
日
本
こ
と
わ
ざ
文
化
学
会
第
六
四
回
定
例
研
究
会
「
文
殊
の
知
恵
」
発
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

柳
田
社
会
科
「
人
の
一
生
」
と
現
代
小
学
生
の
創
作
コ
ト
ワ
ザ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

小
田 

 

富
英 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（『
柳
田
国
男
全
集
』
編
集
委
員
、
全
面
教
育
学
研
究
会
会
員
） 

 

発
表
趣
旨
：
庄
司
和
晃
先
生
の
も
と
に
集
ま
っ
た
数
人
で
全
面
教
育
学
研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
ば
か
り
の
頃
、
教 

育
雑
誌
『
ひ
と
』
か
ら
、
若
手
に
よ
る
授
業
づ
く
り
の
会
の
呼
び
か
け
が
あ
り
参
加
し
た
。
今
か
ら
三
十

年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
太
郎
次
郎
社
の
狭
い
会
議
室
に
二
十
人
ほ
ど
が
集
ま
り
熱
気
の
あ
る
会
で

あ
っ
た
。
私
は
、
柳
田
社
会
科
の
「
人
の
一
生
」
単
元
の
現
代
化
を
訴
え
た
が
、
概
ね
二
つ
の
意
見
が
大

勢
を
占
め
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
柳
田
と
は
保
守
思
想
の
持
ち
主
で
は
な
い
か
と
い
う

意
見
と
、
学
校
教
育
で
や
る
の
だ
か
ら
、
も
っ
と
科
学
的
な
事
項
を
教
え
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
当
時
の
編
集
方
針
や
執
筆
者
を
め
ぐ
っ
て
政
治
的
な
綱
引
き
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
、
よ
り
議
論
に

拍
車
が
か
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
社
長
の
浅
川
さ
ん
だ
け
が
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
と
言
っ
て
く
れ

た
が
、
こ
こ
で
は
無
理
だ
と
あ
き
ら
め
飲
み
会
の
誘
い
を
断
っ
て
席
を
立
っ
た
覚
え
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、

「
人
の
一
生
」
の
実
践
は
、
全
面
教
育
学
研
究
会
内
部
だ
け
で
醸
成
さ
れ
、
今
に
続
い
て
い
る
。
そ
の
間

社
会
は
急
変
し
、
人
の
成
長
の
「
人
生
儀
礼
」
を
実
践
す
る
家
庭
の
教
育
力
は
減
退
、
地
域
も
ま
た
共
同

体
の
崩
壊
で
、
ご
く
一
部
を
除
い
て
見
る
影
も
な
い
。
ま
た
、
記
録
に
残
す
役
割
の
民
俗
学
の
な
か
で
も

ご
く
一
部
の
人
た
ち
の
研
究
対
象
で
し
か
な
く
な
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
学
校
で
「
人
の
一

生
」
を
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。
私
の
さ
さ
や
か
な
実
践
は
、「
人
の
一
生
」
を
軸
と
し
な

が
ら
も
、
理
科
の
「
ヒ
ト
の
か
ら
だ
」、
国
語
の
「
私
の
一
生
計
画
・
◯
◯
年
後
の
あ
る
日
の
日
記
」
の

小
学
校
卒
業
期
三
部
作
授
業
ど
ま
り
で
あ
っ
た
。
今
回
、
若
い
先
生
方
の
協
力
を
得
て
、「
人
の
一
生
」

と
人
生
諺
、
さ
ら
に
は
「
十
二
歳
の
創
作
コ
ト
ワ
ザ
」
へ
と
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
の
発
表
は
、 

小
学
校
卒
業
を
目
前
に
し
た
、
お
よ
そ
百
人
の
六
年
生
が
創
っ
た
「
十
二
歳
コ
ト
ワ
ザ
」
の
鑑
賞
と
、「
人

の
一
生
」
の
現
代
化
の
可
能
性
を
提
案
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
亡
き
庄
司
和
晃
先
生
の
学
恩
に
報
い
た

い
。 

 

