に
建
つ

こ
の
歌
碑
の
揮
毫
は
、
紙
塑
人
形
作
家
で
人
間
国
宝

だ
っ
た
鹿
児
島
寿
蔵
（
福
岡
出
身
）。
彼
は
ア
ラ
ラ
ギ

派
の
歌
人
で
も
あ
り
、
歌
会
始
の
選
者
を
務
め
た
。
万

葉
か
ら
時
を
紡
い
で
現
代
へ
と
、
歌
の
道
は
今
も
続
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

 

（
島
）

　こ
う
書
い
て
く
る
と
、
若
い
人
は
老
い
た
病
人
の
言
か

と
、
読
む
気
に
も
な
れ
ぬ
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
ち
ら

は
き
わ
め
て
新
鮮
な
心
持
ち
で
書
い
て
い
ま
す
。
浦
島
太

郎
の
後
悔
は
若
い
人
へ
の
戒
め
で
す
。
残
さ
れ
た
時
間
が

そ
う
長
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
体
が
日
々
教
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仕
事
に
集
注
で
き
る
と
い
う

も
の
で
す
。

　五
十
代
か
ら
の
、殊
に
六
十
代
の
小
林
は
、眼
を
見
張
る
、

充
実
し
た
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
集
注
の
賜
物
で
す
。

　福
岡
は
昨
日
の
二
十
一
日
に
櫻
が
開
花
し
た
そ
う
で
す
。

毎
年
家
族
と
見
に
行
く
、
ち
と
遠
方
の
櫻
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
山
櫻
で
す
。
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
よ
り
早
く
開
花
す
る

の
で
、
も
う
そ
の
時
期
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
何
年

会
え
る
か
と
、
は
や
る
気
持
ち
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

 

（
廣
木

　甯
）

編
集

録
余

　
現
在
は
実
に
多
く
の
小
中
高
生
が
塾
に
通
っ
て
い
る
。
学

校
教
師
の
子
供
も
ど
こ
か
の
塾
の
生
徒
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
学
校
教
育
に
何
か
が
足
り
な
い
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
塾
に
（
そ
こ
に
は
進
学
塾
、
学

習
塾
と
い
っ
た
違
い
は
あ
る
が
）
何
を
期
待
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
あ
る
県
の
あ
る
学
区
ト
ッ
プ
の
高
校
に
合
格
し
た
生
徒
に

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
き
み
が
習
っ
て
い
る
中
学
校
の
先
生

は
自
分
の
担
当
の
科
目
は
入
試
で
何
点
く
ら
い
採
れ
る
と
思

う
か
、
と
。
し
ば
ら
く
考
え
て
、
入
試
五
科
目
と
も
だ
い
た

い
七
、八
割
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
と
そ
の
生
徒
は
答
え
た
。

　
中
学
校
教
師
は
担
当
科
目
の
公
立
高
校
入
試
問
題
、
主
な

私
立
高
校
の
入
試
問
題
を
分
析
、
と
は
い
か
な
く
と
も
、
落

ち
着
い
て
解
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
月
頃
に
私
立
高

校
の
入
試
が
終
わ
る
と
、
中
学
校
の
先
生
は
公
立
高
校
に
提

出
す
べ
き
内
申
書
の
作
成
に
時
間
が
と
ら
れ
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
私
立
高
校
入
試
後
の
授
業
は
過
去
の
公
立

高
校
入
試
問
題
を
生
徒
に
配
り
自
学
を
さ
せ
る
。
時
間
終
了

間
近
に
教
師
は
教
室
に
や
っ
て
来
て
解
答
を
配
る
。
そ
う
い

う
こ
と
を
聞
い
た
。

　
学
校
教
師
が
担
当
の
学
科
を
習
得
す
べ
き
こ
と
は
大
事
な

こ
と
で
あ
る
。
学
校
に
は
知
育
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
大
事
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
む
か
し
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
―
―
塾
は
三
月
を
迎
え

