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◆ キーワード　伝承の語り／現代の語り／つながる／聴く／地域

言
葉
の
文
芸
を
次
代
に
つ
な
ぐ

│
現
代
の
語
り
活
動
か
ら
考
え
る
・
第
七
〇
回
研
究
例
会
よ
り
│

杉 

浦　

邦 

子

一　

は
じ
め
に

昔
話
は
、
幾
世
代
に
も
亘
っ
て
、
口
か
ら
耳
へ
、
耳
か
ら
口
へ
と
語
り

継
が
れ
て
き
た
言
葉
の
文
芸
だ
と
、
誰
も
が
そ
う
理
解
し
て
い
た
。
し
か

し
、
民
俗
的
な
生
活
文
化
が
な
く
な
っ
た
現
代
社
会
で
は
、
そ
の
再
生
産

が
で
き
な
く
な
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
で

も
、
祖
父
母
か
ら
孫
た
ち
に
、
父
母
か
ら
子
ど
も
た
ち
に
語
ら
れ
た
昔
話

を
、
数
十
年
の
歳
月
を
経
て
聴
い
た
と
お
り
に
語
る
語
り
手
は
お
ら
れ
る
。

多
く
は
、
素
晴
ら
し
い
語
り
手
で
あ
る
。

小
論
に
お
い
て
は
、
論
を
進
め
る
便
宜
上
、
右
の
よ
う
な
語
り
手
を
「
伝

承
の
語
り
手
」
と
呼
び
、
そ
の
語
り
を
「
伝
承
の
語
り
」
と
呼
ん
で
お
く
。

し
か
し
、
も
は
や
、
従
来
と
同
じ
よ
う
に
、
語
り
継
が
れ
る
こ
と
は
望

め
な
い
。
何
故
な
ら
、
語
り
の
場
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
心
で
あ
っ
た

囲
炉
裏
端
で
は
な
く
、
生
業
の
場
で
も
な
い
。
藁
や
食
べ
物
の
匂
い
を
嗅

ぎ
な
が
ら
、
爺
婆
の
肌
を
感
じ
る
膝
の
中
で
聴
く
の
で
は
な
い
。
昔
語
り

は
家
の
中
で
居
場
所
が
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
高
度
経
済
成
長
期
、
日
本
の
庶
民
の
暮
ら
し
が
一
変
し
た
時

か
ら
と
い
え
よ
う
。
一
九
五
五
年
頃
か
ら
一
九
七
三
年
頃
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
頃
新
し
い
装
い
の
語
り
が
こ
の
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
図

書
館
児
童
室
の
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
、
そ
の
理
論
と
実
践
が
、
図
書

館
先
進
国
ア
メ
リ
カ
か
ら
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
子
ど
も
に
読
書
欲
を

持
た
せ
、
し
か
も
優
れ
た
作
品
を
読
む
よ
う
に
導
く
に
は
、
祖
先
の
文
化

遺
産
で
あ
り
、
文
学
の
基
礎
で
あ
る
民
話
を
話
し
て
聴
か
せ
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
い
う
理
論
と
実
践
が
紹
介
さ
れ
（
１
）、

意
欲
的
な
図
書
館
員
た
ち

が
こ
れ
を
学
び
始
め
た
。
当
初
、「
話
し
て
聴
か
せ
る
こ
と
」
を
英
語
を
そ

の
ま
ま
片
仮
名
に
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
と
い
っ
て
い
た
が
、
徐
々

に
「
お
は
な
し
」
と
い
う
言
葉
を
遣
う
よ
う
に
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。（
今

で
も
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
と
い
う
場
合
も
あ
る
。）

耳
か
ら
聴
い
て
心
や
身
体
の
中
に
記
憶
さ
れ
た
昔
話
を
持
た
な
い
人
が

昔
話
を
語
る
た
め
に
は
、
昔
話
の
本
を
読
ん
で
こ
れ
は
と
い
う
昔
話
に
出

合
う
と
、
し
っ
か
り
覚
え
て
、
自
分
の
言
葉
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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努
力
と
苦
労
を
伴
う
過
程
を
経
て
、
幾
つ
か
の
昔
話=

「
お
は
な
し
」
を

す
っ
か
り
覚
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
仲
間
の
語
り
手
（
後
述
す
る
よ
う
に
、

個
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
）
に
聴
い
て
も
ら
う
。
う
ま
く

語
れ
た
ら
子
ど
も
達
に
聴
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
昔
話
を
語
り=

聴
く

場
は
、「
お
は
な
し
会
」
と
い
う
会
場
で
あ
る
。
数
人
か
ら
数
十
人
の
聴
き

手
が
座
っ
た
り
、
腰
掛
け
た
り
し
て
、
中
央
に
居
る
語
り
手
に
向
き
合
っ

て
座
を
占
め
る
。
語
り
手
は
聴
き
手
の
顔
を
見
な
が
ら
、
肉
声
で
語
る
。

右
の
よ
う
な
語
り
手
を
、
や
は
り
便
宜
上
「
現
代
の
語
り
手
」
と
呼
び
、

そ
の
語
り
を
「
現
代
の
語
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

図
書
館
員
が
「
お
は
な
し
」
に
つ
い
て
学
び
始
め
た
時
期
は
、
子
ど
も

文
庫（
２
）が

誕
生
し
始
め
た
頃
で
も
あ
っ
た
。「
お
は
な
し
」
の
実
践
は
、
子
ど

も
文
庫
の
活
動
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
、
子
ど
も

文
庫
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

子
ど
も
文
庫
は
、
地
域
の
子
ど
も
達
に
読
書
の
喜
び
を
知
る
場
所
を
整

え
た
い
と
願
う
大
人
、
多
く
は
母
親
達
が
運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
。
本
の

貸
し
出
し
の
他
、
読
み
聞
か
せ
や
子
ど
も
と
の
触
れ
合
い
も
大
切
に
し
て

い
た
。
一
九
七
〇
年
代
は
、
子
ど
も
文
庫
の
高
揚
期
と
も
い
わ
れ
、
う
ね

り
の
よ
う
な
勢
い
で
全
国
に
広
が
り
、
大
勢
の
子
ど
も
が
文
庫
に
集
ま
っ

た
が
、
八
〇
年
・
九
〇
年
代
に
は
、
文
庫
に
来
る
子
ど
も
の
数
が
減
少
し

て
き
た
。「
全
国
子
ど
も
文
庫
調
査
報
告
書（
３
）」

に
よ
れ
ば
、
一
九
九
三
年
現

在
で
も
文
庫
数
は
最
盛
期
と
余
り
変
わ
ら
な
い
四
千
を
数
え
た
と
い
わ
れ

る
が
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
相
当
減
少
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
全

国
調
査
の
デ
ー
タ
は
な
い
）。多
く
の
自
治
体
で
公
共
図
書
館
が
開
設
さ
れ
、

文
庫
の
役
割
は
終
え
た
と
の
考
え
が
あ
る
一
方
で
、
地
域
の
子
ど
も
達
の

集
う
場
所
と
し
て
存
続
し
て
い
る
文
庫
も
あ
る
。「
お
は
な
し
会
」
を
充
実

さ
せ
た
り
、
若
い
母
親
と
幼
児
対
象
の
わ
ら
べ
歌
や
読
み
聞
か
せ
を
行
っ

て
地
域
の
子
育
て
支
援
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
文
庫
も
あ
る
。

子
ど
も
文
庫
に
関
わ
る
う
ち
、「
お
は
な
し
」
に
関
心
を
持
ち
、
子
ど
も

達
に
昔
話
を
聴
か
せ
た
い
と
考
え
る
人
々
が
出
て
き
た
。
図
書
館
員
と
一

緒
に
「
お
は
な
し
」
の
講
習
会
で
学
ん
だ
人
達
が
、
当
初
は
都
市
部
で
語

り
始
め
、
や
が
て
全
国
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。「
現
代
の
語
り
手
」
達
は
、

今
も
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
あ
る
。
子
ど
も
文
庫
活

動
の
担
い
手
と
通
底
す
る
の
は
、
地
域
の
子
ど
も
へ
の
思
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
現
代
の
語
り
手
」
達
は
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
、
地
域
に
根
ざ
し
た
活

動
を
し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
は
十
数
人
か
ら
数
十
人
、
複
数
の

グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
人
も
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
は
、「
お
は
な
し
」
の
質

を
高
め
る
学
び
の
場
で
あ
り
、
活
動
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
母
体
で
も

あ
り
、
仲
間
で
支
え
合
っ
て
運
営
さ
れ
る
。
現
在
、
語
り
の
グ
ル
ー
プ
は
、

全
国
で
七
千
グ
ル
ー
プ
以
上
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
４
）。

全
国
ほ
と

ん
ど
の
図
書
館
を
は
じ
め
、
子
ど
も
文
庫
・
児
童
館
や
放
課
後
の
公
的
施

設
、
学
校
や
幼
稚
園
・
保
育
園
な
ど
の
他
、
老
人
施
設
で
も
「
お
は
な
し
」

を
聴
く
場
「
お
は
な
し
会
」
が
持
た
れ
て
い
る
。
公
立
の
学
校
は
、
当
初

は
「
お
は
な
し
」
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
容
易
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ

た
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
「
子
ど
も
読
書
年
」、
翌
年
「
子
ど
も
の
読
書
活
動

の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
、
門
戸
が
広
く
な
っ
た

と
い
う
。
む
し
ろ
要
望
が
多
過
ぎ
て
、
語
り
手
が
応
じ
き
れ
な
い
場
合
も
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あ
る
よ
う
だ
。

一
方
、
昔
語
り
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
地
域
に
あ
っ
て
も
、
民
俗
文
化
で

あ
る
昔
話
を
受
け
継
ぎ
、
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
機
運
が
高
ま
り
、

「
民
話
（
昔
話
）
の
会
」
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
三
〇
年
程
前
か
ら
で
あ
る
。

語
り
手
と
聴
き
手
、
会
員
同
士
の
交
流
を
は
か
り
な
が
ら
目
的
を
達
成
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
会
の
名
称
は
、
必
ず
し
も
、
地
名
を
冠
し
て
「
民
話

の
会
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
会
が
多
い

こ
と
と
、
昔
話
伝
承
の
土
地
に
起
こ
っ
た
会
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
の
で
、

以
下
一
般
化
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
佐
藤
晃
氏

に
よ
る
山
形
県
の
「
県
内
民
話
の
会
の
現
況
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結

果
報
告（
５
）」

に
よ
れ
ば
、
山
形
県
内
に
は
二
〇
一
六
年
現
在
、「
民
話
の
会
」

が
三
十
以
上
あ
り
、
会
員
は
四
百
名
以
上
と
い
う
。
民
話
が
豊
か
に
あ
っ

た
東
北
地
方
の
他
の
県
や
新
潟
県
、
西
日
本
の
民
話
の
会
に
つ
い
て
は
把

握
し
て
い
な
い
。
相
当
数
あ
り
、
そ
こ
で
の
会
員
数
│
全
て
が
「
伝
承
の

語
り
手
」
と
は
い
え
な
い
が
│
も
か
な
り
で
あ
ろ
う
。

「
民
話
の
会
」
で
も
、
子
ど
も
達
が
昔
話
を
語
り=

聴
く
時
の
座
の
し
つ

ら
え
方
、
語
り
手
と
聴
き
手
の
対
座
の
仕
方
は
、「
現
代
の
語
り
」
の
「
お

は
な
し
会
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
現
代
社
会
の
中
に

共
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

昔
話
は
、
本
来
、
語
っ
て
聴
か
せ
る
言
葉
の
文
芸
で
あ
る
。
現
在
行
わ

れ
て
い
る
耳
か
ら
聴
い
た
声
の
文
芸
は
長
い
年
月
記
憶
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

家
庭
の
中
で
毎
晩
聴
く
の
で
は
な
く
、「
民
話
の
会
」
や
「
お
は
な
し
会
」

で
聴
く
子
ど
も
達
は
、
将
来
、
子
ど
も
時
代
に
聴
い
た
「
お
は
な
し=

民

話
」
を
思
い
出
し
て
子
ど
も
や
孫
に
語
っ
て
み
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
で
三
人
の
方
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
を
報
告
し
て
い
た
だ
い
た
。

「
伝
承
の
語
り
手
」
の
立
場
か
ら
「
新
庄
民
話
の
会
」
の
渡
部
豊
子
氏
、

「
現
代
の
語
り
手
」
の
立
場
か
ら
「
當
麻
お
は
な
し
ろ
う
そ
く
の
会
わ
ら
べ
」

の
大
西
登
貴
子
氏
、
研
究
者
の
立
場
か
ら
高
千
穂
大
学
の
立
石
展
大
氏
に

お
願
い
し
た
。
次
に
発
表
の
要
旨
を
述
べ
る
。

二　
「
伝
え
た
い
、
祖
母
の
民
話
と
生
き
る
知
恵
」

　
　
　
　

渡
部
豊
子
氏
の
報
告

渡
部
豊
子
氏
は
、
山
形
県
最
上
郡
萩
野
村
（
現
新
庄
市
）
に
生
ま
れ
育

ち
、
結
婚
後
も
同
市
に
お
住
ま
い
で
あ
る
。
子
ど
も
の
頃
に
父
方
の
祖
母

か
ら
沢
山
の
昔
話
を
聴
い
て
育
て
ら
れ
た
。
幼
い
子
ど
も
心
に
、
頭
の
上

か
ら
祖
母
の
昔
話
が
き
こ
え
て
き
て
、
昔
話
は
絵
に
な
っ
て
想
像
の
世
界

に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
、
語
る
と
き
は
自
分
の
描
い
た
絵
を
語
っ
て
い
る

の
だ
と
い
う
。
祖
母
は
、
豊
子
さ
ん
が
九
歳
の
時
亡
く
な
っ
た
が
、
昔
話

を
通
し
て
孫
娘
を
躾
け
、
お
な
ご

4

4

4

の
心
得
か
ら
他
人
を
思
い
や
る
気
遣
い

や
人
の
道
を
も
教
え
よ
う
と
し
て
く
れ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。「
子
供

の
記
憶
の
中
に
固
定
す
る
の
は
、
単
に
昔
の
事
実
で
は
な
く
て
、
昔
の
あ

り
方
、
考
え
方
な
の
で
あ
る
（
６
）」

と
い
う
、
本
学
会
第
三
九
回
大
会
に
お
け

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
花
部
英
雄
氏
の
言
葉
に
繋
が
る
。
渡
部
氏
が
昔
話

を
聴
い
た
の
は
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
る
以
前
、
長
く
培
わ
れ
て
き
た
民
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俗
文
化
が
遺
っ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。『
昔
話
と
村
の
暮
ら
し
│
山
形
県

最
上
郡
旧
萩
野
村
』（
二
〇
〇
五
）
を
著
し
て
、
昔
話
は
、
年
中
行
事
や

暮
ら
し
と
共
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
渡
部
氏
は
、

一
九
八
六
年
に
発
足
し
た
「
新
庄
民
話
の
会
」
の
初
め
か
ら
の
会
員
で
あ

る
。
会
の
様
々
な
事
業
の
う
ち
、
子
ど
も
へ
の
伝
承
活
動
に
し
ぼ
っ
て
次

の
よ
う
に
報
告
さ
れ
た
。

会
発
足
当
時
は
ま
だ
、
明
治
・
大
正
生
ま
れ
の
「
伝
承
の
語
り
手
」
達
も

元
気
で
、
新
庄
・
最
上
地
方
の
語
り
の
豊
か
さ
を
誇
っ
て
い
た
が
、
現
在
の

会
員
は
全
て
昭
和
生
ま
れ
で
あ
る
。
会
員
二
十
二
名
の
う
ち
、
語
り
手
は
約

半
数
だ
が
、「
伝
承
の
語
り
手
」
は
、
男
性
一
名
・
女
性
三
名
で
あ
る
。

会
は
、
創
立
当
初
か
ら
子
ど
も
達
へ
の
伝
承
活
動
を
大
き
な
目
標
に
し

て
き
た
。
新
庄
市
立
小
学
校
七
校
中
五
校
に
「
伝
統
文
化
こ
ど
も
教
室
」

（
民
話
ク
ラ
ブ
）
が
あ
る
。
会
員
が
語
っ
て
聴
か
せ
、
語
り
た
い
と
い
う
子

ど
も
に
語
り
の
指
導
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
会
の
行
事
「
新
庄
み
ち
の
く

民
話
ま
つ
り
」
に
出
演
し
て
い
た
子
ど
も
達
の
語
り
は
、
県
事
業
「
山
形

ふ
る
さ
と
塾
」
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
、
各
学
校
で
も
力
が
入
る
よ
う
に

な
っ
た
。
塾
の
発
表
会
の
場
と
し
て
「
新
庄
子
ど
も
語
り
ま
つ
り
」
が
開

催
さ
れ
て
十
年
に
な
る
。
第
十
回
の
昨
年
は
二
十
名
が
語
り
を
披
露
し
た
。

中
学
校
は
一
校
に
語
り
に
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
る
高
等
学
校
で
は
、

「
体
験
活
動
・
郷
土
文
化
コ
ー
ス
」
の
授
業
の
中
で
、
郷
土
料
理
と
藁
細
工

と
民
話
の
体
験
学
習
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
市
中
心
部
に
あ
る
児
童
数
の
多
い
小
学
校
二
校
で
は
、
読
み

書
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
昔
語
り
は
断
ら
れ
て
い

る
。
何
故
か
を
考
え
る
に
、
校
長
先
生
始
め
先
生
方
が
読
み
聞
か
せ
の
体

験
は
あ
る
が
、
育
ち
の
中
で
昔
話
を
聴
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
昔
話
の

