
『
赤

い
鳥
』
再
考

児
童
文
学
史
の
未
熟
ー

関

英

雄

俳
人
小
林

一
茶

を
生
ん
だ
人

口

一
万

二
千
た
ら
ず

の
長
野
県
信
濃

町
が
、
黒
姫
高
原

の
町
有

地

に

「
黒

姫
童
話
館
」

と

い
う
近
代
建
築

の
児
童
文

学
常
設
展

示
館
を
予
算
十

一
億

で
建
設
中

で
、
平

成
三
年
夏
開

館

の
予
定

だ
。

信
州
出
身
ま

た
は
ゆ

か
り

の
島
崎
藤

村
、
坪

田
譲
治

ほ
か

の
作
家

の
著
作

・
資

料
を
中
心

に
、

ミ

ヒ
ャ

エ
ル

・
エ
ン
デ
が

こ

の
童

話
館

に
直
接

寄
贈

し
た

エ
ン
デ

に
関
す

る
全
資
料

も
展
示
さ
れ

る
。

地
方

の
小
自
治

体

の
事
業

と
し
て
は
刮
目

に
価

し
よ

う
。そ

こ
で
同
町
は

二
年
夏

か
ら
月
刊

の
広
報

『
し
な

の
』

に

"
童
話

の
散
歩
道
"

と

い
う
頁
を
設
け
、

こ

の
頁

に
雑
誌

『赤

い
鳥
』

の
こ
と
を
町

の
人

た
ち
に

わ
か
る
文

章

で
書

い
て
ほ
し

い
と
私

に
頼

ん
で
き

た
。

縁
あ

っ
て
童
話
館

の
建
設
現
場

を
見
学

し
た
私

は
喜

ん
で
ひ
き
う
け

た
。
藤
村

も
譲

治
も

『赤

い
鳥
』

ゆ

か
り

の
作
家

で
あ
り
、

日
本

の
近
代
児
童
文
学

の
歴

史

を
拓

い
た
雑
誌

『赤

い
鳥

』
(
鈴
木

三
重
吉
主
宰

、

大

正
七
年
創
刊
、
前
期

・
後

期
合
計
百
九
十

六
冊
を

出

し

て
昭
和
十

一
年

三
重
吉

の
死

で
廃
刊
)

