
村
落
に

お

け
る
文
字
文
化
へ
の
離
陸
と
子
ど
も

l
l
手
習
教
訓
書
の
成
立
と
そ
の
背
景

高
　
橋

敏

　
は
じ
め
に

一　

村
落
社
会
と
教
育

二
　
村
落
文
字
文
化

三
　
文
字
文
化
へ
の
離
陸
と
村
落

　
お
わ
り
に

村落における文字文化への離陸と子ども

論

文

要

旨

　
子

ど
も
と
文
字
文
化
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
プ
ラ
ス
の
評
価
が
な
さ
れ
る
の

が

通
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
無
文
字
文
化
を
基
調
と
す
る
村
落
社
会
に
埋
没
し
て
い
た
子

ど
も
が
文
字
文
化
の
習
得
に
向
う
に
際
し
て
は
、
す
べ
て
が
こ
の
動
き
を
肯
定
し
た
わ
け
で

は

な
く
、
激
し
い
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
換
言
す
る
な
ら
、
文
字
文
化
は

強
力
な
無
文
字
文
化
の
抵
抗
に
耐
え
て
村
落
社
会
へ
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
教

育
・
文
化
の
変
動
を
伝
え
る
史
料
は
少
な
い
。

　
小
論
で
紹
介
し
た
「
イ
ロ
ハ
異
見
」
や
「
世
話
字
往
来
」
は
、
村
落
社
会
に
あ
っ
て
文
字

文
化
を

子
ど
も
に
学
ば
せ
る
こ
と
を
使
命
と
考
え
た
幕
末
期
の
百
姓
文
人
、
手
習
師
匠
が
遺

し
た
稀
少
な
文
献
で
あ
る
。
手
習
師
匠
か
ら
見
た
村
落
社
会
に
お
け
る
子
ど
も
の
生
々
し
い

姿
が

映
さ
れ
て
い
る
。

　
彼
ら
は
全
面
的
文
字
文
化
の
肯
定
の
上
に
、
文
字
文
化
の
学
習
を
推
進
し
た
の
で
は
な

く
、
そ
の
前
提
と
し
て
ヒ
ト
が
人
間
に
な
る
た
め
の
社
会
共
同
の
教
育
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
を
充
分
に
承
知
し
て
い
た
。
ま
た
、
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
親
の
子
ど
も
へ
の
偏
っ

た
愛
情
の
あ
ら
わ
れ
を
批
判
し
、
子
ど
も
の
成
長
に
と
っ
て
村
共
同
の
厳
し
い
対
応
を
求
め

て

い

る
。
そ
こ
に
は
、
自
生
的
に
応
汎
に
展
開
し
始
め
た
文
字
文
化
に
対
す
る
強
い
警
戒
心

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
文
字
文
化
の
展
開
を
前
に
、
自
己
制
御
の
機
能
を
失
い
つ
つ
あ
る
現
今
の
状
況
を
見
る
に

つ
け
、
村
落
社
会
に
お
け
る
文
字
文
化
の
離
陸
の
実
態
を
考
え
る
意
味
も
あ
ろ
う
。
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は

じ
め
に

　
民
衆
が
初
め
て
文
字
文
化
に
接
し
、
こ
れ
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ど
の
よ

う
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
か
、
長
く
興
味
を
抱
い
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
ま
た

疑
問

で
あ
っ
た
。

　
例
え

ぽ

近
世
村
落
に
お

い
て

文
字
文
化
が

不
可
欠

と
な
り
、
私
的
な
存
在
か
ら
公

的

に
必
要

な
も
の
と
し
て
学
習
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な

状
況
が
展
開
し
て
い
た
の
か
。

　
文
字
文
化
は
正
の

文
化
で

あ
り
、
文
化
水
準
や
発
展
段
階
を
示
す
絶
対
的
指
標

（
メ
ル
ク
マ
ー
ル
）
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
既
成
の
先
入
観
と
な
っ
て
支
配
的
で
あ

る
。
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
。
文
字
文
化
が
高
度
に
進
ん
だ
現
代
文
明
の
状
況
は
、

い
た

る
と
こ
ろ
で
そ
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
地
球
的
規
模
で
い

う
な
ら
、
文
字
文
化
の
現
状
と
未
来
は
複
雑
で
あ
り
、
混
迷
の

中
に
あ
る
と
み
な
し
て
も
よ
い
。

　

こ
の
小
論
は
、
民
衆
の
文
字
化
、
民
衆
の
文
字
文
化
へ
の
離
陸
に
際
し
て
こ
の
文

化
運
動
を

推
進

し
た
人
々
の
動
向
に
つ
い
て
、
二
、
三
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
り
あ
え
ず
、
近
世
村
落
に
お
け
る
文
字
文
化
を
考
え
る
上
で
、
O
村
落
社
会
と