良
さ
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。（
注
＝
そ
の

後
、
同
じ
校
区
に
あ
る
学
童
保
育
所
で
語
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。）

子
ど
も
達
に
昔
話
を
語
る
時
、
ど
の
語
り
手
も
悩
む
の
が
、
方
言
の
問
題

で
あ
る
。
現
在
、
子
ど
も
達
は
、
暮
ら
し
の
中
で
方
言
を
遣
わ
な
い
。
そ
の

上
、
方
言
を
日
常
語
と
し
て
暮
ら
す
の
は
田
舎
者
、
共
通
語
で
話
す
の
が
文

化
人
と
い
う
風
潮
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
方
言
で
語
っ
て
言
葉
の
文
化
を

遺
し
た
い
。
方
言
で
語
っ
て
、
子
ど
も
が
理
解
で
き
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い

と
い
う
会
員
も
い
る
が
、
そ
う
決
め
つ
け
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
。
繰
り
返

し
、
何
度
も
語
る
こ
と
で
解
決
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
朝
八
時
二
〇

分
か
ら
二
十
分
間
、
十
五
年
間
語
り
を
続
け
て
き
た
小
学
校
で
は
、
新
庄
弁

が
分
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
伝
承
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
語

り
続
け
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
そ
の
中
か
ら
人
の
情
や
、
助
け
助
け
ら
れ
る

世
の
中
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
一
方
で
、
最
近
は
高
齢
者
へ
の
語
り
が
増
え
て
い
る
。
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
高
齢
者
施
設
へ
行
く
と
、
お
年
寄
り
に
は
方
言
も
民
話
も

懐
か
し
く
、
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
喜
ば
れ
て
い
る
。

会
と
し
て
、
県
内
外
の
民
話
の
会
と
交
流
会
を
行
っ
て
い
る
。
共
通
の

悩
み
は
、
会
員
の
高
齢
化
と
後
継
者
の
不
足
、
四
、五
十
代
の
若
い
会
員
の

入
会
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
代
が
昔
話
を
聴
い
た
経
験
が
な
い
の

は
、
学
校
の
先
生
と
同
じ
で
あ
る
。
方
言
の
問
題
は
、
ど
こ
の
会
も
悩
み
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を
抱
え
て
い
る
。

語
り
は
、
聴
く
相
手
が
あ
っ
て
こ
そ
の
対
面
文
芸
で
あ
る
。
子
ど
も
一

人
ひ
と
り
に
目
と
目
を
合
わ
せ
、
息
遣
い
を
ひ
と
つ
に
し
な
が
ら
、
一
人

一
話
で
も
生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
昔
話
に
出
合
っ
て
欲
し
い
と
願
い
な

が
ら
活
動
し
て
い
る
。
伝
承
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
気
負
わ
ず
子
ど

も
達
に
語
り
続
け
る
こ
と
、
た
だ
語
り
続
け
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

最
後
に
「
蟹
コ
昔
」（
大
成
一
九
三　

蟹
の
甲
）
を
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

三　

聴
く
楽
し
さ
、
つ
な
が
る
喜
び
を
求
め
て

　
　
　
　

大
西
登
貴
子
氏
の
報
告

大
西
登
貴
子
氏
は
奈
良
県
北
葛
城
郡
當
麻
町
（
現
、
葛
城
市
）
に
生
ま

れ
育
ち
、
現
在
も
同
市
在
住
で
あ
る
。
長
年
、
大
阪
府
立
図
書
館
に
勤
務

さ
れ
た
。
氏
は
、
自
身
が
語
る
昔
話
・
創
作
・
伝
説
等
の
素
材
を
「
お
は

な
し
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

大
西
氏
は
、〈「
子
ど
も
の
本
と
お
は
な
し
」
関
連
年
表
〉（
付
表
参
照
）

を
作
成
し
て
、
現
代
の
語
り
（
お
は
な
し
）
活
動
を
子
ど
も
の
本
に
関
わ

る
文
化
史
の
中
で
捉
え
て
お
ら
れ
る
。
年
表
か
ら
子
ど
も
の
本
の
出
版
や

子
ど
も
文
庫
活
動
・
図
書
館
運
動
等
様
々
な
動
き
を
背
景
に
「
お
は
な
し
」

活
動
の
広
が
り
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
氏
は
、
明
治
期
に
お
い
て

既
に
、
口
演
童
話
と
い
う
形
で
子
ど
も
の
本
と
お
は
な
し
の
下
地
が
あ
っ

た
と
い
う
。

子
ど
も
文
庫
に
つ
い
て
は
、
一
章
で
触
れ
た
の
で
重
複
を
避
け
る
が
、

年
表
か
ら
関
西
圏
の
母
親
達
の
動
き
は
活
発
で
、
一
九
七
〇
年
代
初
め
に

各
地
で
次
々
と
「
子
ど
も
文
庫
連
絡
会
」
が
発
足
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
そ
れ
ま
で
に
多
く
の
文
庫
が
で
き
て
、
活
発
な
活
動
を
し
て
い
る
証

左
で
あ
る
。
子
ど
も
の
育
ち
を
支
え
る
中
に
、
本
が
あ
り
「
お
は
な
し
」

が
あ
る
環
境
を
母
親
達
が
求
め
た
と
の
認
識
を
示
さ
れ
た
。
以
下
、
氏
の

報
告
の
概
要
を
記
す
。

⑴
「
お
は
な
し
」
活
動
に
つ
い
て

子
ど
も
文
庫
に
関
わ
る
人
の
中
に
「
お
は
な
し
」
に
関
心
を
持
つ
人
は

少
な
く
な
い
。
七
〇
年
代
初
頭
か
ら
始
ま
っ
た
「
お
は
な
し
」
活
動
は
、

文
庫
の
中
で
、
そ
し
て
各
地
に
開
館
さ
れ
た
公
立
図
書
館
の
児
童
サ
ー
ビ

ス
の
中
で
広
が
り
続
け
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
に
開
設
さ
れ
た
（
財
）
東

京
子
ど
も
図
書
館
が
「
お
は
な
し
」
活
動
の
広
が
り
と
浸
透
に
果
た
し
た

役
割
は
大
き
い
。
七
〇
年
代
に
は
、
沢
山
の
子
ど
も
が
文
庫
や
図
書
館
に

や
っ
て
来
て
、
読
み
応
え
の
あ
る
児
童
書
も
よ
く
読
ま
れ
た
が
、
八
〇
年

代
、
九
〇
年
代
に
な
る
に
つ
れ
、
文
庫
に
来
る
子
ど
も
の
数
は
減
少
し
て

い
っ
た
。
そ
こ
で
、「
お
は
な
し
会
」
に
子
ど
も
が
や
っ
て
く
る
の
を
待
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
い
る
学
校
や
幼
稚
園
・
保
育
所
（
園
）・

児
童
館
等
へ
出
か
け
て
行
っ
て
「
お
は
な
し
」
を
届
け
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
。

奈
良
県
に
は
、
口
承
文
芸
と
し
て
の
語
り
の
伝
承
は
み
ら
れ
な
い
が
、

上
方
文
化
の
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
浄
瑠
璃
等
の
話
芸
は
身
近
に
あ
っ
た
。

お
寺
で
は
仏
典
童
話
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。
古
代

か
ら
の
伝
説
が
豊
か
な
土
地
で
も
あ
る
。
ま
た
、
奈
良
県
は
口
演
童
話
も



130

盛
ん
な
土
地
柄
で
あ
っ
た
。
一
九
九
五
年
に
は
「
奈
良
県
お
は
な
し
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
が
で
き
、
県
内
の
グ
ル
ー
プ
が
交
流
し
つ
つ
、
連
携
し
た
活

動
が
根
付
い
て
い
る
。

⑵
私
の
「
お
は
な
し
」
を
さ
が
し
て

大
阪
府
立
図
書
館
に
勤
務
し
、
児
童
サ
ー
ビ
ス
に
携
わ
る
中
で
、
ス
ト
ー

リ
ー
テ
リ
ン
グ
に
出
合
っ
た
。
図
書
館
司
書
の
仕
事
と
し
て
は
じ
ま
っ
た

「
お
は
な
し
」
だ
が
、
子
ど
も
の
本
屋
さ
ん
（「
木
馬
館
」
大
阪
市
）
で
行

わ
れ
て
い
た
「
お
は
な
し
の
勉
強
会
」
に
通
う
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。
自

己
流
に
語
っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
、
テ
キ
ス
ト
を
諳
記
し
て
語
る
こ
と

に
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て

語
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

児
童
図
書
館
員
の
た
め
の
講
座
で
、
故
野
村
純
一
先
生
の
講
義
を
聴
く

機
会
が
あ
り
、「
こ
れ
も
語
り
だ
」
と
言
わ
れ
て
節
談
説
経
を
聴
い
た
時
は
、

幼
い
頃
の
記
憶
│
正
信
偈
や
説
教
師
の
声
│
が
蘇
り
、
そ
う
だ
っ
た
の
か

と
気
づ
き
、
改
め
て
語
り
を
考
え
る
契
機
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
地
元
で
「
お
は
な
し
」
グ
ル
ー
プ
、「
當
麻
お
は
な
し
ろ
う
そ