て
高
校
入
試
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
新
中
学
一
年

生
を
何
と
し
て
も
多
く
入
塾
さ
せ
た
い
と
思
う
。
経
営
に
か

か
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
小
学
校
の
卒
業
式

の
日
に
塾
教
師
は
大
挙
し
て
自
塾
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
も

ち
、
小
学
校
の
門
前
で
配
る
。
そ
こ
に
は
複
数
の
塾
の
教
師

が
あ
つ
ま
る
。
卒
業
式
が
終
わ
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
門

前
近
く
は
た
く
さ
ん
の
紙
く
ず
が
散
乱
し
て
い
る
。
進
学
塾

と
し
て
高
名
な
塾
は
自
塾
の
生
徒
に
（
小
学
生
の
中
に
は
当

然
通
塾
し
て
い
る
も
の
が
い
る
）、
他
塾
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

は
、
も
ら
え
ば
で
き
る
だ
け
早
く
破
り
捨
て
る
よ
う
に
教ヽ
育ヽ

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
塾
の
教
育
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
は
言
わ
な
い
が
、

こ
う
い
う
傾
向
は
あ
る
と
思
う
。
学
校
教
育
と
塾
の
そ
れ
と

は
別
な
も
の
で
あ
る
。 

（
青
）

余
録
の
余
録
⑧ 

−

教
育
界
の
苦
悩
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2  

巻
頭
言

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
英
雄 

…
…
…
…

山
口

　
秀
範

4  「
社
中
だ
よ
り
」 …

…
…
…
…
…
…
…
…
…

住
吉

　
　
優

5  

皇
居
勤
労
奉
仕 …

…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

6  「
偉
人
レ
ポ
ー
ト
」 

　

  

平
成
に
命
を
賭
し
た
自
衛
官

－

　
　
　
　
「
事
に
臨
ん
で
は
危
険
を
顧
み
ず
」 …

日
下
部
晃
志

8  

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
対

　
　
　
　
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム 

二
〇
一
九 …

木
村

　
政
信

9  

民
間
人
か
ら
見
た
教
育
現
場
⑤ 

…
…
…
…

小
田
村
直
昌

10  

三
十
八
年
間
の

　
　
　
　
　
教
員
生
活
を
振
り
返
っ
て
② …

…

穴
井

　
福
代

11  

ミ
ャ
ン
マ
ー
と
日
本
① …

…
…
…
…
…
…

守
田

　
　
剛

12  

私
が
出
会
い
か
ら
学
ん
で
き
た
こ
と
、

　
　
　
　
　行な
っ
て
き
た
こ
と（
最
終
回
） …

髙
原

　
朗
子

13  

立
派
な
父
と
不
良
の
息
子
の
物
語
④ 

…
…

廣
木

　
　
寧

14  

T
E
R
A
K
O
Y
A
ふ
ぉ
と
れ
ぽ
ー
と

15
〝
あ
ち
こ
ち
de
寺
子
屋
〞の
ご
案
内

16  

歌
碑
の
こ
こ
ろ
（6）

　
編
集
余
録

　
余
録
の
余
録 （

福
岡
中
経
協
）

も

　
く

　
じ

※

題
字
／
森
川
芳
聲

4　
平

成31年-No.77

か
ら
と
ま
り
能
許
の
浦
波

立
た
ぬ
日
は
あ
れ
ど
も
家

に
恋
ひ
ぬ
日
は
な
し

　唐泊
か
ら
間
近
に
見
え
る
能
古
島
の
浦
に
波
立
た
ぬ
日
は
あ
っ
て
も
、

　我が
家
を
恋
し
く
思
わ
な
い
日
は
な
い
。

※

詳
し
い
解
説
は
16
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す

歌
碑
の
こ
こ
ろ

福岡市西区唐泊の東林寺前庭

の

　こ

の
こ
の
し
ま

01 PB