教
育
　
⇔
村
落
と
文
字
文
化
　
⇔
文
字
文
化
へ
の
離
陸
と
村
落
　
の
三
点
に
つ
い
て

簡
単
に
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ

し
て
次
に
、
具
体
的
事
例
と
し
て
上
野
国
勢
多
郡
原
之
郷
村
（
現
富
士
見
村
原

之

郷
）
と
こ
の
村
で
文
字
文
化
の
教
育
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
船
津
伝
次
平
の
行
動

か

ら
文
化
・
教
育
の
大
変
革
期
に
起
こ
っ
た
村
落
の
社
会
変
動
を
垣
間
見
て
み
た
い
。

一　

村
落
社
会
と
教
育

　
近
世
村
落
が
成
立
す
る
た
め
に
は
広
義
の
意
味
で
教
育
領
域
は
不
可
欠
で
あ
る
。

村
落
構
成
員
を
構
成
員
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
生
ま
れ
て
く
る
赤
子
を
子
育
て
し
、

一
人
前
の
成
人
と
す
る
た
め
の
教
育
の
機
能
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
近
世
村
落
は

も
と
よ
り
村
人
で
あ
る
農
民
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
農
民
の

家
連
合

と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
家
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
家
の
利
害
を
越

え
て
農
業
生
産
を
保
障
す
る
村
と
し
て
共
同
性
が
厳
在
し
た
の
で
あ
る
。
山
川
海
原

等
の
共
同
利
用
や
錯
相
し
た
権
益
等
の
慣
行
を
守
り
、
村
と
し
て
の
生
活
を
続
け
て

い

く
た
め
に
は
、
構
成
員
の
養
成
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
無
文
字
文

化
、
無
文
字
の
教
育
と
い
う
べ
き
も
の
で
従
来
日
本
民
俗
学
が
主
と
し
て
扱
っ
て
来

た
分
野
で

あ
る
。
ヒ
ト
の
誕
生
か
ら
始
ま
り
子
ど
も
、
若
老
と
つ
づ
く
村
の
教
育
で

あ
り
、
家
も
か
か
わ
る
が
主
と
し
て
村
共
同
体
の
意
向
が
強
く
反
映
し
て
い
る
。
子

ど
も
の
産
育
・
教
育
権
の
観
点
か
ら
み
る
な
ら
、
親
（
家
）
に
優
先
し
て
村
の
共
同

性
が

も
の
を
い
う
と
考
え
て
よ
い
。
子
ど
も
は
、
村
落
内
に
埋
も
れ
て
お
り
、
伝
統

的
習
俗
の
内
部
に
い
た
。

　
し
か
し
、
幕
藩
制
村
落
に
あ
っ
て
は
支
配
の
た
め
に
文
字
文
化
は
不
可
欠
で
あ
り
、

支
配
の
末
端
に
い
た
名
主
等
の
村
役
人
は
文
字
文
化
習
得
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
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二
　
村
落

と
文
字
文
化

　
近
世
村
落
の
生
活
に
あ
っ
て
農
業
そ
の
他
諸
産
業
の
発
展
は
村
人
の
生
活
に
変
動

を

も
た
ら
し
、
ま
た
多
様
化
し
て
い
く
。
中
世
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
負
っ
て
い

た
家
は
、
分
家
や
下
人
等
隷
属
農
民
の
自
立
に
よ
っ
て
小
農
を
生
み
出
し
て
い
く
。

石
高
制
下
の
村
落
の
本
来
的
年
貢
負
担
者
た
る
百
姓
が
広
汎
に
生
ま
れ
、
名
実
と
も

に
村
落
は
家
連
合
の

様
相
を
呈
す
る
に
至
る
。

　
中
世
以
来
の
土
豪
百
姓
と
し
て
村
役
人
職
を
世
襲
し
、
文
字
文
化
を
独
占
し
て
来

た
村
落
支
配
層
に
対
し
、
小
農
が
自
ら
の
利
害
を
守
る
た
め
に
文
字
文
化
の
習
得
が

必
要
に
な
っ
て
来
る
。
領
主
に
と
っ
て
も
文
字
文
化
の
普
及
は
支
配
の
円
滑
を
図
る

こ
と
に
も
な
り
、
決
し
て
反
対
は
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
奨
励
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
小
農
の
家
の
成
立
、
家
永
続
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
の
後
継
者
と
し
て

の

子

ど
も
の
教
育
が
問
題
と
な
り
、
変
動
す
る
村
落
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
の
文
字

文
化
の
学
習
が
村
落
全
体
の
話
題
と
な
っ
た
。

三
　
文
字
文
化
へ
の
離
陸
と
村
落

　
小

農
の
家
の
子
ど
も
に
対
す
る
文
字
の
教
育
の
要
求
の
広
汎
な
成
立
は
手
習
塾
の

爆
発
的
誕
生

と
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
村
落
に
内
在
す
る
村
落
の
教
育
と
の

か
か
わ

り
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
字
文
化
の
学
習
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

