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こ
の
度
、
日
本
国
民
童
話
協
会
が
創
立
さ
れ
ま
し
て
衷
心
か
ら
お
喜
び
の

言
葉
を
申
し
上
げ
ま
す
。
就
き
ま
し
て
は
、
こ
の
機
会
に
聊
い
さ
さか
私
見
を
述
べ
、

ま
た
こ
れ
か
ら
さ
き
出
発
せ
ら
れ
る
皆
様
に
対
し
て
希
望
を
申
し
上
げ
度
い

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
迄
童
話
を
お
話
に
な
る
皆
様
は
、
各
〻
各
所
に
於
い
て
特
色
を
発
揮
さ

れ
、
民
衆
の
教
化
又
子
供
の
教
化
に
当
た
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
立
派
な
仕
事
を
な
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
が

凡
て
の
利
害
を
棄
て
て
、
今
度
こ
こ
に
合
同
さ
れ
一
つ
の
指
導
原
理
に
統
一

さ
れ
た
と
云
う
事
は
、
今
日
の
日
本
に
と
っ
て
、
教
化
運
動
に
於
け
る
一
大

動
力
と
な
る
べ
き
も
の
と
考
え
、
喜
ば
し
く
存
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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そ
う
し
て
凡
て
の
文
化
運
動
も
斯
う
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
何

故
な
ら
ば
、
日
本
は
何
れ
の
方
面
に
於
い
て
も
非
常
時
に
際
会
し
て
居
り
ま

す
。  
就    
中  
な
か
ん
ず
く

、
思
想
問
題
に
於
い
て
、
今
民
族
文
化
と
云
う
も
の
が
創
造

さ
れ
な
け
れ
ば
、
如
何
に
外
に
於
い
て
日
本
が
完
全
に
戦
っ
て
も
駄
目
で
あ

る
。
こ
の
思
想
問
題
の
行
き
詰
ま
っ
て
居
る
の
を
打
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
云
う
使
命
が
、
文
化
人
の
上
に
重
く
掛
か
っ
て
来
た
事
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
民
族
文
化
を
如
何
に
し
て
振
興
す
る
か
。
こ
れ
は
一
言
に
し
て
云
え
ば
、

民
族
悉
こ
と
ご
とく
が
振
る
い
た
っ
て
、
一
つ
の
目
的
に
向
か
っ
て 

邁  

進 

ま
い
し
ん

し
な
け
れ

ば
到
底
駄
目
で
あ
る
。
そ
れ
を
す
る
に
は
国
民
に
一
つ
の
希
望
を
持
た
せ
、

目
的
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
こ
れ
は
即
ち
童
話
の
使
命
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
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童
話
と
云
う
も
の
を
余
り
に
低
く
評
価
し
て
来
た
の
で
な
い
か
。
今
日
の

子
供
の
頭
を
統
一
し
て
行
く
、
子
供
の
思
想
を
統
一
す
る
、
子
供
を
何
処
に

連
れ
て
行
く
か
と
云
う
事
が
、
指
導
階
級
に
分
か
っ
て
居
っ
た
な
ら
ば
、
児

童
の
思
想
統
一
は
軈やが
て
日
本
国
民
の
思
想
統
一
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
青
少

年
の
思
想
統
一
を
抜
き
に
し
て
、
国
民
の
思
想
統
一
は
あ
り
得
な
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
文
化
の
上
に
於
い
て
色
々
の
分
野
が
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
私
は
矢
張
り
童
話
と
云
う
も
の
は
非
常
な
力
を
持
っ
て
来
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　
何
故
か
と
云
う
と
私
共
は
、
日
本
の
昔
話
に
依
っ
て
教
化
さ
れ
て
来
た
の

で
あ
り
ま
す
。
我
々
の
聞
い
た
昔
話
は
、
今
か
ら
見
れ
ば
色
々
に
欠
点
も
あ
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っ
た
で
し
ょ
う
。
併
し
な
が
ら
仇
討
ち
の
話
に
し
て
も
、
滑
稽
な
話
に
し
て

も
、
ど
ん
な
話
を
と
っ
て
来
て
も
、
そ
こ
に
は  

昭    

々  

し
ょ
う
し
ょ
う
た
る
伝
統
が
あ
っ

た
。
伝
統
に
準
じ
て
話
が
出
来
て
居
っ
た
。
そ
こ
に
は
矢
張
り
祖
先
の
訓
戒

が
あ
っ
た
。
民
俗
の
血
が
流
れ
て
居
っ
た
。
矢
張
り
昔
の
お
話
に
は
、
日
本

国
民
の
伝
統
的
精
神
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
。
こ
れ
が
矢
張
り
子
供
達
に
与

え
た
感
銘
と
云
う
も
の
は
深
い
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
今
日
斯
う
や
っ
て
成