一
、
柳
田
国
男
と
「
人
の
一
生
」 

 
 

①
柳
田
民
俗
学
に
お
け
る
「
人
の
一
生
」
の
位
置 

 
 

 

「
以
前
尋
常
の
日
本
人
が
、
人
の
一
生
と
い
ふ
も
の
に
就
い
て
ど
う
い
ふ
風
な
見
方
、
考
へ
方
感
じ
方
を

し
て
居
た
ら
う
か
と
い
ふ
問
題
に
、
深
い
興
味
を
抱
く
者
は
私
た
ち
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
所
謂
精
神
文

化
の
研
究
を
志
す
人
々
は
、
或
い
は
も
つ
と
切
実
に
、
之
を
詳
か
に
し
た
い
と
い
ふ
念
に
燃
え
て
居
ら
れ

る
か
も
知
れ
ぬ
。
と
こ
ろ
が
是
ば
か
り
は
案
外
に
方
法
が
乏
し
い
の
で
あ
る
。
歴
代
先
覚
の
筆
の
跡
は
、

も
と
も
と
群
を
抜
く
が
故
に
残
し
伝
へ
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
斯
く
の
如
く
考
ふ
べ
し
と
い
ふ

教
訓
は
素
よ
り
多
い
。
お
の
れ
は
斯
く
感
じ
た
り
と
い
ふ
御
手
本
は
溜
ま
つ
て
居
る
。
し
か
し
他
の
多
数

の
普
通
の
者
が
、
同
じ
道
を
附
い
て
あ
る
い
た
と
い
ふ
証
拠
は
ま
だ
無
い
の
み
か
、
寧
ろ
ち
が
つ
た
方
角

を
向
く
者
が
多
い
為
に
、
斯
う
い
ふ
記
録
の
重
要
性
が
、
特
に
大
き
か
つ
た
と
も
考
へ
る
こ
と
を
許
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
類
推
は
無
理
で
あ
り
、
別
に
方
法
の
依
る
べ
き
も
の
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。
日
本
民
俗
学
の
方
法
は
そ
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
が
、
私
は
最
初
に
人
間
生
存
の
開
始
に
関
し

て
、
今
で
も
国
人
の
中
に
行
は
れ
つ
ゞ
け
て
い
る
か
と
思
ふ
行
為
の
間
か
ら
、
少
し
づ
ゝ
其
根
拠
に
潜
む

も
の
を
探
り
出
さ
う
と
す
る
。
其
次
に
は
個
々
の
人
生
の
終
末
、
即
ち
幽
明
境
を
隔
つ
る
日
の
感
覚
の
、



我
々
の
行
事
に
現
は
れ
て
居
る
も
の
を
見
、
更
に
進
ん
で
は
そ
の
生
死
の
中
間
に
於
て
起
る
べ
き
、
神
と

人
、
又
は
人
と
人
と
の
交
渉
の
諸
相
を
、
観
察
し
て
行
く
の
が
順
序
か
と
思
っ
て
居
る
。
本
文
の
記
述
に

は
明
ら
か
な
如
く
、
是
は
ま
だ
決
し
て
何
等
の
結
論
で
も
無
い
。
我
々
の
調
査
は
ま
だ
国
の
版
図
の
三
分

の
一
に
も
及
ん
で
居
な
い
。
是
か
ら
わ
か
つ
て
来
る
新
た
な
る
事
実
に
よ
つ
て
、
補
正
変
改
せ
ら
る
べ
き

も
の
は
き
つ
と
多
い
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
此
方
法
を
以
て
細
心
に
真
実
を
究
め
ん
と
努
め
る
な
ら

ば
、
末
に
は
我
々
は
今
よ
り
も
よ
ほ
ど
賢
こ
く
な
る
だ
ろ
う
と
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
何
か
物
深
い