変
動
に
影
響
を
受
け
る
旧
来
か
ら
の
生
活
文
化
様
式
を
守
っ
て
き
た
村
人
と
の
間
に

軋
礫
が
生
ず

る
。
単
的
に
い
う
な
ら
文
字
文
化
と
無
文
字
文
化
の
相
剋
で
あ
り
、
共

存
の
た
め
の
模
索
で
も
あ
っ
た
。

　
村
落
に
文
字
文
化
が
定
着
し
て
い
く
時
期
の
動
向
を
示
す
史
料
は
少
な
い
。
目
下

の

状
況
で

は
、
特
定
村
落
で
の
実
証
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。　

本
稿
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
を
上
州
赤
城
山
麓
の
一
村
落
に
定
め
、
そ
こ
に
展
開
し
た

動

き
を
、
二
、
三
の
史
料
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
取
り
上
げ
る

村
落
の
状
況
、
時
代
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
世
村
落
生
活
文
化
史
序
説
－

上
野

国
原
之
郷
村
の
研
究
』
（
一
九
九
〇
年
　
未
来
社
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

O
　
幕
末
村
落
の
状
況

　
原
之
郷
村
の
幕
末
期
の
状
況
は
村
の
指
導
者
船
津
伝
次
平
の
チ
ヨ
ボ
ク
レ
に
明
ら

か
で

あ
る
。
文
字
文
化
を
マ
ス
タ
ー
し
、
実
学
と
し
て
の
農
学
書
ま
で
著
作
す
る
百

姓
文
人

か

ら
見
た
村
の
現
実
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
慶
応
四
年
「
雑
記
第
壱
号
」

船
津
恒
平
氏
所
蔵
史
料
）
。

　
　
　
皆
さ
ん
聞
き
な
よ
、
当
国
疲
幣
の
起
こ
り
と
申
ハ
、
老
も
子
供
も
踊
か
御

　
　
好
ミ
、
何
β
御
好
て
、
や
れ
く
こ
ま
っ
た
、
風
俗
頽
れ
て
止
処
か
無
そ
や
、

　
　

（
中
略
）
家
業
も
打
捨
、
偶
畑
け
の
手
入
二
出
て
も
、
鍬
柄
打
や
ら
、
口
三
味

　
　
線
や

ら
、
己
の
仕
事
ハ
棚
に
お
し
上
、
（
中
略
）
何
の
彼
の
と
て
正
し
き
者
迄
め

　
　
っ
た
に
勧
め
て
外
道
二
引
込
ミ
、
生
娘
杯
に
無
益
の
稽
古
を
無
体
二
さ
せ
た
り
、

　
　
踊
の

不
好

な
聾
や
息
子
に
い
ろ
く
理
屈
た
、
踊
二
こ
ぬ
と
入
用
雑
費
ハ
一
倍
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出
さ
せ
、
掃
除
を
さ
せ
た
り
、
茶
番
を
さ
せ
た
り
、
後
日
に
な
っ
て
は
つ
き
合

　
　
な

し
た
と
理
屈
を
立
掛
（
中
略
）
い
わ
れ
て
余
儀
な
く
踊
っ
て
大
二
は
つ
し
て
、

　
　
其
又
は

つ

ミ
ニ
女
房
か
出
る
や
ら
、
亭
主
か
出
る
や
ら
入
や
ら
出
や
ら
、
堵
も

　
　
な

し
た
よ
、
踊
々
と
男
も
女
も
本
性
失
ひ
、
実
二
気
が
ふ
れ
、
御
上
の
御
触
や

　
　
名
主
の
下
知
杯
決
而
構
う
な
、
我
等
の
楽
し
む
邪
魔
な
す
斗
り
た
、
此
節
杯
に

　
　
道
の
普
請
や
堤
の
破
損
や
新
堀
川
除
目
論
見
、
名
主
か
有
っ
た
ら
の
か
す
な
、

　
　
石
塔
持
込

め
、
井
戸
に
は
大
便
、
娘
は
強
婬
、
苗
場
に
稗
種
（
中
略
）
踊
の
故

　
　
障
を
致
し
た
う
ら
み
た
杯
と
江
。
言
る
、
此
等
に
恐
れ
て
手
習
師
匠
も
素
読
の
師
匠

　
　
も
脇
に
ふ
立
、
見
た
や
う
に
そ
っ
く
り
置
故
、
弥
図
に
の
り
（
後
略
）

　
養

蚕
・
生
糸
業
の
興
隆
が
も
た
ら
す
村
落
の
変
動
、
娯
楽
を
求
め
る
村
人
た
ち
、

狂
気
の

沙
汰
の
地
芝
居
、
こ
の
背
後
に
暗
躍
す
る
若
者
集
団
。
ま
さ
に
無
文
字
文
化

を

担

う
年
齢
集
団
の
威
力
が
村
落
を
圧
倒
し
て
い
る
。
地
芝
居
に
非
協
力
な
も
の
に

は
、
石
塔
を
持
ち
込
ん
だ
り
、
苗
場
に
稗
種
を
播
い
た
り
の
蛮
行
を
敢
え
て
実
行
す

る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
無
知
蒙
味
な
野
蛮
に
対
し
、
文
字
文
化
の
担
い
手
で
あ