く
の
会
わ
ら
べ
」
を
立
ち
上
げ
た
（
一
九
八
五
年
）。
我
が
子
に
も
地
域
の

子
ど
も
に
も
、「
お
は
な
し
」
を
聴
か
せ
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
地

域
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
語
り
は
じ
め
、
現
在
も
続
け
て
い
る
。

ま
た
、「
民
話
と
文
学
の
会
」
の
民
話
採
訪
旅
行
（
山
形
県
真
室
川
町
）

に
参
加
し
て
、
伝
承
の
語
り
と
出
合
っ
た
。
昔
話
は
暮
ら
し
の
中
か
ら
立

ち
上
が
る
も
の
だ
と
知
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
語
り
に
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
与
え
て
く
れ
た
。
伝
承
の
語
り
手
か
ら
聴
い
た
話
の
幾
つ
か
を
自
分

の
言
葉
で
語
っ
て
も
い
る
。

縁
あ
っ
て
、
故
郷
葛
城
市
の
民
話
掘
り
起
こ
し
事
業
に
携
わ
り
、『
葛
城

の
行
事
と
暮
ら
し
』『
葛
城
の
む
か
し
ば
な
し（
７
）』

を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
過
程
で
地
域
の
民
話
を
子
ど
も
達
に
伝
え
た
い
と
の
思
い
が
強

く
な
っ
た
。
土
地
の
記
憶
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
試
み
と
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
伝
説
を
語
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
研
究
者
の
方
に
伺

い
た
い
。

ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
、
伝
承
の
語
り
と
、
様
々
な
語
り
に
向
き
合
い
、

そ
の
度
に
色
々
な
人
と
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。

⑶
私
の
「
お
は
な
し
、
語
り
」

こ
う
し
て
自
分
の
「
お
は
な
し
」
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ス

ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
も
語
り
も
同
じ
「
お
は
な
し
」
と
い
う
言
葉
に
収
斂

さ
れ
て
く
る
。
そ
の
「
お
は
な
し
」
の
魅
力
は
、
聴
き
手
と
語
り
手
と
が

共
有
す
る
瞬
間
、
つ
な
が
る
喜
び
を
感
じ
る
と
き
で
あ
る
。

「
現
代
の
語
り
手
」
は
、
様
々
な
素
材
を
語
る
。
日
本
の
昔
話
、
世
界
各

国
の
昔
話
、
内
外
の
創
作
作
品
、
身
近
な
伝
説
な
ど
幅
広
い
。
何
を
語
る

か
に
よ
っ
て
語
り
口
調
も
異
な
る
。
聴
き
手
で
あ
る
子
ど
も
達
を
取
り
巻

く
環
境
も
変
わ
る
し
、
語
り
の
場
も
変
化
す
る
。
時
代
と
共
に
変
化
す
る

こ
と
も
あ
る
し
、
変
わ
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。「
お
は
な
し
」
は
生
き
て
い

る
と
い
え
る
。

大
西
氏
は
、
自
分
の
「
お
は
な
し
」
を
振
り
返
る
と
、
耳
か
ら
聴
く
体

験
が
子
ど
も
時
代
に
楽
し
い
経
験
と
し
て
あ
っ
た
の
で
、「
お
は
な
し
」
に

本
気
で
取
り
組
め
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。
大
西
氏
に
は
、
様
々
な
語
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り
の
サ
ン
プ
ル
を
披
露
し
て
い
た
だ
く
予
定
だ
っ
た
が
、
時
間
の
都
合
で

一
話
の
冒
頭
だ
け
を
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

四　
「
語
り
活
動
の
現
状
と
課
題�

─
小
学
生
へ
の
語
り
を
中
心
に
」

　
　
　
　

�
立
石
展
大
氏
の
報
告

立
石
氏
は
、
杉
並
・
北
・
世
田
谷
各
区
と
武
蔵
野
市
の
小
学
校
や
児
童
館

で
行
わ
れ
て
い
る
「
お
は
な
し
＝
語
り
」
の
会
場
を
実
際
に
参
観
し
て
こ
ら

れ
、
そ
の
様
子
を
映
像
を
使
っ
て
報
告
さ
れ
た
。
語
り
手
に
同
行
し
て
、
子

ど
も
達
と
一
緒
に
昔
話
を
聴
く
体
験
も
さ
れ
た
。
次
に
報
告
の
概
要
を
記
す
。

一
九
七
、八
〇
年
代
に
は
、
学
校
で
語
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
時

に
は
、
教
員
と
の
個
人
的
繋
が
り
が
、
学
校
で
語
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

自
分
の
子
ど
も
が
通
っ
て
い
る
小
学
校
で
語
る
、
子
ど
も
文
庫
で
語
り
を
聴

い
た
保
護
者
が
学
校
に
働
き
か
け
る
、
そ
の
評
判
を
聞
い
た
教
員
が
語
り
を

依
頼
す
る
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
語
り
を
知
っ
た
教
員
が
移
動
先
の
小
学
校

で
も
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
近
年
は
、
語
る
場
が
多
く
な
っ
て
語
り
手

が
忙
し
く
な
り
、
依
頼
に
応
え
き
れ
な
い
状
況
も
出
て
い
る
。

図
書
館
や
児
童
館
な
ど
で
は
、
聴
き
た
い
と
思
う
子
ど
も
が
集
ま
っ
て
く

る
が
、
学
校
で
は
全
て
の
子
ど
も
が
対
象
に
な
る
の
で
、
落
ち
着
い
て
聴
け

な
い
子
ど
も
も
い
る
。
そ
う
い
う
子
も
、
聴
く
回
数
を
重
ね
る
と
よ
く
聴
け

る
よ
う
に
な
る
、と
経
験
を
積
ん
だ
語
り
手
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
た
。
た
だ
、

教
員
と
語
り
手
と
の
間
に
、
昔
話=

「
お
は
な
し
」
を
聴
く
こ
と
の
本
来
的

な
意
義
を
共
有
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
あ
る
。
語
り
手
は
、
昔
話
を
聴

い
た
子
ど
も
が
昔
話
の
世
界
を
楽
し
み
、
そ
こ
か
ら
生
き
る
力
や
心
が
育
つ

こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
教
員
か
ら
は
、
子
ど
も
に
感
想
を
尋
ね
た

り
、
授
業
に
直
結
す
る
成
果
を
期
待
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。

教
員
側
の
発
言
も
報
告
さ
れ
た
。
子
ど
も
は
「
お
は
な
し
」
を
聴
く
こ

と
が
大
好
き
だ
と
気
づ
い
た
。
絵
の
助
け
が
な
い
と
聴
け
な
い
子
ど
も
が
、

言
葉
だ
け
で
語
ら
れ
る
「
お
は
な
し
」
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
静
か
に
聴

い
て
い
る
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
た
、
な
ど
で
あ
る
。
聴
い
て
良
か
っ
た
と

満
足
で
き
る
「
お
は
な
し
会
」
に
す
る
た
め
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
教

職
員
と
の
間
で
、
事
前
に
準
備
と
話
し
合
い
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
は
、

学
校
側
に
も
あ
る
。
先
生
が
生
徒
と
一
緒
に
「
お
は
な
し
」
を
楽
し
ん
で

い
る
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
達
は
、
総
じ
て
良
い
聴
き
手
で
あ
る
と
い
う
。

学
校
で
の
語
り
が
多
く
な
っ
た
背
景
に
は
、「
21
世
紀
を
展
望
し
た
我
が

教室でおはなしを聴く子ども達
（世田谷区立烏山小学校2年生）
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国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
第
一
五
期
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申　

一
九
九
六
年
）
で
「
開
か
れ
た
学
校
」
づ
く
り
が
提
唱
さ
れ
た
こ
と
等
の

意
味
は
少
な
く
な
い
。

図
書
館
と
学
校
と
の
連
携
に
つ
い
て
、
二
例
の
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ

た
。国

立
市
立
図
書
館
（
東
京
都
）
で
は
、「
く
に
た
ち
お
話
の
会
」

（
一
九
六
七
年
発
足
。
ベ
テ
ラ
ン
の
語
り
手
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る

グ
ル
ー
プ
）
と
の
二
人
三
脚
で
市
内
の
小
学
校
で
語
っ
て
い
る
。
こ
の
取

り
組
み
は
、
ほ
ぼ
三
十
年
間
続
い
て
お
り
、
二
〇
一
四
年
度
に
は
市
内
の

小
学
校
と
保
育
園
等
述
べ
一
六
五
ク
ラ
ス
、
四
五
〇
七
人
に
語
っ
た
。
市

立
中
央
図
書
館
長
が
校
長
会
で
説
明
を
し
た
り
、
学
期
始
め
に
学
校
の
予

定
を
問
い
合
わ
せ
る
な
ど
、
き
め
細
か
な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
日
高
市
立
図
書
館
（
埼
玉
県
）
で
は
、
図
書
館
は
一
館
し
か
な
い