意
味
が
あ
る
ら
し
い
と
い
ふ
だ
け
の
、
暗
示
を
提
供
す
る
題
目
な
ら
ば
、
ま
だ
こ
の
以
外
に
も
幾
つ
か
あ

る
が
、
是
は
も
う
少
し
民
俗
学
を
理
解
す
る
者
に
向
つ
て
、
も
つ
と
沢
山
の
労
苦
を
重
ね
た
人
が
説
く
べ

き
も
の
で
、
私
な
ど
は
其
任
で
無
い
と
思
つ
て
居
る
。
た
ゞ
こ
の
小
さ
な
一
文
が
縁
と
な
つ
て
、
今
少
し

く
自
由
に
一
国
の
現
世
相
が
考
察
し
得
ら
れ
、
そ
れ
が
行
く
行
く
ま
と
ま
つ
て
、
大
き
な
共
同
の
悟
り
と

な
る
日
を
夢
想
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。（
原
題
「
誕
生
と
成
年
式
」。
昭
和
二
一
年
一
一
月
、「
社
会
と
子

ど
も
」
と
改
題
さ
れ
て
『
家
閑
談
』
に
収
録
。） 

 
 
 
 
 

※
生
活
の
疑
問
か
ら
民
俗
学
を
創
ろ
う
と
考
え
て
い
た
柳
田
に
と
っ
て
、「
人
の
一
生
」
は
格
好
の 

テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
文
章
の
な
か
に
は
、
敗
戦
前
と
敗

戦
後
の
柳
田
の
思
い
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
い
ず
れ
別
の
機
会
に
発
表
し
た

い
。 

 
 

②
柳
田
国
男
の
人
間
観
か
ら
み
た
「
人
の
一
生
」 

 
 

 

「
こ
ん
な
無
邪
気
な
少
年
が
、
一
人
前
の
若
者
と
な
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
二
、
三
年
の
中
間
期
が
あ
っ

た
。
そ
れ
を
播
州
な
ど
で
は
ヒ
ノ
デ
（
日
の
出
）
と
呼
ん
で
い
た
。
ヒ
ノ
デ
は
ま
こ
と
に
よ
い
言
葉
だ
が
、

た
い
て
い
の
児
童
は
、
こ
の
期
間
に
少
し
ず
つ
母
が
教
え
得
な
か
っ
た
人
生
を
学
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
小
若
い
衆
と
い
う
地
方
も
あ
り
、
ま
た
青
二
サ
イ
な
ど
と
も
い
わ
れ
る
が
、
二
サ
イ
は
じ
つ
は

ニ
イ
セ
、
新
し
い
セ
、
す
な
わ
ち
娶
り
得
る
者
の
意
味
で
あ
る
。 

 
 

 
 

私
た
ち
兄
弟
三
人
（
自
分
と
弟
二
人
の
こ
と
か
は
こ
う
い
う
空
気
の
中
に
生
れ
な
が
ら
、
つ
い
に
正
式

の
成
人
教
育
を
う
け
ず
に
し
ま
っ
た
。
も
と
は
僧
侶
と
か
特
殊
な
芸
人
と
か
の
、
わ
ず
か
な
数
に
限
ら
れ

て
い
た
の
が
、
新
し
い
教
育
の
進
む
に
つ
れ
て
、
年
ま
し
に
そ
の
勢
力
が
増
大
し
て
、
よ
く
も
考
え
ず
に

古
い
習
わ
し
を
崩
壊
さ
せ
た
の
は
、
一
種
の
無
血
革
命
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
目

に
見
え
ぬ
変
動
の
中
に
、
次
第
に
消
え
た
り
忘
れ
つ
く
さ
れ
た
り
し
た
も
の
に
、
ま
だ
い
ろ
い
ろ
の
重
大

な
も
の
が
あ
っ
た
。
国
の
近
世
史
の
軽
く
取
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
何
だ
か
自
分
た
ち
に
も
責
任
が
あ

る
よ
う
に
思
う
。
（「
一
人
前
の
話
」『
故
郷
七
十
年
』） 

 
 
 
 

 

※
柳
田
の
最
後
の
帰
郷
の
折
の
県
立
福
崎
高
校
で
の
講
演
会
の
演
題
が
、「
青
二
才
に
つ
い
て
」
だ

と
い
う
。（
今
の
国
語
辞
書
で
は
「
青
二
才
」
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
。
）
若
者