る
べ
き
手
習
師
匠
も
素
読
の
師
匠
も
換
手
傍
観
し
て
い
る
。
伝
次
平
に
言
わ
せ
れ
ば
、

憂
う
べ
き
状
態
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
既
に
原
之
郷
村
で
は
こ
の
よ
う
な
若
者
集
団
を
バ
ッ
ク
に
し
た
祭
礼
の
強
制
に
対

し
、
こ
れ
を
批
判
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
次
の
二
点
の
文
書
「
口
上
」
は
こ
の
間
の

動
向
を
伝
え
て
く
れ
る
（
原
之
郷
区
有
文
書
）
。

　
　
　
　
　
　
口
　
上

　
　
一
、
当
春
踊
等
出
来
候
二
付
、
人
数
惣
し
ぼ
り
、
惣
懸
り
、
半
懸
り
等
は
な
ん

　
　
　
中
二
御
座
候
二
付
、
此
段
右
踊
た
き
物
二
而
致
、
懸
リ
等
其
物
二
而
致
候
様
偏

二

奉
希
上
候

　
村
役
元
衆
中
様

正
月
九
日

　小
百則
姓

　
　
　
　
　
　
口
　
上

　
　
一
、
当
春
踊
等
出
来
候
二
付
、
人
数
惣
し
ば
り
、
惣
懸
リ
、
半
懸
リ
等
は
な
ん

　
　
　
中
二
御
座
候
二
付
、
此
段
右
之
踊
た
き
拾
四
五
人
二
而
致
、
懸
リ
等
其
物
二
而

　
　
　
致
候
様
、
若
懸
リ
等
不
踊
物
二
懸
候
様
な
ら
バ
、
踊
等
相
つ
ぶ
し
可
被
下
候

　
　
　
以

上

　
　
　
正
月
十
日

　
　
　
名
主
伝
次
平
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
百
姓

　
人
数
惣

し
ぽ
り
、
惣
懸
り
と
い
う
祭
礼
に
全
員
を
参
加
さ
せ
、
参
加
・
不
参
加
を

問

わ
ず
費
用
の
分
担
を
強
制
す
る
動
き
に
、
参
加
者
の
み
の
負
担
と
し
、
そ
れ
が
出

来

な
い
な
ら
、
祭
礼
を
取
り
止
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
勢
力
が
村
内
に
あ
っ
た
こ
と

を

示

し
て
い
る
。
こ
れ
を
無
文
字
文
化
と
文
字
文
化
の
相
剋
と
見
倣
し
て
も
よ
い
の

で

は
な
か
ろ
う
か
。

⇔
　
「
手
習
初
学
教
示
之
書
」
と
「
伊
呂
波
異
見
」

　

こ
う
し
た
状
況
下
の
村
落
に
あ
っ
て
文
字
文
化
の
習
得
、
手
習
い
の
必
要
性
を
説

い
た
船
津
伝
次
平
は
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
十
一
月
、
「
手
習
初
学
教
示
之
書
」
と

「
伊
呂
波
異
見
」
を
提
示
し
た
（
い
ず
れ
も
船
津
恒
平
氏
所
蔵
史
料
）
。
前
者
は
子
ど

も
（
筆
子
）
に
対
し
て
よ
り
は
師
匠
に
回
け
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
老
は
子
ど
も
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と
そ
の
背
後
に
い
る
親
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
手
習
初
学
教
示
之
書

　
　
一
、
手
習
道
場
参
候
時
者
父
母
に
対
し
て
礼
を
の
へ
、
又
帰
り
候
時
も
同
然
た

　
　
　
る
へ
し
、
稽
古
所
へ
入
り
師
匠
に
向
ひ
手
を
つ
き
、
唯
今
参
り
候
と
可
申
上
、

　
　
　
若
宿
に
て
用
事
等
あ
り
て
遅
参
致
し
候
節
も
、
其
旨
断
申
上
へ
し
、
夫
よ
り

　
　
　
相

弟
子
へ
一
礼
を
い
た
し
、
其
上
二
而
机
を
直
す
へ
し
、
平
生
の
詞
遣
ひ
も

　
　
　
町
嘩
に

し
て
稽
古
所
定
法
之
通
堅
く
相
守
、
手
習
道
具
之
外
者
持
参
仕
間
鋪

　
　

事
、
硯
箱
、
文
庫
等
取
み
た
さ
す
奇
麗
に
取
仕
舞
、
出
入
等
は
駈
走
ら
す
、

　
　

惣
而
神
妙
に
可
心
懸
者
也
、
教
訓
状
如
件

　
　
　

