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お ぼ え て 語 る 松 岡 享 子

　お話を語る──それは子どもたちに「文学の水門を開いてやること」。そう信じて50年以上語りつづけているうちに、

全国にずいぶん仲間が増えた。うれしいことである。

　語り手と聞き手が時間と空間を共有して物語をたのしむという点では、わたしたちのお話も、じいちゃん、ばあちゃ

んが炉端で語っていた「昔ッこ」と少しも違わない。唯一違うのは、口頭伝承から切り離されてしまった現代の語り手

たちは、本を頼りに、文字からお話をおぼえて語らなければならないということだ。

　おぼえる……というのは、けっして暗記のような味気ない作業ではないが、さりとてらくにできることでもない。ひ

とつの物語を自分のものにして、自由に語れるようになるために、語り手たちは、それぞれ自分なりのやり方でお話と

格闘している。テキストを何度も紙に書いておぼえる。書いた紙を家のあちこち──流しの上が多いようだが──に張

り付けて、家事をしながらおぼえる。お風呂でおぼえる。歩きながらおぼえる、などなど。

　歩きながら、というのは、なかなか効果的だが、おっとご用心。というのは、通りでは思わぬ場面に出くわすことが

あるからだ。「ちっちゃなごきぶりのべっぴんさん」というイランの昔話をおぼえていたときのこと。すっかりごきぶ

りの娘ッこの気分になって「いいえ、お断り。あたし、金輪際あんたなんかと結婚しないわ！」といったとたん、四つ

角のかげから若い男の人が現れたことがあった！　ノルウェーの昔話「七人先のおやじさま」を練習していたある人は、

「わしはこの家
や

のおやじでない」といったとたん、生垣の向こうから中年の男性が顔を出し、怪
け

訝
げん

そうに「おやじはわ

たしですが……」といったとか。わたしが聞いた中でのいちばんの傑作は、バスの運転席のすぐ後ろの高い席に座って、

日本の昔話「牛方とやまんば」とおぼえていた人の話だ。つい声が大きくなったのだろう。「待てえ、三十郎待てえ」

というくだりで、運転手が路肩にバスを止め、「お客さん、何か？」とふり返って尋ねたというのだ！

　このような涙ぐましい（？）努力も、子どもたちの真剣なまなざしを見、くったくのない笑い声を耳にすると、苦労

は十分報われ、新しい元気が湧いてくるのである。� （まつおか　きょうこ／（公財）東京子ども図書館名誉理事長）
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野
間
児
童
文
芸
賞
と
い
う
賞
が
あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
知
っ

て
い
ま
し
た
。
で
も
、
受
賞
さ
れ
る
の
は
、
輝
か
し
い
賞
に
ふ
さ

わ
し
い
輝
か
し
い
方
々
で
、
わ
た
し
に
は
縁
の
な
い
も
の
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
受
賞
の
お
知
ら
せ
を
い
た
だ
い
た
と

き
は
、
驚
き
の
あ
ま
り
言
葉
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

『
神
隠
し
の
教
室
』
は
、
同
人
誌
「
も
も
た
ろ
う
」
に
三
年
半
に

わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
た
も
の
で
す
。
連
載
の
第
一
回
を
読
ん
だ

作
家
の
故
末
吉
暁
子
さ
ん
が
、
「
こ
れ
は
、
あ
な
た
の
代
表
作
に

な
る
は
ず
よ
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
に
添
え

る
よ
う
努
力
を
す
る
の
で
す
が
、
ち
っ
と
も
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
幾
度
と
な
く
詰
ま
り
、
後
戻
り
し
、
慎
重
に
進
め
て
い

る
つ
も
り
な
の
に
、
気
が
つ
く
と
糸
が
絡
ま
る
よ
う
に
こ
ん
が
ら

が
っ
て
い
る
の
で
す
。
何
度
も
チ
ョ
キ
ン
と
糸
を
切
っ
て
、
お
し

ま
い
に
し
よ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
最
後
ま
で
書
き

上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
童
心
社
編
集
部
の
橋
口
さ
ん
が

「
続
き
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
」
と
書
き
終
わ
る
の
を
信
じ
て

待
っ
て
い
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

こ
の
物
語
で
は
、
つ
ら
い
状
況
に
置
か
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
出