へ
の
最
後
と
も
言
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
社
会
か
ら
自
分
達
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
か
を

考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
言
葉
に
興
味
を
も
た
せ
る
話
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
っ
と
注
目

さ
れ
て
い
い
。 

 
 
 

③
柳
田
社
会
科
（
実
業
之
日
本
社
版
社
会
科
教
科
書
『
日
本
の
社
会
』
）
の
小
学
校
最
終
単
元
と
し
て
の
「
人

の
一
生
」（
資
料
） 

 
 

 

「
一
、
単
元
設
定
の
理
由 

 
 
 
 

一 

社
会
機
能
の
分
析
に
か
た
よ
っ
た
社
会
科
単
元
設
定
者
た
ち
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
「
人
の
一
生
」
と
い



う
単
元
は
奇
異
に
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
交
通
、
報
道
、
労
働
、
工
場
、
貿
易
、
選
挙
、
平
和
、
さ
ら
に
地

理
的
、
歴
史
的
単
元
に
つ
い
て
学
ぶ
の
も
よ
い
が
、
結
局
は
、
人
生
を
力
い
っ
ぱ
い
楽
し
く
送
る
た
め
の

学
習
な
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

い
ま
こ
こ
に
「
人
の
一
生
」
と
い
う
単
元
を
特
設
し
、
人
生
に
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
り
、
人
々
は
み

な
盛
ん
な
時
期
ば
か
り
で
な
く
幼
少
時
代
、
老
後
な
ど
に
は
、
家
の
人
々
や
社
会
の
制
度
に
よ
る
世
話
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
や
が
て
、
力
強
い
各
自
の
一
生
を
過
す
た
め
の
端
緒
を
つ
く

っ
て
や
る
こ
と
は
、
意
義
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

二 

 
 
 
 

第
六
学
年
の
三
学
期
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
中
学
校
へ
う
つ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
卒
業
ま
ぎ
わ
に
は
、

児
童
た
ち
は
、
心
の
う
ち
か
ら
小
学
校
生
活
へ
の
反
省
と
中
学
校
生
活
へ
の
希
望
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
は
い
ま
卒
業
と
入
学
と
い
う
人
生
の
一
つ
の
階
段
を
ふ
み
こ
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 
 
 
 

こ
の
機
会
を
利
用
し
、
自
分
た
ち
の
幼
少
時
代
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
、
人
生

を
み
つ
め
、
平
凡
な
る
人
の
一
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
学
習
の
心
理
の
上

に
も
無
理
の
な
い
時
期
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

三 

 
 

 
 

民
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
家
族
制
度
は
変
革
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
家
族
関
係
の
諸
問
題
が
、
新

し
い
角
度
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
旧
来
の
習
慣
か
ら
抜
け
き
れ
ず
、
い
ろ

い
ろ
な
誤
解
を
生
じ
、
道
徳
問
題
と
な
り
、
や
が
て
法
律
問
題
に
及
ぶ
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。 

 
 

 
 

こ
う
し
た
社
会
的
な
課
題
に
対
し
て
も
、
こ
の
単
元
は
一
つ
の
役
割
を
果
す
で
あ
ろ
う
。
」（
『
日
本
の

社
会 

学
習
の
手
引
き
』
第
六
学
年
） 

 
 
 
 

※
今
読
ん
で
も
充
分
通
用
す
る
現
状
把
握
で
あ
る
。
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
も
評
価
で
き
る
。 

                   



二
、
民
衆
の
捉
え
た
「
人
の
一
生
」 

（
「
成
長
」
認
識
論
諺
集
、
庄
司
和
晃
レ
ポ
ー
ト
よ
り
抜
粋
）
（「
一
生
」
認
識
論
諺
集
、
同
上
よ
り
抜
粋
） 

 
 

・
百
日
の
寝
っ
子
た
れ
っ
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

子
供
時
代 

 
 

 
 
 

（
寝
る
子
は
育
つ
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
ど
も
と
青
田
は
ほ
め
ら
れ
ぬ 