文
久
三
癸
亥

十
一
月

　
　
伊
呂
波
異
見

い

つ
れ
　
子
供

よ
　
き
ふ
た
ま
へ

ろ
く
に
手
習
せ
ぬ
人
は

は

ち
を
か
く
事
お
ほ
い
そ
よ

に

け
か
く
れ
し
て
　
わ
る
た
く
み

ほ
め

ら
れ
て
み
る
心
な
く

へ
ら
す
口
の
み
た
ふ
き
つ
ふ

と
か
く
仕
舞
ハ
　
ロ
こ
た
へ

ち
ひ
さ
き
者
と
い
と
み
あ
ひ

り
こ
う
ら
し
け
に
　
い
ひ
つ
の
り

ぬ
す
み
か
く
し
て
　
こ
ふ
ろ
ま
ム

る
す
に
な
る
日
を
う
か
玉
ひ
つ

を
と
り
さ
わ
い
て
　
い
た
つ
ら
に

わ
か
儘
そ
た
ち
　
不
行
儀
に

か

い

た
清
書
の
見
く
る
し
さ

よ
る
ひ
る
し
ら
ぬ
あ
ほ
う
も
の

た
か
こ
ゑ
し
て
は
　
に
ら
み
あ
ひ

れ

い

き
さ
ほ
ふ
も
　
よ
そ
く
に

そ

し
り
う
け
し
も
　
は
ち
と
せ
す

つ

く
く
お
も
へ
　
身
の
ほ
と
を

ね
ん

中
つ
か
ふ
紙
や
筆

な
に
か
ら
何
ま
で
　
気
を
付
て

ら
ち
な
し
こ
と
は
　
せ
ぬ
か
よ
い

む
た
な
あ
そ
ひ
に
　
日
を
暮
し

う
ち
へ
か
へ
り
の
遅
け
れ
は

ゐ
た

り
立
た
り
　
親
は
ま
っ

の
ち

に
下
山
の
　
其
時
は

お

ほ

え
た
事
は
　
更
に
な
し

く
ら
う
を
し
て
も
　
今
の
う
ち

や

ま
す
に
　
せ
い
を
い
だ
し
な
は

ま
つ
に
ん
間
の
　
か
ひ
か
あ
る

け

い

古
こ
と
に
も
　
よ
し
と
あ
し

ふ

え
や
太
鼓
や
さ
み
つ
父
み
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こ
う
た
し
や
う
る
り
　
碁
や
将
棋

　
　
え
よ
う
栄
華
は
皆
ふ
た
め

　
　
て

な
ら
ひ
　
読
物
専
一
そ

　
　
あ
さ
は
日
の
出
ぬ
先
に
お
き

　
　
さ
き
に
よ
み
に
し
書
を
ふ
く
し

　
　
き
み
に
忠
義
を
つ
く
す
の
は

　
　
ゆ
め
に
も
　
わ
す
れ
た
ま
ふ
ま
し

　
　
め

く
り
　
ち
よ
ぽ
一
　
ち
や
う
は
ん
は

　
　
み

ら
い
み
し
め
を
み
る
元
手

　
　

し
匠
は
人
の
子
な
れ
と
も

　
　
ゑ
顔
見
せ
す
に
　

し
か
る
の
は

　
　
ひ

つ
き
や
う
子
等
か
為
な
る
そ

　
　

も
の
こ
と
よ
か
れ
ま
る
か
れ
よ

　
　
せ
け
ん

は

色
々
人
さ
ま
く

　
　
す
く
れ
て
か
し
こ
き
此
道
は

　
　
京

も
田
舎
も
　
皆
い
ろ
は
文
字

　
　
　

よ
み
か
き
は
、
師
か
ら
親
か
ら
、
し
つ
け
か
ら
、
習
ふ
子
供
の
心
さ
し
か
ら

　

こ
こ
で
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
文
字
文
化
に
離
陸
す
る
に
当
っ
て
の

覚
悟
で
あ
る
。
型
と
し
て
の
厳
格
さ
が
ま
ず
求
め
ら
れ
て
や
ま
な
い
。

　
師
に
対
す
る
礼
儀
、
手
習
所
で
の
挨
拶
は
じ
め
礼
式
、
文
字
文
化
を
媒
介
す
る
文

房
具
に
対
す

る
厳
し
く
や
さ
し
い
取
り
扱
い
等
心
構
え
が
神
妙
に
教
訓
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
イ
ロ
ハ
の
順
に
わ
か
り
や
す
い
教
訓
が
語
ら
れ
て
い
く
。
彼
岸
に
あ
る
文

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
38

字
文
化
に
対

し
此
岸
に
あ
る
子
ど
も
は
修
業
を
積
め
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
2

　

し
か
し
、
文
字
文
化
に
向
か
っ
て
離
陸
す
る
際
の
覚
悟
を
平
易
に
伝
え
よ
う
と
す

る
意
図
は
読
み
取
れ
る
が
、
イ
ロ
ハ
の
語
呂
合
せ
に
苦
吟
し
た
せ
い
か
、
ひ
と
つ
鮮

明
さ
を
欠
く
き
ら
い
が
あ
る
。

⇔
　
「
世
話
字
往
来
」

船
津
伝
次
平
も
、
「
伊
呂
波
異
見
」
に
満
足
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
年
後

の

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
「
世
話
字
往
来
」
（
船
津
恒
平
氏
所
蔵
史
料
）
を
著
作