な
く
し

て
は
童

話
館
も
始

ま
ら
な

い
の
だ
と
思

っ
た
。

「
町

の
人

に
わ

か
る
文
章

で
…
…
」
と

い
う
依
頼

の

文

面

に
、
私

は
町
の
商
店

主
や
農
家

の
お
ぽ

さ
ん

の

顔

が

う

か
び
、

こ
れ

は
骨

が

お

れ

る
と
思

っ
た
。

「
わ

か
る
文
章
」

は

「
親

し
め

る
文
章
」

で
な

け
れ

ば

な
ら
ず
、
私

は
反
射
的

に
、
大
正
後
半
期

の
小
学

生
だ

っ
た
私
が

そ

の
こ
ろ
初

め
て
出
会

っ
た

『
赤

い

・

鳥

』

は
、
す
ぐ

に
は
親
し
め
な

い
雑
誌

だ

っ
た

こ
と

を
思

い
出

し
た
。

そ
こ

で
こ
の
稿

は
体
験

的

『
赤

い

鳥

』
再
考

の
小
論

で
あ
る
。

大
正
十

一
年

(
一
九

二
二
)
東
京

の
小

学
校

の
五

年
生

の
私

は
、
貧

し

い
母
子
家
庭

の
子
で
、
月

に
雑

誌

一
冊
買

っ
て
も
ら
う

の
が
や

っ
と
だ

っ
た
。
そ

の

私

に

二
階

の
下

宿
人

の
早
大
生

N

さ

ん
が
、

『赤

い

鳥
』
を
街

の
書
店

で
見

つ
け

て
買

っ
て
き

て
く
れ

た
。

そ
れ

は
私

に

「
世

の
中

に
こ
ん
な
雑

誌
も
あ

っ
た

の

か
」

と

い
う
新
鮮

な

お
ど

ろ
き
を
与

え

た
。

『
赤

い

鳥
』

と

い
う
誌
名
も
珍

し
か

っ
た
が

何
よ
り
も

カ
ラ

ー
の
表
紙
絵

と

口
絵

の
美

し
さ
に
心
惹

か
れ

た
。
ど

ち
ら
も

『赤

い
鳥
』

の
看
板
画
家

の
清
水
良
雄

の
絵

だ

っ
た
と
思
う
が
、
何
を
描

い
た
絵

だ

っ
た
か
絵
柄

ま
で
は
思

い
出

せ
な

い
。
当
時

、
今

の
漫
画
雑
誌

の

よ
う

に
街

の
本
屋

の
店
頭

に
山
積

み

に
な

っ
て
い
る

『少
年

倶
楽
部
』

の
よ

う
な
少

年
大

衆
誌

な
ら
、

ど

の
雑
誌

も
表
紙
絵

は
目

の
大
き

な

リ
リ
し
い
男

の
子

の
顔

、
『
少
女
世

界
』

の
よ
う

な
少
女

娯
楽
誌

な

ら

黒

い
大
き
な
瞳

の
う

る
ん
だ
少

女

の
顔
と
決

ま

っ
て

い
た

の
に
対
し
、
西
洋

の
童

話

の
よ
う
な

ム
ー
ド
を
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た
た
え
た

『
赤

い
鳥
』

の
表
紙

絵
だ

っ
た
。

け
れ
ど
決
定
的
な
物

た
り
な
さ
は
、
他

の
少
年
雑

誌

に
比
べ

て
頁
が
う
す
く
、
胸

を
踊
ら
す
連
載
冒
険

小

説

と

か
、
私

が
店

頭

山
積

み
組

の
雑
誌

の

一
つ

『
日
本
少
年
』

で
愛
読

し

て
い
た
松

山

思
水

の
滑
稽

小
説

の
よ
う
な
読
物

は

一
つ
も
な
か

っ
た
こ
と
だ
。

目
次

に
行
儀
よ
く
き

ち
ん
と
納

ま

っ
た
ど

の
童
話

も

読
物

も
、
ど

こ
か
取
り
す

ま
し
た
品

の
よ
さ
が
あ

っ

て
、

取
り

つ
き

に
く

か

っ
た
。

他

の
少
年
雑
誌

の
読

物

を
子
ど
も

の
口
に
入

り
易

い
駄
菓

子

に
た
と
え

る

な
ら
、

『赤

い
鳥
』

の
童
話

や
読
物

は
庶
民

の
子

の

食

べ

つ
け

て
い
な

い
高
級
洋
菓

子
と

い
う
と

こ
ろ
だ

っ
た
か
。
私
が

『赤

い
鳥
』

に
な
じ
む
ま

で
に
は
そ

の
後

な
お

二
、

三
年

の
月

日
を
要
し

た
。
私
が

そ

の

頃
街

の
本
屋

で

『赤

い
鳥
』

を
発
見
し
え
な

か

っ
た

の
は
、
店
頭
山
積

み

の
少
年

少
女
誌
と
違

っ
て
、
店

の
奥

の
平
台

に
大
人
向
き

の
短

歌
、
俳
句

そ

の
他

少

部
数

発
行

の
趣
味

の
雑
誌

の
問

に
、

ほ
ん

の
三
、

四

冊

重

ね

て
あ

っ
た
た

め
だ
。

因

に
、

『赤

い
鳥
』

の

最

盛
時

の
大
正
十
年

に
そ

の
発
行
部
数

は
三
万
と

い

わ
れ
、
後

に
は

一
万

を
大

き
く
割

っ
て
い
る
。

と

こ
ろ

で
昭
和

四
十
年

四
月
末

か
ら

の

一
週
間
、

東

京

・
新
宿

の
伊
勢
丹

百
貨

店

で
、
毎

日
新
聞
主

催

の

「
子
ど

も

の
本

こ

の
百
年

展
」

(副
題

・
日
本

児

童

文
学

の
流

れ
)
が
開
催

さ
れ
、
児
童
文
学
好

き

で

知
ら
れ

た
今

の
皇
后

の
美
智
子
妃

(当
時
)