・
一
つ
二
つ
は
愛え

え

ら
し
盛
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
ど
も
さ
わ
げ
ば
雨
が
ふ
る 

 
 

・
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
も 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
ど
も
は
風
の
子 

 
 

・
五
つ
六
つ
は
憎
ま
れ
ざ
か
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
に
甘
い
は
親
の
常 

 
 

・
七
つ
ま
で
は
神
の
う
ち 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
の
心
親
知
ら
ず 

 

 
 

・
八
つ
子
も
か
ん
し
ゃ
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
は
か
す
が
い 

 
 

・
十
で
神
童 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
を
一
人
育
て
る
に
生
き
る
瀬
か
死
ぬ
瀬
が 

 
 

・
十
三
ま
で
は
七
面
変
わ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
度
あ
る 

 
 
 

 
 

・
十
五
過
ぎ
て
子
の
意
見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
を
持
っ
て
知
る
親
の
恩 

 
 

・
十
七
八
は
藪
力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
を
持
て
ば
七
十
五
度
泣
く 

 
 
 
 
 

（
鬼
も
十
八
番
茶
も
出
花
） 

 
 
 
 
 
 

若
者
時
代 

 
 

・
十
九
厄
年
孕
む
か
死
ぬ
か 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
未い

ま

だ
未み

の
時 

・
二
十
過
ぎ
れ
ば
た
だ
の
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
年
寄
り
の
物
忘
れ 

若
い
者
の
無
分
別 

 
 

・
三
十
の
尻
括
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
若
い
時
旅
を
せ
ね
ば
老
い
て
の
物
語
が
な
い 

 
 

・
四
十
く
ら
が
り
（
四
十
が
っ
た
り
） 

 
 
 
 
 
 
 

・
若
い
時
の
辛
労
は
買
う
て
も
せ
よ 

 
 

・
五
十
に
な
れ
ば
五
十
の
縁
あ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
若
き
者
と
風
上
の
火
と
は
油
断
な
ら
ず 

 
 

・
六
十
の
手
習
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
娘
を
見
る
よ
り
母
を
見
よ 

 
 

・
七
十
の
三
つ
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
娘
は
後
で
褒
め 

 
 

・
八
十
の
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
わ
っ
ぱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
嫁
は
手
を
見
て
も
ら
え 

 
 
 
 
 

（
老
い
て
ち
ご
に
な
る
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
む
こ
は
座
敷
か
ら
貰
え
嫁
は
庭
か
ら
貰
え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親
時
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
子
持
ち
に
な
る
と
だ
ん
ま
り
が
物
言
う 

 
 

参
考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
親
が
う
そ
つ
き
ゃ
子
が
う
そ
な
ら
う 

 
 
 
 

「
子
曰
く 

吾
十
有
五
に
し
て
学
に 
 
 
 
 
 
 

・
親
の
意
見
と
冷
や
酒
は
あ
と
か
ら
き
く 

 
 
 
 
 

志
す
。
三
十
に
し
て
立
つ
。
四
十 

 
 
 
 
 
 

・
親
の
悪
い
と
味
噌
の
悪
い
は
直
し
様
が
な
い 

 
 
 
 
 

に
し
て
惑
わ
ず
。
五
十
に
し
て
天 

 
 
 
 
 
 

・
親
は
死
ん
で
も
子
は
食
休
み 

 
 
 
 
 

命
を
知
る
。
六
十
に
し
て
耳
順
う
。 

 
 
 
 
 

・
親
は
千
里
に
行
く
も
子
を
忘
れ
ず 

 
 
 
 
 

七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
従 

 
 
 
 

年
寄
り
時
代 

 
 
 
 
 

い
て
矩
を
踰
え
ず
。
」 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
年
は
寄
れ
ど
も
心
は
寄
ら
ぬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

孔
子
『
論
語
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
年
こ
そ
薬
な
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
年
寄
り
と
子
供
は
よ
そ
の
物
が
う
ま
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
老
い
の
一
徹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
年
寄
り
の
世
迷
い
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
老
い
て
は
子
に
従
え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
老
い
て
は
再
び
稚
児
に
な
る 