し
て
村
落
に
お
け
る
子
ど
も
の
教
育
と
文
字
文
化
へ
向
け
て
の
覚
悟
を
率
直
に
提
起

し
た
。

　
　
　
　
　
世
話
字
往
来

あ
つ
さ
弓
春
雨
に
み
つ
の
あ
ま
り
の
一
日
を
得
て
、
残
篇
野
史
と
り
ち
ら
せ
る

が

中
に
、
わ
ら
へ
ら
が
も
て
あ
そ
へ
る
世
話
往
来
と
題
せ
る
も
の
あ
り
、
こ
は

い

つ
の

頃
、
い
つ
れ
の
人
の
作
り
け
ん
も
の
と
し
も
し
ら
ね
、
持
よ
く
幼
童
教

喩
の
ゆ
ゑ
よ
し
を
究
さ
り
、
し
か
は
あ
れ
、
持
も
世
に
久
う
し
て
伝
写
の
誤
叱

す
く
な
か
ら
す
、
さ
れ
は
童
蒙
に
惑
ひ
を
伝
ふ
る
の
お
そ
れ
見
捨
か
た
く
、
拙

き
筆
を
と
り
て
い
さ
x
か
訂
し
補
ふ
事
か
く
な
ん
、
尚
後
人
益
わ
か
志
を
と
き

て
、
正
斧
を
加
へ
た
ひ
て
ん
か
し
と
、
希
む
か
た
め
、
此
一
言
を
添
て
序
と
す

る
の
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
津
冬
扇
識

　
慶
応
二
丙
寅
年
正
月
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夫
人
間
と
　
生
れ
て
は