が
見
学

に
見
え

た
。
私

の
属

す

る
日
本
児
童
文
学

者
協

会

は

こ

の
大
規
模

な
展
覧

会

の
後
援
団
体

の

一
つ
で
、
私

は
大
正
期

の

コ
ー

ナ
ー
の
展
示
物

の
飾

り

つ
け
な
ど

も
や
り
、

こ
の

コ
ー
ナ
ー
の
美
智
子
妃

へ
の
ご
説
明

役
だ

っ
た
。

ま
だ

『赤

い
鳥
』

の
復
刻
版
が

出

る
以

前
だ

っ
た
が
、
鳥
越

信
氏
提
供

の
ガ
ラ

ス
ケ
ー
ス
の

中

に
飾
ら
れ

た
何

十
冊

か
の

『赤

い
鳥
』

の
現
物
を

ご
覧

に
な

っ
た
美
智

子
妃

は
、

「
こ
の

『赤

い
鳥
』

の
よ
う
な
良

い
雑
誌

が
、
ど
う

し

て
当
時

の
子
ど
も
た
ち

に
も

っ
と
広

く
読
ま
れ
な

か

っ
た
の
で
し

ょ
う
か
?
」

と
質
問

さ
れ
た
。
私
は
お
答
え

し
た
。

「
理
由

は
三

つ
考
え
ら
れ
ま
す
。
第

一
は
、
鈴
木

三

重
吉
個
人

の
発

行

で
大
新
聞

に
広
告

す
る
よ
う
な
宣

伝
力

の
な
か

っ
た

こ
と

で
す
。
第

二
は
、
三
重
吉
自

身
が
書

い
て

い
た
よ
う

に
多
く

の
家
庭
が

子
ど
も

の

読
物

に
無
関

心
だ

っ
た

こ
と

で
し

ょ
う
。
第

三
は
、

一
般

の
子
ど

も

に
と

っ
て
内
容
が
少

し
高
尚
す
ぎ

た

か
と
思

わ
れ
る
こ
と

で
す
。
」

美
智

子
妃

は

「
わ
た
く

し
も

そ
う
思

っ
て
お
り

ま

し

た
。
」

と
う
な
ず

い
た
。

三

つ
の
理
由

の
う

ち
第

一
第

二
は
子
ど
も

の
立
場

で
考
え

れ
ぽ

大
人

の
い
い

わ
け

に
す
ぎ

な

い
。
第

三
の

「内
容
が

少
し
高
尚
」

こ
そ
多
数
庶

民

の
子

た
ち
か
ら

『赤

い
鳥
』
を
遠
ざ

け
た
理
由

で
、

三
重
吉
が
童

話

に
限
ら
ず
科
学
読
物

、

歴
史
物

語
等

に
も

一
流

の
執
筆

陣
を
動
員

し
て
子
ど

も

に
呼
び
か
け

た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

三
重
吉

の
教

養
主
義

は
雑
魚

の
よ
う

な
子
ど
も
た
ち

に
は
ど

こ
か

固

苦
し

か

っ
た

の
だ
。

『赤

い
鳥
』

の
先
駆

性

は
争

え
な

い
が

、
そ
れ

は
少
数

知
的

エ
リ
ー
ト
の
卵

の
子

た
ち

の
雑
誌
だ

っ
た
。

だ
が

三
重
吉
を
責

め
ら
れ
な

い
の
は
、
封
建
遺
制

・が
色
濃

く
残

る
大
正
近
代

に
初

め
て
花
開

い
た
児
童

文
学

は
、
成
人
文
学

と
異
な
り
お
く
れ

て
来

た
文

学

だ

っ
た

こ
と
だ
。
大
正
後

期

に
明
確

に
な

っ
た
純

文

学
と
大
衆

文
学

の
分
裂
が

拍
車
を

か
け
、
純
文

学
系

列

の

『赤

い
鳥
』
が

子
ど
も
大
衆

に
違
和
感

を
与

え

た

の
は
自
然
だ

っ
た
。

日
本

「
近
代
」

の
未
熟
が

そ

の
ま
ま
児
童
文
学
史

の
未

熟
と
な

っ
た
。

に
も
か
か

わ
ら
ず
現
代
児
童
文
学

の
多
様
な
発
展

に
最
初

の
布

石
を
置

い
た
の
は

『赤

い
鳥
』

で
あ

る
。
現
代

児
童

文
学

に
は

「
純
」

と

「
大
衆
」

の
背
反
的
区

別
は
も

う
な
く
な

っ
た
。

子
ど

も

の
立
場

に
立

つ
児
童

文
学

の
本
来

の
姿

で
あ

る
。
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