長
し
て
居
る
の
も
、
世
の
中
を
見
る
目
を
養
わ
れ
た
の
も
、
子
供
の
中
に
聞

い
た
お
話
が
、
余
程
力
に
な
っ
て
居
る
と
云
う
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
斯
う
云

う
お
話
が
日
本
の
各
農
村
及
び
都
会
に
お
話
さ
れ
て
行
く
と
云
う
事
は
、
要

す
る
に
は
国
民
の
心
と
心
と
を
結
合
す
る
作
用
を
な
し
て
居
っ
た
。
お
話
に

依
っ
て
思
想
の
統
一
を
図
り
、
国
民
の
融
和
を
図
る
と
云
う
事
は
、
知
ら
ず
、
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知
ら
ず
の
間
に
出
来
る
事
で
あ
っ
て
、
お
話
の
使
命
の
尊
い
事
は
、
こ
こ
に

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
が
明
治
以
降
に
な
り
ま
し
て
、
文
化
が
分
裂
し
て
、
職
業
化
し
て
行

き
ま
し
た
か
ら
、
お
話
と
云
う
も
の
が
、
何
時
し
か
民
族
の
大
き
な
倫
理
観

と
云
う
か
或
い
は
宇
宙
観
、
或
い
は
人
生
観
と
云
う
も
の
が
壊
れ
て
し
ま
っ

て
、
子
供
だ
け
を
対
象
と
し
て
語
る
と
云
う
商
品
的
な
形
を
と
っ
て
行
っ
た
。

そ
れ
か
ら
職
業
化
し
て
行
っ
た
と
云
う
、
お
話
の
堕
落
が
こ
こ
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
併
し
こ
れ
は
お
話
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
の
制
度
、

機
構
が
行
き
詰
ま
っ
て
来
た
の
で
独
り
お
話
の
み
を
云
う
の
で
は
な
い
。

　
兎
に
角
今
度
の
事
変
が
、
日
本
国
民
の
自
覚
を
促
し
た
と
云
う
事
は
事
実

で
あ
っ
て
、
こ
の
自
覚
を
促
し
た
と
云
う
事
は
、
日
本
の
使
命
と
云
う
も
の
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は
余
り
に
大
き
く
な
り
ま
し
て
、
今
は
民
族
だ
け
の
問
題
で
な
く
て
、
ア
ジ

ア
の
問
題
に
発
展
し
て
来
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
又
一
面
か
ら

見
れ
ば
、
ア
ジ
ア
の
新
し
い
神
話
が
創
造
さ
れ
、
お
伽
噺
が
生
ま
れ
、
童
話

が
生
ま
れ
て
来
る
時
期
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
私
つ
く
づ
く
考
え
ま
す
の
に
、
今
こ
そ
一
番
童
話
が
国
内
を
統
一

し
、
そ
う
し
て
東
亜
共
栄
圏
の
結
束
を
促
す
と
云
う
上
に
も
、
童
話
の
使
命

が
重
く
な
る
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
は
何
処
に
行
く
か
と
云
う
前

に
、
私
は
矢
張
り
今
日
の
日
本
が
日
本
精
神
に
立
ち
返
っ
て
、
新
ア
ジ
ア
建

設
、
新
ア
ジ
ア
秩
序
の
中
核
を
作
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
迄
の
強

い
者
勝
ち
の
世
界
は
、
昨
日
の
も
の
で
、
今
は
共
栄
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
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ぬ
事
は
、
一
つ
の
原
理
に
な
っ
て
居
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
い
て
す
で
に
然

り
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
東
洋
思
想
の
勝
利
で
あ
っ
て
、
更

に
云
え
ば
日
本
精
神
の
勝
利
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
が
東
亜
新
秩
序
建
設
と
な
っ
て
今
迄
の
物
質
的
か
ら
精
神
的
に
生
き
、

弱
肉
強
食
の
帝
国
主
義
的
考
え
か
ら
離
脱
し
て
、
弱
い
者
を
助
け
、
強
い
者

を
挫
く
と
云
う
所
に
生
き
、
一
宿
一
飯
の
恩
に
も
深
く
感
じ
、
憐
れ
を
持
ち

実
利
よ
り
も
恥
を
重
ん
ず
る
と
云
う
日
本
精
神
の
発
現
以
外
に
私
は
東
亜
新

秩
序
と
云
う
も
の
が
出
な
い
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
迄
の
様
に
或
る
一

国
が
力
に
於
い
て
も
、
或
い
は
経
済
に
於
い
て
も
、
弱
い
者
を
圧
し
て
行
く

と
云
う
事
は
、
結
局
出
来
な
い
事
で
あ
っ
て
、
矢
張
り
一
緒
に
歩
い
て
行
っ

て
、
而
し
て
自
ら
徳
が
彼
等
に
感
染
し
、
訓
化
し
て
行
っ
て
八
紘こう
一
宇
の
精
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神
を
実
現
す
る
以
外
に
道
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
に
し
て
も
現
在
余
り
に
精
神
革
命
と
云
い
、
凡
ゆ
る
方
面
に
於
い
て