の
で
、
市
内
六
つ
の
小
学
校
へ
、
図
書
館
職
員
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
一
緒

に
出
か
け
て
「
お
は
な
し
会
」
を
行
っ
て
い
る
。
院
内
学
級
や
特
別
支
援

学
校
で
も
同
様
に
行
っ
て
い
る
。
図
書
館
が
「
お
は
な
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

養
成
講
座
」
や
勉
強
会
な
ど
を
行
っ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
り
、
常
時

十
数
名
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
個
人
登
録
し
て
い
る
。
市
内
の
あ
る
小
学
校

で
、
昨
年
度
卒
業
し
た
六
年
生
が
在
学
中
の
六
年
間
に
聴
い
た
「
お
は
な

し
」
の
リ
ス
ト
が
資
料
と
し
て
示
さ
れ
た
。
短
い
話
も
あ
る
が
、
全
部
で

四
七
話
に
な
る
。

リ
ス
ト
を
見
る
と
一
、二
年
生
で
は
日
本
の
昔
話
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、

中
・
高
学
年
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
外
国
の
昔
話
で
あ
る
こ
と
が
筆
者
に
は

気
に
な
っ
た
。
語
り
手
を
育
成
す
る
養
成
講
座
の
最
近
の
傾
向
に
つ
い
て

も
言
及
さ
れ
た
。

東
京
子
ど
も
図
書
館
主
催
の
「
お
話
の
講
習
会
」（
一
九
七
四
年
よ
り
）

と
、
小
澤
昔
ば
な
し
研
究
所
主
催
の
「
昔
ば
な
し
大
学
」（
一
九
九
二
年

よ
り
、
全
国
各
地
で
開
催
）
で
あ
る
。
受
講
応
募
者
に
み
る
最
近
の
傾
向

は
、
前
者
で
は
、
始
め
の
頃
は
文
庫
関
係
者
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
は
お

は
な
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が
増
え
て
お
り
、
高
齢
者
も
増
加
し
て
い
る
。

後
者
で
も
、
受
講
生
は
読
み
き
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
る
女
性
が

多
い
。「
語
り
手
た
ち
の
会
」
に
つ
い
て
は
、
大
島
廣
志
氏
「『
語
り
の
養

成
』
の
今
」（「
伝
え
」
第
54
号　

二
〇
一
四
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

学
校
で
の
「
お
は
な
し
会
」
は
、
教
員
に
と
っ
て
は
方
言
や
伝
統
文
化

の
継
承
の
問
題
、
子
ど
も
の
心
の
成
長
を
支
え
る
「
お
は
な
し
」
の
力
に

つ
い
て
考
え
る
契
機
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
お
は
な
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
受
け
入
れ
る
に
は
、
教
員
が
昔
話
の
語
り
を
聴
く
体
験
を
す
る
こ
と
も

大
切
だ
が
、
こ
れ
は
教
員
養
成
の
あ
り
方
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
学
会
と

し
て
も
考
え
て
み
る
問
題
で
あ
る
か
と
思
う
。

三
氏
の
報
告
の
中
で
、「
昔
話
」
ま
た
は
「
昔
話
を
語
る
」
を
意
味
す
る

言
葉
は
、「
昔
話
」「
民
話
」「
お
は
な
し
」「
語
り
」
な
ど
様
々
に
遣
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
尊
重
し
て
、
敢
え
て
用
語
の
統
一
は
し

な
か
っ
た
。
こ
の
用
語
の
多
様
さ
か
ら
も
現
代
の
語
り
事
情
が
窺
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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五　

聴
く
こ
と
の
意
義

「
新
庄
民
話
の
会
」
が
行
う
子
ど
も
達
へ
の
語
り
の
指
導
は
、
お
お
ら

か
だ
。
民
話
ク
ラ
ブ
は
学
校
の
授
業
の
一
環
と
し
て
あ
る
の
で
、
先
生
の

指
導
の
下
に
、
子
ど
も
た
ち
は
昔
話
の
本
を
読
ん
で
自
分
で
選
ぶ
。
ほ
と

ん
ど
新
庄
・
最
上
地
方
の
昔
話
で
あ
る
。「
民
話
の
会
」
会
員
は
、
子
ど
も

が
覚
え
て
語
る
の
を
聴
い
て
、
助
言
を
す
る
。
言
い
難
く
そ
う
な
言
葉
は
、

言
い
換
え
て
し
ゃ
べ
り
や
す
い
言
葉
を
教
え
る
く
ら
い
で
、
細
か
い
こ
と

は
言
わ
な
い
。
聴
く
こ
と
が
勉
強
だ
と
、
常
に
言
っ
て
い
る
、
と
の
こ
と

で
あ
る
。
子
ど
も
達
が
語
る
の
は
、
敬
老
の
日
や
公
民
館
祭
り
の
ほ
か
に
、

こ
ん
な
時
も
あ
る
そ
う
だ
。
夏
休
み
中
に
学
校
で
合
宿
が
あ
る
が
、
こ
の

時
、
子
ど
も
達
は
近
所
の
家
に
お
風
呂
を
も
ら
い
に
行
く
。
そ
の
お
礼
に

昔
話
を
語
る
の
だ
と
い
う
。
何
と
も
微
笑
ま
し
い
。

「
民
話
の
会
」
も
「
お
は
な
し
グ
ル
ー
プ
」
も
〝
子
ど
も
は
誰
も
昔
話
を

聴
く
こ
と
が
好
き
〞
と
い
う
了
解
に
立
っ
て
の
活
動
で
あ
る
と
思
う
。「
現

代
の
語
り
手
」
達
は
、
長
い
活
動
を
通
し
て
そ
の
こ
と
を
確
信
し
た
。
立

石
氏
の
報
告
に
も
あ
っ
た
が
、
落
ち
着
き
が
な
く
、
動
き
回
っ
て
い
る
よ

う
な
腕
白
な
子
ど
も
が
、
良
い
聴
き
手
に
な
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
耳
に

す
る
。
ま
た
、「
お
は
な
し
」
が
始
ま
る
と
、
子
ど
も
達
が
そ
の
世
界
に
入

り
込
ん
で
不
思
議
な
体
験
を
感
じ
、
終
わ
る
と
ふ
っ
と
現
実
に
帰
っ
て
く

る
、
そ
ん
な
経
験
は
語
り
手
を
喜
ば
せ
て
、
語
り
続
け
る
力
に
な
る
。

渡
部
氏
か
ら
感
動
的
な
逸
話
を
伺
っ
た
。
あ
る
小
学
校
へ
朝
の
二
〇
分

間
、
隔
週
で
語
り
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
二
学
年
が
合
同
で
聴
く
の
だ

が
、
三
、四
年
生
の
中
に
、
常
に
動
き
回
っ
て
い
る
児
童
が
い
る
の
で
、
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
と
思
案
し
た
先
生
が
、
毎
週
渡
部
さ
ん
に
語
っ
て
も
ら

い
た
い
と
提
案
さ
れ
た
。
語
っ
て
み
る
と
、
そ
の
子
は
じ
っ
と
し
て
聴
い

て
い
る
。
秋
に
な
っ
て
「
三
枚
の
お
札
」
を
語
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
子
が

段
ボ
ー
ル
と
画
用
紙
を
使
っ
て
、
包
丁
を
研
ぐ
山
姥
と
囲
炉
裏
端
に
居
る

小
僧
の
場
面
を
作
っ
た
と
い
う
。
氏
の
昔
語
り
が
子
ど
も
の
心
に
響
い
た

の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
計
ら
い
を
し
た
先
生
も
素
晴
ら
し
い
が
、
昔
話

が
子
ど
も
の
心
に
及
ぼ
す
力
を
目
の
当
た
り
に
し
た
思
い
が
す
る
。

「
昔
話
は
聴
く
相
手
が
あ
っ
て
こ
そ
」「
聴
く
こ
と
が
大
事
」「
耳
か
ら
聴

く
体
験
が
子
ど
も
時
代
に
楽
し
い
経
験
と
し
て
あ
っ
た
」「
教
員
が
昔
話
を

聴
く
体
験
」
│
三
人
の
報
告
の
中
で
、
何
度
も
出
て
き
た
〈
聴
く
〉
と
い

う
語
に
連
な
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
昔
話
を
聴
い
た
幼
児
体
験
は
な
い
と

思
っ
て
い
る
「
現
代
の
語
り
手
」
も
、
語
り
続
け
る
う
ち
に
、
自
分
の
記

憶
の
奥
に
幼
い
時
に
聴
い
た
声
や
言
葉
に
気
づ
く
。
そ
の
記
憶
が
、
語
る

力
の
基
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
現
代
の
語
り
」
に
つ
い
て
学
び
始
め
た
時
期
は
、
口
承
文