三
、
現
代
の
小
学
生
が
考
え
る
「
十
二
歳
」
（「
十
二
歳
」
創
作
コ
ト
ワ
ザ
）（
資
料
） 

 
 
 
 
 
 
 

Ａ 

中
野
区
立
北
原
小
学
校 

六
年
二
組(

二
〇
一
四
年
度) 

 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 

練
馬
区
立
石
神
井
東
小
学
校
六
年
一
組(

二
〇
一
五
年
度) 

 
 
 
 
 
 
 

Ｃ 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 
 

六
年
二
組(

同) 

 
 
 
 
 
 
 

Ｄ 

稲
城
市
立 

 
 
 

小
学
校 

六
年 

組(

同) 

  

四
、
ま
と
め 

 

提
言
と
し
て 

 
 

 

①
「
人
の
一
生
」
の
実
践
の
有
効
性
。 

  
 

 

②
「
人
の
一
生
」
の
授
業
の
発
展
学
習
材
と
し
て
の
「
人
生
諺
」
。 

  
 

 

③
現
代
の
小
学
生
が
創
っ
た
「
十
二
歳
創
作
コ
ト
ワ
ザ
」
の
評
価
。 

 
 
 
 
 

・
自
分
の
生
活
や
環
境
を
客
観
的
に
み
る
力 

 
 
 
 
 

・
自
分
の
人
生
を
長
い
視
点
で
想
像
す
る
力 

 
 
 
 
 

・
友
達
の
作
品
か
ら
友
達
の
よ
さ
を
再
認
識
す
る
力 

 
 

 
 

④
新
た
な
視
点
と
し
て
、 

・
「
芸
術
作
品
」
と
し
て
の
評
価
。 

・
「
作
品
」
を
鑑
賞
す
る
な
か
で
、
相
互
に
意
見
交
換
す
る
こ
と
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
が
身
に
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
学
校
公
開
な
ど
の
授
業
に
最
適
。
保
護
者
、
地
域
を
巻
き
込

ん
だ
授
業
と
し
て
広
め
て
い
き
た
い
。 

   

  

小
田 

富
英
（
お
だ 

と
み
ひ
で
） 

東
京
都
小
金
井
市
生
ま
れ
。
東
京
都
公
立
小
学
校
教
員
を
三
六
年
勤
め
、
二

〇
◯
九
年
退
職
。
作
新
学
院
大
学
人
間
文
化
学
部
特
任
教
授
を
経
て
、
現
在
、

遠
野
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、
常
民
大
学
運
営
委
員
、
日
本
地
名
研
究

所
『
地
名
と
風
土
』
編
集
長
な
ど
。
柳
田
国
男
研
究
会
、
全
面
教
育
学
研
究

会
の
発
足
当
初
か
ら
の
会
員
で
、
故
後
藤
総
一
郎
、
故
庄
司
和
晃
両
先
生
を

師
と
仰
ぐ
。
現
在
刊
行
中
の
『
柳
田
国
男
全
集
』
の
編
集
委
員
と
し
て
、
解

題
作
業
、
新
資
料
収
集
、
柳
田
国
男
新
年
譜(

今
年
度
完
成
予
定)

を
作
成
中
。

共
著
に
、
『
柳
田
国
男
伝
』
（
三
一
書
房
）
、
『
犯
罪
の
民
俗
学 

２
』
（
批
評

社
）、『
わ
い
わ
い
学
級
』（
現
代
書
館
）
な
ど
。
論
文
に
、「
野
に
生
き
る 

水

野
葉
舟
論
」
や
「
平
地
人
と
は
だ
れ
か
」（
共
に
『
伊
那
民
俗
研
究
』
や
『
遠

野
学
』
で
三
回
ず
つ
連
載
）
な
ど
。
最
近
は
『
地
名
と
風
土
』
に
「
地
名
学

習
の
す
す
め
」
を
連
載
し
、
裾
野
拡
大
を
目
指
し
て
い
る
。 



 