急
速
な
事
は
好
ま
れ
な
い
。
矢
張
り
児
童
を
通
し
て
児
童
の
教
化
が
一
番
い

い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
十
年
、
二
十
年
は
直
ぐ
過
ぎ
て
し
ま
う
。
今

の
子
供
達
が
ア
ジ
ア
四
億
の
子
供
達
と
一
緒
に
、
ア
ジ
ア
を
建
設
す
る
時
に
、

或
い
は
世
界
を
建
設
す
る
時
に
、
実
際
し
っ
か
り
し
て
居
っ
た
な
ら
ば
、
ど

ん
な
思
想
が
来
よ
う
と
も
、
ど
ん
な
目
に
遭
お
う
が
大
丈
夫
で
あ
っ
て
、
人

間
が
出
来
な
け
れ
ば
私
は
到
底
駄
目
だ
と
思
う
。
如
何
な
る
思
想
に
対
し
て

も
、
如
何
な
る 

艱  

難 

か
ん
な
ん

に
対
し
て
も
し
の
い
で
行
っ
て
、
弱
い
者
を
助
け
て
、

共
に
進
ん
で
行
く
と
云
う
任
侠
の
精
神
が
な
け
れ
ば
、
東
亜
新
秩
序
の
建
設
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は
出
来
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
期
待
す
る
の
は
矢
張
り
現

在
の
子
供
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
は
こ
れ
ら
の
お
話
が
、
日

本
の
性
格
東
洋
の
風
格
と
云
う
も
の
を
強
く
お
話
の
中
に
錯
綜
し
て
、
人
と

人
を
結
ん
だ
お
話
は
、
東
洋
諸
国
を
結
合
す
る
楔
く
さ
びと
な
る
じ
ゃ
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　
そ
う
云
う
様
に
童
話
の
使
命
は
重
く
あ
る
。
童
話
を
語
る
人
の
使
命
も
重

い
で
す
が
、
現
在
こ
れ
か
ら
童
話
を
以
て
子
供
を
指
導
さ
れ
る
方
は
、
日
本

の
新
し
い
子
供
を
作
る
、
日
本
の
子
供
を
教
化
す
る
前
に
、
自
己
革
命
が
必

要
だ
と
思
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
凡
て
の
指
導
者
が
そ
う
だ
と
思
う
で

す
が
、
長
い
間
の
功
利
思
想
に
成
長
し
て
来
た
父
兄
に
対
し
て
、
又
そ
の
下

に
人
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
子
供
に
対
し
て
感
化
と
云
う
事
は
生
易
し
い
も
の
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で
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
文
字
を
通
し
て
、
そ
の
自
覚
を
促
す
よ
り
も
、

人
格
的
接
触
に
於
い
て
、
お
話
す
る
人
々
が
、
父
兄
を
前
に
置
い
て
、
自
分

の
情
熱
と
自
分
の
魂
を
以
て
訓
化
す
る
よ
り
道
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
う
云
う
意
味
で
指
導
者
た
ら
ん
と
す
る
者
は
、
先
ず
自
分
の
革
命

が
大
事
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
特
に
こ
の
児
童
の
教
化
で
す
が
、
童
話
を
書
く
人
や
或
い
は
童
話
を
話
す

者
だ
け
で
、
果
た
し
て
こ
の
完
璧
を
期
せ
ら
れ
る
か
と
云
う
事
は
疑
わ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
児
童
の
凡
て
の
文
化
機
関
が
一
元
化
し
て
、
一
つ
の
溌
剌

た
る
理
念
の
下
に
結
合
し
て
初
め
て
可
能
な
る
事
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

軈
て
日
本
の
児
童
文
化
も
、
そ
こ
迄
発
展
し
て
行
く
も
の
と
私
は
期
待
し
て

居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
兎
に
角
こ
の
童
話
を
書
く
人
間
は
、
作
品
を
通
し
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て
大
政
に
翼
賛
し
、
お
話
を
す
る
人
は
、
そ
の
お
話
を
通
し
て
大
政
に
翼
賛

さ
れ
て
、
今
日
の
非
常
時
局
に
向
か
っ
て
打
開
し
て
、
そ
う
し
て
輝
か
し
い

未
来
に
向
か
っ
て
精
進
さ
れ
ん
事
を
希
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
（
こ
の
文
は
、
昭
和
十
六
年
六
月
三
日
、
蚕
糸
会
館
に
於
け
る
日
本
国
民

童
話
協
会
発
会
式
の
当
日
の
講
演
の
筆
記
で
あ
り
ま
す
。
）
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