芸
学
界
に
お
い
て
は
、
語
り
言
葉
を
翻
字
し
た
、
優
れ
た
昔
話
資
料
集
の
刊

行
が
相
次
ぎ
、
本
学
会
が
創
立
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
頃
に
「
伝
承

の
語
り
手
」
と
「
現
代
の
語
り
手
」
が
出
会
っ
て
い
た
ら
、「
現
代
の
語
り

手
」
が
「
伝
承
の
語
り
」
を
聴
い
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
影
響
を
受
け
た
で
あ

ろ
う
か
。
接
点
が
持
て
な
か
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。
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昔
話
は
口
か
ら
耳
へ
、
耳
か
ら
口
へ
と
伝
え
ら
れ
た
口
承
文
芸
で
あ
れ

ば
、「
伝
承
の
語
り
」
が
自
然
で
本
来
的
な
語
り
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
語

り
が
ど
う
い
う
も
の
か
は
、
土
地
の
空
気
を
吸
い
、
伝
来
の
食
べ
物
を
食

し
、
語
り
手
に
向
き
合
っ
て
、
頷
き
な
が
ら
聴
き
た
い
。
大
西
氏
が
、
採

訪
で
出
会
っ
た
語
り
手
の
こ
と
に
言
及
し
た
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

故
野
村
純
一
氏
は
、「
現
代
の
語
り
手
」
達
に
「
伝
承
の
語
り
」
を
聴
く

よ
う
に
勧
め
て
、
佐
渡
へ
の
採
訪
を
指
導
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、「
都
会
の
中

で
作
り
あ
げ
た
言
葉
で
、
口
頭
伝
承
と
し
て
の
昔
話
を
語
っ
た
り
、
継
承

し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
い
つ
か
は
ど
こ
か
で
大
き
な
壁
に
ぶ
ち
あ
た
る

時
を
む
か
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
危
惧
を
感
じ（
８
）」

る
か
ら
、
と
。

筆
者
も
仲
間
の
語
り
手
達
と
共
に
、
山
形
県
真
室
川
町
の
語
り
手
の
方
々

を
何
度
か
訪
ね
た
。
大
西
氏
の
報
告
に
も
あ
る
土
地
で
あ
る
。
そ
こ
で
語
り

を
聴
い
た
人
の
誰
も
が
感
動
し
、
楽
し
く
も
強
烈
な
印
象
を
与
え
ら
れ
た
。

「
伝
承
の
語
り
手
」
を
都
会
へ
招
い
て
語
り
を
聴
く
企
画
も
あ
る
。
多

く
の
人
が
聴
く
こ
と
の
で
き
る
良
さ
は
あ
る
が
、
土
地
の
力
や
暮
ら
し
の

匂
い
を
捨
象
し
て
、
昔
語
り
の
面
白
さ
だ
け
を
求
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

長
期
間
に
亘
っ
て
語
り
続
け
て
い
る
「
現
代
の
語
り
手
」
は
多
い
。
二
、

三
十
年
は
お
ろ
か
四
、五
十
年
も
経
験
を
積
ん
だ
語
り
手
も
い
る
の
で
、
素

晴
ら
し
い
語
り
を
聴
く
こ
と
も
、
先
達
に
学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
新
人
の

語
り
手
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
傾
き
や
す
い
と
い
う
懸
念
の
声
も
な
い
で

は
な
い
が
、
全
体
の
水
準
は
上
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

良
い
聴
き
手
が
良
い
語
り
手
に
な
る
と
い
わ
れ
る
。
良
い
語
り
を
聴
く

こ
と
が
大
切
だ
と
も
い
う
。
特
に
、
子
ど
も
達
に
は
優
れ
た
語
り
を
聴
か

せ
た
い
。
昔
話
を
聴
い
た
子
ど
も
が
、
全
員
語
り
手
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
し
、
将
来
、
何
人
の
子
ど
も
が
語
る
よ
う
に
な
る
の
か
は
分
か
ら
な
い

が
、
ま
ず
聴
く
こ
と
が
そ
の
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

近
年
、
乳
幼
児
と
そ
の
親
を
対
象
に
し
た
「
お
は
な
し
会
」
が
盛
況
で

あ
る
。
赤
ち
ゃ
ん
や
幼
児
に
聴
か
せ
る
と
同
時
に
、
お
母
さ
ん
（
お
父
さ

ん
も
）
が
「
お
は
な
し
」
や
本
を
好
き
に
な
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
よ
い

と
考
え
て
、
活
動
を
続
け
る
語
り
手
も
い
る
。
聴
き
耳
を
育
て
る
意
味
は

大
き
い
。

六　

地
域
に
根
ざ
す
お
は
な
し
グ
ル
ー
プ

付
表
の
年
表
か
ら
は
、
色
々
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
子
ど
も
の
遊
び

を
質
的
に
変
え
た
ゲ
ー
ム
機
が
、
登
場
し
た
年
を
調
べ
て
み
た
。
任
天
堂

が
、
一
九
八
〇
年
に
ゲ
ー
ム
ウ
ォ
ッ
チ
を
、
八
三
年
に
フ
ァ
ミ
コ
ン
を
発

売
し
た
。
以
後
ソ
フ
ト
が
次
々
と
売
り
出
さ
れ
て
、
子
ど
も
達
を
熱
中
さ

せ
た
。
小
学
校
上
級
生
が
子
ど
も
文
庫
に
来
な
く
な
っ
た
時
期
と
余
り
に

符
合
す
る
の
で
驚
い
た
。

加
え
て
、
八
、九
〇
年
代
は
い
じ
め
や
不
登
校
問
題
が
出
現
し
、
子
ど
も

を
取
り
巻
く
環
境
に
変
化
が
現
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
か
ら
文

部
科
学
省
も
対
応
を
模
索
し
始
め
、
立
石
氏
の
い
わ
れ
た
「
開
か
れ
た
学

校
づ
く
り
」
に
つ
な
が
る
動
き
が
出
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
の
状
況

に
意
識
的
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、「
お
は
な
し
」
活
動
は
続
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け
ら
れ
、
広
が
り
を
み
せ
て
い
っ
た
。

「
現
代
の
語
り
手
」
が
、
子
ど
も
に
「
お
は
な
し
」
を
聴
い
て
欲
し
い
と

願
う
の
は
、
第
一
に
「
お
は
な
し
」=

昔
話
を
聴
く
こ
と
は
楽
し
い
こ
と

だ
か
ら
と
い
う
答
え
が
得
ら
れ
る
と
思
う
。
無
心
に
聴
く
う
ち
に
、
子
ど

も
は
、
昔
話
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
│
│
生
き
る
勇
気
や
困
難
を
克

服
す
る
力
│
│
を
受
け
取
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
映
像
や
Ｉ
Ｔ
器
械
を
通
し

た
音
声
に
囲
ま
れ
た
現
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
生
の
言
葉
で
語
ら
れ
る
語

り
を
大
切
に
し
た
い
。
何
故
な
ら
、
肉
声
の
言
葉
こ
そ
、
人
の
心
を
育
て

る
も
の
だ
か
ら
、
と
。

子
ど
も
と
本
を
結
ぶ
た
め
に
始
ま
っ
た
「
現
代
の
語
り
」
活
動
で
は
あ

る
が
、
数
十
年
語
り
続
け
て
き
た
語
り
手
達
は
、
語
り=

聴
く
こ
と
の
本

来
的
な
喜
び
に
気
づ
い
て
い
っ
た
。
子
ど
も
に
語
る
た
め
だ
け
で
な
く
、

大
人
も
「
お
は
な
し
」
の
魅
力
に
捉
え
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

立
石
氏
か
ら
、全
国
規
模
の
語
り
手
養
成
講
座
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
っ

た
が
、
小
規
模
の
語
り
手
養
成
講
座
は
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
主
催
者

は
公
民
館
や
図
書
館
、
自
主
団
体
等
い
ろ
い
ろ
だ
が
、
語
り
を
始
め
た
き
っ

か
け
は
、
講
座
に
参
加
し
て
と
い
う
語
り
手
が
多
い
。

「
お
は
な
し
」
を
知
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
担
い
手
を
増
や
す
意
図
を
持
っ

て
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
た
め
の
自
主
グ
ル
ー
プ
主
催
の
養
成
講

座
の
呼
び
か
け
文
を
見
て
み
よ
う
。

「
子
ど
も
た
ち
に
直
接
語
り
か
け
る
お
は
な
し
は
、
子
ど
も
の
心
に
深
く

働
き
か
け
、
生
き
る
力
を
つ
け
る
手
助
け
を
し
て
く
れ
ま
す
（
立
川
地
域
文

庫
連
絡
会
お
は
な
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
主
催
の
養
成
講
座
募
集
ち
ら
し
か
ら
）。

