
現
在
の
わ
た
し
に
と
っ
て
、
最
大
の
関
心
事

は
、
「
児
童
文
学
で
何
が
で
き
る
か
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
大
ま
か
に
わ
け
て
、
二
つ

の
方
向
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
ゲ
ド
戦
記
』
を

書
い
た
ア
ー
シ
ユ
一
フ
・
ル
ー
グ
ウ
ィ
ン
、
あ
る
い

は
『
フ
ラ
ン
パ
ー
ズ
屋
敷
の
人
び
と
』
を
書
い

た
K
・
M
・
。
ヘ
イ

ト
ン
、
こ
う
し

た
現
代
作
家
の

「
書
く
こ
と
」
の

意
味
を
史
的
な

瞭
形
で
確
か
め
る

こ
と
が
そ
の
一

つ
で
あ
る
。
こ

野
こ
に
は
,
.
↓
牙
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冬
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ル
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冬
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易

ら
ず
し
も
海
外
作
家
の
検
討
か
ら
始
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
わ
た
し
の
最
籾
の
本
『
戦
後
児
童
文

学
論
』
(
理
論
社
・
一
九
六
七
)
は
、
日
本
児
童
文

学
の
脆
弱
性
を
、
作
家
た
ち
の
状
況
把
握
の
図
式

性
か
ら
照
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

海
外
作
家
の
作
品
と
日
本
の
児
童
文
学
を
「
現

代
」
と
い
う
視
点
か
ら
等
質
に
と
ら
え
よ
う
と
し

た
の
は
、
『
現
代
の
児
童
文
学
』
(
中
公
新
書
・
一

九
七
己
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
児
童
文
学
を
三
つ

の
発
想
法
に
分
類
し
、
そ
の
拡
が
り
と
深
ま
り
を

確
か
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
「
児

童
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
解
明
す
る
よ

う
に
努
力
し
た
。

児
童
文
学
を
孤
立
し
た
一
領
域
と
し
な
い
た
め

に
、
成
人
文
化
、
あ
る
い
は
絵
本
、
漫
画
と
共
に

考
え
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
『
わ
れ
ら
の
時
代
の

ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
合
卵
文
社
・
一
九
七
八
)
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
現
代
作
家
と
ポ
タ
ー
の
よ
う
な

古
典
的
絵
本
作
家
が
並
列
的
に
登
場
す
る
。
こ
う

し
た
個
別
的
作
品
世
界
と
そ
の
発
想
を
、
一
つ
の

視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
わ
た
し

の
課
題
で
あ
る
。

第
二
の
関
わ
り
は
、
『
ち
ょ
ん
ま
げ
手
ま
り
歌
』

(
理
論
社
・
一
九
七
八
)
か
ら
始
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
の
試
み
が
あ
る
。
た

と
え
ぱ
、
大
学
四
回
生
の
時
に
、
畏
友
・
片
山
寿

昭
(
現
文
学
部
教
授
)
の
全
面
的
支
援
で
出
版
し

た
私
家
版
の
童
話
集
『
蟻
』
も
そ
う
な
ら
、
高
校

教
師
時
代
に
書
い
た
『
空
は
深
く
て
暗
か
っ
た
』

月
則
〆
則
8
ず
"
§
仇
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
な
ぜ
子
ど
も
の
本
を
書
く
か
」
と
い
う
作
家
の

発
想
の
閻
題
も
含
ま
れ
る
。
い
ま
一
つ
の
関
わ
り

方
は
、
文
字
通
り
、
じ
ぷ
ん
が
作
品
を
「
書
く
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
文
学
の
在
り
方
や
可
能
性

を
探
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
関
わ
り
方
は
、
わ
た
し
の
場
貪
か
な

舎
二
書
房
)
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
わ

た
し
の
現
代
児
童
文
学
を
確
か
め
る
た
め
の
一
里

程
標
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

状
況
と
人
間
の
関
わ
り
方
を
児
童
文
学
と
い
う

形
で
追
求
し
九
の
は
、
『
目
こ
ぼ
し
歌
こ
ぽ
し
』

(
あ
か
ね
書
房
・
一
九
七
四
/
現
在
は
講
談
社
文

庫
)
と
『
日
本
宝
島
』
(
理
論
社
・
一
九
主
◇

で
あ
る
。
共
に
、
「
な
ぜ
日
本
で
は
、
ス
チ
ー
ブ

ン
ソ
ン
の
『
宝
島
』
の
よ
う
な
作
品
が
存
在
し
な

い
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
引
き
金
に
な
っ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
こ
え
る
現
代
の
独
自
の

物
語
の
創
造
と
い
う
こ
と
が
意
図
と
し
て
あ
る
。

ま
た
、
「
状
況
と
人
間
の
関
係
L
 
を
問
い
つ
め
る

一
方
、
フ
プ
ン
タ
ジ
ー
へ
の
試
み
と
し
て
、
『
も

し
も
し
、
こ
ち
ら
ラ
イ
オ
ン
』
(
理
論
社
・
一
九

七
八
)
を
書
い
た
。
こ
れ
は
「
お
子
さ
ま
ラ
ン
チ
」

的
な
幼
年
童
話
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
、
二
年
ど
し
の
長
篇
『
ひ
げ

よ
、
さ
ら
ぱ
』
<
猫
た
ち
の
パ
ラ
ー
ド
>
を
「
子

ど
も
の
館
」
(
福
音
館
発
行
)
に
連
載
中
で
あ
る
。

最
籾
の
構
想
か
ら
物
語
は
礫
脱
し
、
海
図
の
な
い

海
を
帆
船
が
漂
う
よ
う
に
、
登
場
す
る
猫
た
ち
は

勝
手
な
道
を
九
ど
り
は
じ
め
て
い
る
。
だ
か
ら
、

児
童
文
学
を
「
研
究
対
象
」
な
ど
と
、
と
て
も
す

ま
し
て
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。(

女
子
大
学
教
授
)
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