い

と
け
な
き
よ
り
年
上
と

目
上
の
教
受
て
見
よ

左
の

み
格
別
む

つ
か

し
き

事
に
は
あ
ら
す
其
た
と
へ

大
木
に
な
る
松
と
て
も

若
木
の
時
に
枝
に
手
を

い
れ
お
く
と
き
は
か
た
ち
よ
く

年
を

経

る
と
も
か
は
る
ま
し

扱
子
供
等
も
　
父
母
の

お

し
へ
た
ま
へ
る
事
毎
を

決
て

背
か
す
慎
み
て

朝

は
旭
の

て

ぬ
先
に
お
き

手
水
を

つ
か
ひ

眼
を
覚
し

膳
に
居
り
て
礼
を
の
へ

喰
終
る
ま
て
余
処
を
み
す

菜
の
よ
し
あ
し
す
き
き
ら
ひ

不
塩
梅
な
る
料
理
て
も

喰
物
小
言
申
す
ま
し

年
八
歳
に

な
る
な
れ
は

忽
に

せ
す
　
手
習
の

稽
古
始
む

る
其
仕
様

真
直
に
机
居
て
お
き

硯
に
水
を

す

こ
し
い
れ

す
み
の

順
逆
こ

ふ
ろ
得
て

ま
か
ら
ぬ
様
に
持
て
す
り

淡
か
濃
か
　
す
み
の
い
ろ

よ
く
試
て
　
筆
を
そ
め

腎
を
う
か
め
て
　
気
を
し
つ
め

手
本

に
向
ひ
文
字
毎
の

其
相
応
を
よ
く
見
分

筆
の
運
ひ
の
う
き
し
つ
み

心

を
配
り
や
す
ら
か
に

一
を

引
に
も
　
油
断
な
く

字
毎く
を
合
点
し
て

手

本
の
様
に
か
く
う
へ
は

人
に
す

く
れ
て
気
も
広
し

扱
算
題
盤
も
　
習
ふ
へ
し

士
農
工
商
面
々
の

家
業
の
道
を
第
一
と

勤
む

る
内
に
ひ
ま
あ
ら
は

学
問
素
読
　
躾
方

詩
歌
連
俳
碁
将
棋
や

柔
術
剣
術
弓
角
力
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茶
の
湯
生
花
謡
舞

鞍
小
鼓
笛
太
鞍

万
の

芸
を

嗜
む
と
も

必
夫
に
は

ま
り
こ
み

家
業
疎
略
に
い
た
す
な
よ

宗
砥
法
師
の

発
句

に
も

け
に
誠
な
れ
芸
か
身
を

た
す
く
る
程
の
　
不
仕
合

姓

よ
り
人
は
そ
た
ち
そ
と

い
ふ
は

ま
こ
と
の
よ
き
お
し
へ

心
に
覚
は
ひ
め
お
き
て

し
り
て
も
し
ら
ぬ
風
そ
よ
き

ま
し
て
我
よ
り
上
々
の

人
の

な
す
事

問

ふ
は
当
座
の
恥
な
れ
よ

と
は
さ
る
と
き
は
末
代
の

恥
と
し
る
へ
き
も
の
ぞ
か
し

猶
又
客
に
応
対
の

無
礼
鹿
相
に
注
意
し
て

敷
居
畳
に
蹟
か
す

足
音
た
て

す
立
ま
は
り

戸
障
子
襖
明
閉
は

静
に
い
た
す
程
そ

よ
き

出
入
の
度
を
大
人
敷

咳
も
嘘
も
低
う
し
て

言
葉
静
に

た
か
ふ
ら
す

兄
弟
朋
友
そ
れ
く
に

信
義
を

つ
く
し
つ
玉
し
み
て

一
家
親
類
他
人
ま
て

貴
賎
男
女
の
隔
な
く

老
た

る
人
を
敬
ふ
は

出
世
の
道
の
つ
と
め
な
り

浮

世
の
中
の
親
こ
S
ろ

可
愛く
と
子
を
そ
た
て

我
侭
な
り
に
お
く
故
に

終
に
は
そ

れ
か
仇
と
な
り

無
用
の
事
に
金
銀
を

湯
水
の

や
う
に
遣
ひ
す
て

紙
や
筆
と
に
事
を
か
き

片
言
葉
に
て
友
ま
ね
き

不
問
語
に
　
差
出
口

非
を

見

る
毎
に
と
き
な
ら
へ

知

ら
ぬ
事
ま
て
し
つ
た
態

過
つ
時
は
　
負
お
し
み
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非
を

理
に

せ
ん

と
憤
り

た
ち

居
振
舞
に
く
ら
し
さ

よ
け
て
通
せ
は
其
先
の

火
入
灰
吹
煙
草
盆

姻
管
茶
碗
を
蹴
ち
ら
か
し

破
れ
た

る
科
を
人
に
当

筆

と
る
度
か
戸
柱
や

壁
に
人
形
を
か
き
な
ら
へ

手
本
の

読
は
忘
れ
か
ち

口
先
の
み
に
日
を
お
く
り

い

や
が

ら
れ
つ
s
わ
る
あ
そ
ひ

用
い
ふ
度
に
影
か
く
し

呼
立

ら
る
ふ
そ
の
時
は

腹
か
痛
む

と
い
つ
は
り
て

好

な
事
に
は
夜
を
更
し

常
は
宵
に
も
伸
ひ
欠

居
眠
り
な
か
ら
素
読
し
て

虚
言
は
上
手
に

い
ひ
お
ほ

へ

隠
れ
し
の
ん
て
友
さ
そ
ひ

カ
ル
タ
　
　
　
　
　
　
テ
ウ
ハ
ン

骨
牌
樗
母
一
奇
偶
や

福
引
過
て
小
博
変
に

変
る
心
の
曇
り
よ
り

狐
猟

り
く
と
は
し
た
銭

掠
め
て
買
う
て
喰
ふ
品
ハ

串
芋
田
楽
餅
団
子

煮
売
茜
蕩
油
揚

箸
は
あ
り
て
も
撮
み
く
ひ

湯
茶
沢
山
に
暖
り
の
み

使
に
遣
れ
は
出
先
よ
り

犬
や
狐
を

追
ひ

あ
る
き

河
中
野
原
か
け
め
く
り

衣
服
は
泥
に
み
た
れ
髪

親
の
異
見
も
余
跡
に
な
り

月
日
に
年
に
か
さ
ぬ
れ
は

天
の

各
を

　
蒙
る
そ

早
く
こ
ふ
ろ
を
改
め
て

実
体
者
と
な
り
た
ま
ヘ

ウ
カ泣

り
く
と
人
並
に

元
服
仕
た

る
計
り
に
て

智
恵
の

出
ぬ
こ
そ
恥
な
ら
め

磨
か
ぬ
玉
は
ひ
か
り
な
し

磨
け
は
人
の
た
ま
し
ひ
も

神
や
仏
に
な
ら
ふ
ら
む

先
人
間
と
生
れ
て
は
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五
六
才
よ
り
こ
ふ
ろ
つ
き

　
　
　
　
あ
し
き
に
よ
う
す
よ
き
に
よ
り

　
　
　
　

よ
き
に
な
ら
ふ
て
つ
と
め
な
ハ

　
　
　
　
終
に
は
磨
き
な
し
う
へ
し

　
　
　
　

よ
し
世
の
中
の
よ
き
人
は

　
　
　
　
お
の

れ
独
に

と
ふ
ま
ら
す

　
　
　
　
子
孫

益
々
繁
栄
し

　
　
　
　
冨
貴
自
在
の
疑
ひ
は

　
　
　
　
あ
ら
さ
る
者
と
承
知
し
て

　
　
　
　
学
ふ
人

こ
そ
楽
し
け
れ

　
人
間
と
な
る
た
め
の
教
育
の
不
可
欠
な
こ
と
。
そ
の
た
め
の
家
の
教
育
、
そ
し
て

不
可
避

と
な
っ
た
文
字
文
化
の
習
得
、
そ
れ
に
拮
抗
し
て
大
切
な
無
文
字
の
型
の
教

育
等

が
、
発
展
段
階
に
合
せ
述
べ
ら
れ
て
い
く
。
家
永
続
の
教
育
、
い
わ
ば
後
継
者

を

育
成
す
る
と
い
う
目
的
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
幕
末
村
落
の
状
況