「
幼
い
日
お
は
な
し
を
し
て
も
ら
っ
た
人
は
、
そ
の
幸
せ
を
一
生
忘
れ
な

い
と
い
い
ま
す
（
世
田
谷
区
の
お
は
な
し
泉
主
催
の
養
成
講
座
募
集
ち
ら

し
か
ら
）。

ど
ち
ら
も
子
ど
も
の
心
の
成
長
に
と
っ
て
大
切
で
素
敵
な
働
き
が
あ
る

と
地
域
の
人
々
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

次
に
「
ね
り
ま
お
は
な
し
の
会
」
三
十
周
年
記
念
誌
『
あ
ゆ
み
と
ひ
ろ

が
り
』（
二
〇
〇
九
年
）
を
見
て
み
よ
う
。「
は
じ
め
に
」
に
は
、
こ
の
会

の
誕
生
に
関
わ
っ
た
講
座
の
指
導
者
で
あ
る
故
小
河
内
芳
子
氏（
９
）の

す
べ
て

の
家
庭
に
語
り
の
楽
し
み
を
と
い
う
考
え
を
会
員
が
共
有
し
て
、「
私
た
ち

が
子
ど
も
に
語
り
、
そ
れ
を
聞
い
た
子
ど
も
達
が
ま
た
そ
の
子
に
語
り
、

と
い
う
ふ
う
に
、
伝
承
の
語
り
と
は
違
う
、
新
し
い
か
た
ち
の
お
は
な
し

が
、
継
承
さ
れ
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
子
ど
も
た

ち
に
お
は
な
し
を
届
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
会
は
、
練
馬
区
全
域
で
語
っ
て
い
る
が
、
語
り
の
今
だ
け
で
は
な
く
、

将
来
共
に
継
続
発
展
さ
せ
た
い
と
の
決
意
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
昨
年
三
十
周
年
を
迎
え
た
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ち
だ
語
り
手
の
会
」

（
東
京
都
町
田
市
）
は
会
則
に
〈
こ
の
会
は
、〝
肉
声
で
お
は
な
し
を
語
る

こ
と
〞
を
通
し
て
「
心
豊
か
な
ひ
と
と
き
」
を
子
ど
も
た
ち
と
共
有
し
、

地
域
社
会
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
〉
と
記
し
、
明
快
に
地
域

社
会
に
目
配
り
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
会
員
達
の
力
で

『
語
っ
て
聞
か
せ
る　

町
田
の
民
話
』（
二
〇
〇
九
）
を
刊
行
し
、
今
続
編

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
し
た
の
は
、
地
域
を
見
据
え
た
活

動
が
継
続
し
て
行
わ
れ
る
た
め
と
い
い
、
子
ど
も
達
が
暮
ら
す
地
域
の
教
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育
力
や
生
活
環
境
の
向
上
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
引
用
文
か
ら
は
、「
現
代
の
語
り
手
」
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、

現
在
を
見
据
え
、
将
来
を
見
通
す
地
域
文
化
の
実
践
活
動
と
い
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七　

語
り
活
動
の
こ
れ
か
ら

「
民
話
の
会
」
な
ど
「
伝
承
の
語
り
手
」
達
の
グ
ル
ー
プ
活
動
の
目
的
は
、

自
分
達
の
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
た
、
故
郷
の
民
話
を
伝
承
す
る
た
め
と
明

確
で
あ
る
。
地
域
社
会
の
豊
か
な
文
化
を
育
む
と
い
う
大
枠
は
同
じ
で
も

「
現
代
の
語
り
手
」
達
の
活
動
と
は
異
な
る
文
化
的
背
景
が
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
同
じ
地
域
に
あ
っ
て
も
、「
民
話
の
会
」
と
「
お
は
な
し
グ
ル
ー
プ
」

が
一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
研
究
例
会
に
参
加
し
て
お
ら

れ
た
「
鳥
取
・
民
話
を
語
る
会
」
の
小
林
達
雄
氏
か
ら
も
、
鳥
取
県
で
「
現

代
の
語
り
手
」
達
と
一
緒
に
活
動
す
る
例
は
聞
け
な
か
っ
た
。
幾
人
か
に

尋
ね
て
み
た
が
、
や
は
り
、「
民
話
の
会
」
と
「
お
は
な
し
」
グ
ル
ー
プ
が

協
力
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
見
が
多
い
。

そ
ん
な
中
、
宮
城
県
で
は
、「
み
や
ぎ
民
話
の
会
」
の
肝
い
り
で

二
〇
一
五
年
に
「
泉
南
地
方
の
民
話
交
流
の
つ
ど
い
」
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
教
え
ら
れ
た
。
昨
年
は
二
回
目
で
、
県
内
に
広
く
呼
び
か
け
て
行
っ
た

と
こ
ろ
七
グ
ル
ー
プ
八
〇
人
が
集
ま
っ
た
。
三
グ
ル
ー
プ
に
別
れ
て
の
語

り
あ
い
と
小
野
和
子
氏
（
み
や
ぎ
民
話
の
会
創
立
者
、
現
顧
問
）
の
講
演

と
い
う
内
容
で
行
わ
れ
た
。
県
内
の
い
ろ
ん
な
語
り
を
聴
き
、
好
評
だ
っ

た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
「
つ
ど
い
」
を
重
ね
る
こ
と
で
、
様
々
な
性
格

の
会
が
協
同
し
、
刺
激
し
合
え
ば
、
何
か
新
し
い
展
望
が
見
つ
か
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
文
庫
や
お
は
な
し
会
で
語
り
を
聴
い
た
子
ど
も
達
の
中
で
、
大

人
に
な
っ
て
も
そ
の
話
や
お
ば
さ
ん
（
語
り
手
の
こ
と
）
を
覚
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
覚
え
て
い
る
と
言
う
成
人
し
た
子
ど
も
と
の
出
会
い
は
、

想
像
以
上
に
多
い
。
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
都
市
（
人
口
一
五
万
人
位
か
）

で
、
二
、三
十
年
活
動
し
て
い
る
人
に
多
い
よ
う
だ
。
子
ど
も
は
、「
お
は

な
し
」
だ
け
を
覚
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
語
っ
て
く
れ
た
人
の

記
憶
と
一
緒
に
覚
え
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
出
会
い
の
条
件
も
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

耳
に
残
る
語
り
の
声
や
言
葉
は
生
き
て
記
憶
さ
れ
る
。
そ
の
命
を
つ
な

ぐ
た
め
に
、
語
り
手
達
は
、
共
に
語
り
、
子
ど
も
達
の
耳
を
養
い
続
け
る

で
あ
ろ
う
。

注（
1
） 

一
九
五
八
年
に
、
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
渡
辺
茂
男
ら
に

よ
っ
て
、
児
童
図
書
館
員
ら
に
教
示
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
拙
文

「
現
代
の
語
り
」『
こ
え
の
こ
と
ば
の
現
在
│
口
承
文
芸
の
歩
み
と

展
開
│
』
二
〇
一
七　

日
本
口
承
文
芸
学
会
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
） 
子
ど
も
文
庫
は
、
家
庭
文
庫
と
地
域
文
庫
と
区
別
す
る
こ
と
も
あ
る

が
、
実
際
の
営
み
は
同
じ
な
の
で
、
こ
こ
で
は
併
せ
て
子
ど
も
文
庫

と
い
う
。
文
庫
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
り
、
各
々
の
顔
を
持
つ
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と
い
わ
れ
て
い
る
。
前
掲
拙
文
参
照
。

（
3
） 

全
国
子
ど
も
文
庫
調
査
実
行
委
員
会
『
子
ど
も
の
豊
か
さ
を
求
め
て

3
│
│
全
国
子
ど
も
文
庫
調
査
報
告
書
│
│
』
社
団
法
人
日
本
図

書
館
協
会　

一
九
九
五  

（
4
） 

届
け
出
も
決
ま
り
も
な
い
自
主
サ
ー
ク
ル
な
の
で
、
統
計
を
取
る
の

は
難
し
い
が
、
二
〇
一
三
年
度
全
国
読
書
グ
ル
ー
プ
総
覧
（
公
益
社

団
法
人
読
書
推
進
運
動
協
議
会
）所
収
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
う
ち
、

子
ど
も
の
本
に
関
わ
り
、
実
演
を
行
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
を
み
た
。

図
書
館
を
通
し
た
調
査
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
、
筆
者
に
よ
る
控
え

め
の
推
定
で
あ
る
。

（
5
） 「
民
話
」
第
40
号　

東
北
文
教
大
学
・
東
北
文
教
大
学
短
期
大
学
部

民
話
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
一
六

（
6
） 

花
部
英
雄
「
被
害
記
憶
の
形
象
と
継
承
」『
口
承
文
芸
研
究
』
三
九

号　

日
本
口
承
文
芸
学
会　

二
〇
一
六

（
7
） 

共
に
葛
城
市
民
話
編
集
委
員
会
編　

葛
城
市
立
図
書
館　

二
〇
〇
八
）

（
8
） 

野
村
純
一
「
講
演
録
昔
話
の
語
り
手
│
佐
渡
の
語
り
手
を
中
心
と

し
て
│
」（『
語
り
の
世
界
』
創
刊
号　

一
九
八
五　

語
り
手
た
ち

の
会
）

（
9
） 

図
書
館
司
書
と
し
て
、
昭
和
初
期
か
ら
日
本
の
児
童
図
書
館
の
充
実

発
展
に
努
め
て
き
た
。
戦
後
は
、
児
童
図
書
館
研
究
会
会
長
と
し
て

後
進
を
育
成
し
た
。

 

