
子
ど
も
の
場
―
―
子
ど
も
と
典
礼
②

「場
」
は

「在
る
」
た
め
に
必
要
な
こ
と
。

子
ど
も
が
ミ
サ
に

参
加
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず

「子
ど
も
の
場
」
が
必
要
。

母
親
の

そ
ば
、

友
だ
ち
と

一
緒
、

聖
堂
の
後
ろ
。
し
か
し
、

い
わ
ゆ
る
Ｆ
位

き
部
屋
」
や

「母
子
室
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が

「子
ど
も
の
場
」

か
。
「子
ど
も
の
場
」
は
大
入
と
同
じ
で

「神
の
前
、

神
の
中
」。

そ
の
こ
と
が
子
ど
も
に
伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。

ミ
サ
は
、

た
だ
行
く
だ
け
や
、

そ
こ
に
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
と
も
に
集
っ
た
そ
の
場
所
で
、

そ
こ
で
行
わ

れ
、

起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
「と

も
に
神
の
前
、

神
の
中
に
い
る
」
…
…
そ
の
体
験
が
ミ
サ
。

軽
い

言
葉
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ミ
サ
の
雰
囲
気
が
大
切
だ

と
思
う
。
こ
の
雰
囲
気
は
一
人
ひ
と
り
が
作
り
出
す
も
の
。　

一
人

ひ
と
り
の
祈
り
が
醸
し
出
す
も
の
。

乳
児
で
も
、

幼
児
で
も
、

そ

の
雰
囲
気
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
こ
と
を
わ
き
ま
え

た
上
で
、

今

一
度
「泣
き
部
屋
」
や
「母
子
室
」
と
呼
ば
れ
る
「場
」

の
功
罪
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

子
ど
も
に
と
っ
て
、
自
分
が
い
る
場
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の

か
見
る
こ
と
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
。

見
え
る
場
に
い
る
こ
と
。

聞
こ
え
る
場
に
い
る
こ
と
。

親
と

一
緒
に
い
て
も
、

友
だ
ち
と
一

緒
に
い
て
も
…
…
見
え
る
場
に
い
る
こ
と
。

生
の
声
が
聞
こ
え
る

場
に
い
る
こ
と
。
「騒
ぐ
、
う
る
さ
い
」
か
ら
と
い
う
こ
と
で
子

ど
も
を
遠
ざ
け
て
は
い
け
な
い
。

大
人
が
神
と
と
も
に
あ
る

「雰

囲
気
」
を
作
れ
ば
、

子
ど
も
は
そ
の

「雰
囲
気
」
を
楽
し
め
る
。

五
歳
の
幼
児
で
も
祭
壇
の
前
で
一
時
間
の
ミ
サ
に
一
人
で
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
例
外
で
は
な
い
。

普
通
に
。

（山
元
員

・
福
岡
教
区
司
祭
）