は

「
家
親
類
他
人
ま
て
」
「
貴
賎
男
女
の
隔
な
く
」
「
出
世
の
道
の
つ
と
め
な
り
」
と

子

ど
も
に
対
し
説
か
れ
る
よ
う
な
開
か
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
背
景
に
あ
る
「
浮
世
の
中
の
親
こ
ふ
ろ
」
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

　
小
農
家
族
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
子
ど
も
、
子
ど
も
へ
読
み
書
き
学
問
を
、
と
い

う
親
の
教
育
要
求
こ
そ
が
村
落
に
お
け
る
文
字
文
化
の
浸
透
・
定
着
の
原
動
力
で
あ

っ

た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
大
変
な
落
と
し
穴
が
あ
っ
た
。
文
字
の
習
得
に
は
、
従

来
の
生
活
に
密
着
し
た
無
文
字
文
化
と
の
決
別
が
つ
き
ま
と
う
。
無
能
力
な
状
態
で

生

ま
れ
た
赤
子
が
一
人
前
の
人
間
に
な
る
た
め
に
は
、
新
た
な
社
会
変
動
に
と
も
な

う
文
化
様
式
と
し
て
の
文
字
を
獲
得
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
し
て
も
、
ひ
き
か
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え
に
従
来
厳
然
と
あ
っ
た
無
文
字
の
生
活
文
化
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
　
2

あ
る
。
文
字
文
化
へ
向
っ
て
離
陸
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の
覚
悟
と
自
己
防
衛
が
な
く

て

は

な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
船
津
伝
次
平
の
こ
の
「
世
話
字
往
来
」
は
、
幕
末
村

落
社
会
に
生
き
た
一
リ
ー
ダ
ー
が
後
世
に
向
け
て
発
信
し
た
教
訓
書
と
も
い
え
る
。

お

わ

り
に

　
近
世
村
落
に
起
こ
っ
た
文
字
文
化
の
発
生
、
浸
透
・
定
着
の
社
会
現
象
は
、
旧
来

の

村
落
の
教
育
・
文
化
に
そ
れ
な
り
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
こ
の
変
革
期
と
も

呼
ぶ
べ
き
状
況
を
文
字
文
化
の
受
容
と
積
極
的
利
用
に
向
け
て
離
陸
す
る
に
あ
た
っ

て
、
学
習
す
る
民
衆
の
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
一
具
体
例
が
老

農
船
津
伝
次
平
が

遺

し
た
、
前
に
掲
げ
た
教
訓
書
で
あ
る
。
一
三
〇
年
余
の
歳
月
を

越

え
て
現
代
社
会
の
教
育
・
文
化
の
状
況
に
今
な
お
通
用
す
る
も
の
を
感
ず
る
。
船

津
伝
次
平
の
警
告
は
今
日
な
お
有
効
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）



Take・off　towards　the　Literate　Culture　in　Villages　and　Children

TAKAHAsHI　Satoshi

　　Hitherto，　the　relation　between　children　and　the　literate　culture　has　on　the　whole　been

evaluated　positively．　However，　when　children　who　were　sunk　in　the　village　society　which

was　based　on　illiterate　culture，　started　to　learn　the　literate　culture，　it　was　not　the　case

that　every　action　a伍rmed　this　tendency；strong　reactions　took　place．　In　other　words，

the　literate　culture　took　root　in　village　societies　by　overcoming　the　strong　resistance

of　the　illiterate　culture．　Few　historical　documents　remains　to　tell　us　of　such　educational

and　cultural　changes．‘‘1一アo・んα1為6η”，　or　A　Different　View　on（01d）Japanese　alphabet，

and“8ε脚αガOrαづ”，　or　Text　of　Ordinary　Characters，　described　in　my　paper　are　examples

of　such　rare　bibliography，　written　at　the　end　of　the　Tokugawa　regime（the　Edo　Period）

by　a　Iiterary　farmer　and　a　teacher　of　penmanship，　who　considered　it　their　mission　to

teach　the　literate　culture　to　the　children　in　the　village　society．　These　documents　reflect

vividly　the　life　of　children　in　village　society，　as　seen　by　the　penmanship　teachers．

　　They　did　not　promote　the　teaching　of　the　literate　culture　on　a　full．scale　a伍rmation

of　the　literate　culture，　but　they　were　fu11y　aware　that　community　education　to　change

乃o〃zo　sα〆θη∫into　men　was　necessary　and　indispensable．　They　also　criticized　the

favoritism　shown　by　parents　toward　their　children　that　was　apparent　in　those　days，

and　demanded　a　strict　response　by　the　village　community　with　regard　to　the　growth　of

the　children．　There　can　be　seen　here　a　strong　distrust　of　the　literate　culture　which　had

begun　to　expand　spontaneously　and　extensively．

　　When　looking　at　the　contemporary　situation　where　the　function　of　self．control　is

もeing　gradually　lost　in　the　force　of　the　development　of　the　literate　culture，　the　author

considers　that　it　is　probably　worthwhile　to　examine　the　real　situation　with　regard　to

the　take－off　towards　the　literate　culture　in　village　societies．
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