（
す
ぎ
う
ら
・
く
に
こ
／
昔
語
り
の
実
践
と
研
究
・
ふ
き
の
と
う
）

付表「子どもの本とおはなし」関連年表　　　　   日本口承文芸学会　第 70回例会：2016/03/26
於：高千穂大学　作成：大西　登貴子

1887（明治 20） 『西洋古事神仙叢話』（グリム童話の日本への最初の紹介：翻案）
1891（明治 24） 少年読み物『こがね丸』（巌谷小波　博文館　明治 24）
1896（明治 29） 巌谷小波　口演童話の試み（岸辺福雄の口演童話もこの頃）
1903（明治 36） 久留島武彦　第一回お伽噺の会
1904（明治 37.2） 大阪図書館開館
1906（明治 39.3） 帝国図書館開館
1908（明治 41.11）東京市立日比谷図書館開館（児童室：8歳以上）
1910（明治 43） 『遠野物語』（柳田國男）
1914（大正 3） 月刊少年雑誌『少年倶楽部』創刊：大日本雄弁会（現講談社）～1962（昭和 37）
1916（大正 5） 『お話の研究』（水田光　大日本図書）
1918（大正 7） 幼年雑誌『赤い鳥』創刊（鈴木三重吉）
1922（大正 11） 絵雑誌『コドモノクニ』創刊（東京社）
1924（大正 13） 『注文の多い料理店』（宮澤賢治）
1927（昭和 2） 文芸春秋『小学生全集（全 88）巻』（1927-29）
1927（昭和 2） 児童文化叢書：アルス『日本児童文庫（全 76巻）』（1927-30）
1936（昭和 11） 「講談社の絵本」刊行開始
1940（昭和 15） 『熊のプーさん』（石井桃子訳）岩波書店から刊行
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1946（昭和 21） 「日本児童文学者協会」結成
1947（昭和 22） 『ノンちゃん雲に乗る』（石井桃子作）大地書房から刊行
1948（昭和 23） 国立国会図書館開館
1950（昭和 25） 「岩波少年文庫」創刊
1950（昭和 25.4）「図書館法」公布
1951（昭和 26） 坪田譲治「びわの実学校」創立
1952（昭和 27） 「民話の会」結成
1953（昭和 28.3）「日本児童図書出版協会」設立
1953（昭和 28.10）「児童図書館研究会」（児図研）発足
1953（昭和 28） 「岩波子どもの本」創刊　12月『ちびくろさんぼ』他刊行
1953（昭和 28.2） テレビ放送開始
1954（昭和 29） 「赤胴鈴之助」（『少年画法』連載開始、ラジオ放送 1957-1959）
1956（昭和 31.3）「こどものとも」（福音館書店）刊行開始
1957（昭和 32） 「家庭文庫研究会」結成：石井桃子、土屋滋子、福田直美、村岡花子、村岡み

どり⇒ 1960（昭和 40）に、児図研に合流
1958（昭和 33） 石井桃子　自宅で「かつら文庫」開く
1958（昭和 33） 渡辺茂男、児図研機関紙「こどもの図書館」にてストーリーテリングを連載・

紹介
1959（昭和 34） 『週刊少年サンデー』（小学館）創刊、　『週刊少年マガジン』（講談社）創刊
1959（昭和 34） 『だれも知らない小さな国』（佐藤さとる作　　講談社）出版
1960（昭和 35） 『子どもと文学』（石井桃子、瀬田貞二、鈴木晋一、松居直、いぬいとみこ、渡

辺茂男）中央公論社より刊行
1960（昭和 35.5） 鹿児島県立図書館「母と子の 20分間読書運動」開始
1960（昭和 35） 民話を再創造した『龍の子太郎』出版　（松谷みよ子作　講談社）
1961（昭和 36） 石井桃子、トロント市立公共図書館での「お話大会」に参加
1962（昭和 37） 間崎ルリ子、アメリカから帰国し、「児童図書館研究会」等でストーリーテリ

ング実演
1962（昭和 37） 『少女フレンド』（講談社）創刊
1963（昭和 38） 松岡享子、アメリカから帰国、翌年より大阪市立中央図書館で「お話の時間」

開始
1963（昭和 38.12）『ぐりとぐら』（中川李枝子作　山脇百合子絵　福音館書店　こどものとも）発行
1963（昭和 38） 『マーガレット』（集英社）創刊
1963（昭和 38.3）『中小都市における公共図書館の運営』（中小レポート）日本図書館協会から刊行
1965（昭和 40.5）『子どもの図書館』（石井桃子著）岩波新書刊行
1965（昭和 40.9） 日野市立図書館　BMひまわり号　貸出業務開始
1967（昭和 42.4）「日本親子読書センター」設立
1967（昭和 42.10）「日本子どもの本研究会」　発足
1968（昭和 43） 『週刊少年ジャンプ』（集英社）創刊
1969（昭和 44.6） ねりま地域文庫読書サークル連絡会（東京）発足
1969（昭和 44.8） 第 1回全国子どもの本と児童文化講座（日本子どもの本研究会）開催
1970（昭和 45.1）「子どもの本棚（月刊）」日本子どもの本研究会　創刊
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1970（昭和 45.4）「親子読書・地域文庫全国連絡会」（親地連）発足
1970（昭和 45.7）「雨の日文庫」（大阪府松原市）開設
1971（昭和 46.4）『日本昔話百選』（稲田浩二編著　三省堂）
1971（昭和 46.5） 豊中子ども文庫連絡会　発足
1971（昭和 46.10）「土屋文庫」（土屋滋子主宰）、「松の実文庫」（松岡享子主宰）、「かつら文庫」

（石井桃子主宰）を母体にして「東京子ども図書館設立準備委員会」発足、月
例「お話の会」はじまる

1972（昭和 47） 大阪府内（7月「枚方子どもの本をひろめる会」、8月「寝屋川子ども文庫連
絡会、9月「松原子ども文庫連絡会」発足」

1973（昭和 48.4）『おはなしのろうそく　1～』刊行開始（東京こども図書館）　
1973（昭和 48） 「民話の手帖」（日本民話の会）、「月刊絵本」（盛光社）、「子どもの館（福音館

書店）等創刊、児童書専門店「メルヘンハウス」（名古屋）開店
1973（昭和 48.9）『ストーリーテラーへの道』（ルース・ソーヤ著　日本図書館協会）
1974（昭和 49.1）「東京子ども図書館」公益財団法人の認可を受ける
1974（昭和 49.5） 大阪府立夕陽丘図書館開館（翌　昭和 50年 7月児童室を開室）
1974（昭和 49.12）『季刊　民話』（民話と文学の会）創刊
1975（昭和 50） 伊藤忠記念財団　子ども文庫助成事業を開始
1975（昭和 50） 「まんが日本昔ばなし」　放送開始
1975（昭和 50 『日本昔話集成　全 6巻』（関敬吾　角川書店）
1976（昭和 51.6）「大阪府子ども文庫連絡会」（大子連）結成
1976（昭和 51.11）児童書専門店「木馬館」（大阪市）開店
1977（昭和 52.12）「語り手たちの会」　創立
1977（昭和 52） 『民話と文学　創刊号』～ 2010.3（民話と文学の会）
1977（昭和 52） 『日本昔話通観　全 31巻』（稲田浩二　小澤俊夫責任編集　同朋社）～ 1998
1978（昭和 53） 『日本昔話大成　全 12巻』（関敬吾　角川書店）～ 1980
1979（昭和 54） 国際児童年
1980（昭和 55） 「児童図書館員養成講座（第 1回）」日本図書館協会開催
1984（昭和 59.5） 大阪府立国際児童文学館　開館（⇒ 2010年　大阪府立中央図書館へ引き継ぐ）
1985（昭和 60.10）『ストーリーテリング』（野村純一　佐藤涼子　江森隆子　弘文堂）
1986（昭和 61.10）東京子ども図書館　児童室を開設
2000（平成 12.5） 国立国会図書館子ども図書館開館（東京）
2000（平成 12） 子ども読書年
2001（平成 13.8） ブックスタート支援センター　設立
2001（平成 13.12）「子どもの読書活動の推進に関する法律」公布
2005（平成 17.7）「文字・活字文化振興法」施行
参考資料： 『子どもの本を読む会　３６年の記録』（同編集委員会）、『ひみつの王国　評伝石井桃子』（新潮

社）、『ストーリーテリング』（弘文堂）、　「国立国会図書館子ども図書館」HP　等


