
＊
日
本
児
童
文
学
界
の
「
タ
ブ
ー
の
崩
壊
」

私
の
勤
務
し
て
い
る
大
学
の
講
座
で
は
、
毎
年
十
二
月
に
三
年
生

が
集
ま
っ
て
、
ゼ
ミ
ご
と
に
自
主
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
。
今
年

は
あ
る
ゼ
ミ
の
学
生
た
ち
（
成
實
ゼ
ミ
で
は
な
い
）
が
、
宮
部
み
ゆ

き
の
『
ブ
レ
イ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー
』（
二
〇
〇
三
年
）
を
研
究
対
象

に
取
り
上
げ
た
。
発
表
の
具
体
的
な
内
容
は
割
愛
す
る
が
、
作
中
人

物
の
死
に
つ
い
て
言
及
し
た
く
だ
り
で
、「
児
童
文
学
界
に
お
け
る

タ
ブ
ー
の
崩
壊
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
。
父
親
は
愛
人
と
暮
ら
す

た
め
に
家
を
出
て
行
き
、
母
親
は
自
殺
未
遂
を
起
こ
し
て
し
ま
う
と

い
う
主
人
公
の
設
定
、
主
要
登
場
人
物
が
人
柱
と
な
っ
て
死
ぬ
と
い

う
展
開
は
、「
児
童
文
学
の
タ
ブ
ー
が
崩
壊
」
し
た
後
な
ら
で
は
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
判
断
は
ひ
と
ま
ず
脇
に
置
く
こ

と
と
し
て
、
発
表
を
聞
い
て
い
て
、「
タ
ブ
ー
の
崩
壊
」
と
い
う
言

葉
を
久
々
に
聞
い
た
な
、
と
思
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
「
タ
ブ
ー
の
崩
壊
」
と
い
う
言
葉
は
、
一

九
七
〇
年
代
後
半
頃
か
ら
言
わ
れ
始
め
た
も
の
で
、
本
誌
『
日
本
児

童
文
学
』
も
一
九
七
八
年
五
月
号
で
、「
タ
ブ
ー
の
崩
壊

　

―
―
　

性
・

自
殺
・
家
出
・
離
婚
」
と
い
う
特
集
を
行
っ
て
い
る
。
同
号
に
掲
載

さ
れ
た
「
タ
ブ
ー
は
破
ら
れ
た
か

　

―
―
　

陰
の
部
分
の
物
語
化
を
め
ぐ

っ
て

　

―
―
　

」
と
題
す
る
文
章
の
冒
頭
で
、
本
田
和
子
は
当
時
の
児
童

文
学
界
を
次
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。

児
童
文
学
の
世
界
で
、
タ
ブ
ー
の
解
禁
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

確
か
に
、
最
近
の
作
品
の
中
に
は
、
従
来
あ
ま
り
扱
わ
れ
な
か
っ

た
題
材
や
手
法
を
、
大
胆
に
展
開
さ
せ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な

い
。
そ
の
典
型
例
は
、
両
親
の
不
和
・
離
婚
、
そ
れ
に
伴
っ
て
揺

れ
動
く
家
庭
を
テ
ー
マ
と
し
、
し
か
も
、
必
ず
し
も
従
来
の
よ
う

な
形
で
幸
福
な
結
末
を
約
束
し
て
は
い
な
い
と
い
う
、
そ
ん
な
作

品
の
出
現
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
も
そ
も
児
童
文
学
に
タ
ブ
ー
が
存
在
し
た
の
か
否
か

東
ア
ジ
ア
児
童
文
学
の
ゆ
く
え 

③

　
　―

 

中
国
児
童
文
学
の
「
高
圧
線
」、
そ
し
て
「
五
月
三
十
五
日
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
實 

朋
子
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