て
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め
に
、
隠
れ
家
へ
の
扉
が
開

か
れ
る
の
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で
羽
を
休

め
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、
最
後
に
は
、
そ
こ
を
出
て
歩
き

出
す
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
未
来
は
、
ど
ん
な
と

き
も
明
る
く
あ
っ
て
欲
し
い
。
そ
ん
な
思
い
を
こ
め
て
、
物
語
を

綴
り
ま
し
た
。

　

素
晴
ら
し
い
賞
を
い
た
だ
け
ま
し
た
こ
と
を
誇
り
に
、
こ
れ
か

ら
も
書
き
続
け
て
い
き
ま
す
。

（
一
般
財
団
法
人
野
間
文
化
財
団
『
野
間
文
芸
賞
・
野
間
文
芸

新
人
賞
・
野
間
児
童
文
芸
賞　

平
成
二
十
九
年
度
要
項
』
よ
り
）

贈呈式後の山本悦子さん（左）。画家の丸山ゆきさん（右）
から贈られた、登場人物たちを描いた絵を持って。

『
神
隠
し
の
教
室
』（
山
本
悦
子
作
）
、
野
間
児
童
文
芸
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
！

第
55
回「
野
間
児
童
文
芸
賞
」に
、
山
本
悦
子
さ
ん
の『
神
隠
し
の
教
室
』（
絵・丸
山
ゆ
き
／
童
心
社
刊
）が
選
ば
れ
、
昨
年
の
12
月
15
日
に
贈

呈
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
作
者
の「
受
賞
の
言
葉
」を
紹
介
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
作
品
を
ご
一
読
く
だ
さ
い
！

受
賞
の
言
葉—

—
子
ど
も
た
ち
の
明
る
い
未
来
を
信
じ
て
　
　
山
本
悦
子

授業中に子どもたち５人の姿が消えた。養護教諭の早苗先生
には心当たりがあった。自分も小学生の時、この学校で不思
議な体験をしたのだ。同じことが今この子たちの身に起きて
いる……。そんなある日、保健室のブログに行方不明の５人
からの書き込みが。「ぼくたち、もうひとつの学校にいるよ。
早苗先生はどうやって帰ってきたの？」いじめ、家庭不和、
虐待、ネグレクト……、子どもたちには守られるべき理由が
あった。守ろうとしたのは、はたして誰なのか？

『神隠しの教室』
山本悦子／作　丸山ゆき／絵
本体価格 1600 円＋税
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「
こ
こ
は　

さ
く
ら
ほ
い
く
え
ん
で
す
。
さ
く
ら
ほ
い
く
え

ん
に
は
、
こ
わ
い
も
の
が　

ふ
た
つ　

あ
り
ま
す
」
─
─
こ

う
語
り
は
じ
め
ら
れ
る
『
お
し
い
れ
の
ぼ
う
け
ん
』
の
ペ
ー

ジ
を
何
回
め
く
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
刊
行
当
時
、
私
は
大
学

生
だ
っ
た
。
や
が
て
、
い
ま
は
も
う
成
人
し
た
ふ
た
り
の
子

ど
も
に
も
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

『
お
し
い
れ
の
ぼ
う
け
ん
』
が
二
〇
〇
万
部
を
越
え
た
ニ

ュ
ー
ス
が
流
れ
た
の
は
、
五
年
ほ
ど
も
前
だ
。
子
ど
も
た
ち

に
読
ま
れ
つ
づ
け
る
魅
力
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
作
品
が
散

文
的
な
こ
と
ば
、
つ
ま
り
、
日
常
の
ふ
つ
う
の
こ
と
ば
で
語

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
日
常
の
こ
と
ば
が
描
き
出
す
の
は
、

日
常
の
む
こ
う
の
、
ふ
し
ぎ
な
世
界
な
の
だ
が
。

　

日
本
の
子
ど
も
の
文
学
は
、
一
九
六
〇
年
前
後
に
「
童

話
」
か
ら
「
現
代
児
童
文
学
」
へ
と
転
換
す
る
。
小
川
未
明

ら
の
「
童
話
」
は
、
詩
的
で
象
徴
的
な
こ
と
ば
で
心
象
風
景

を
描
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
現
代
児
童
文
学
」
は
、
も
っ

と
散
文
的
な
こ
と
ば
で
、
心
の
中
の
景
色
で
は
な
く
、
子
ど

も
と
い
う
存
在
の
外
側
に
広
が
っ
て
い
る
社
会
と
子
ど
も
の

関
係
を
描
く
。
長
い
戦
争
を
へ
た
あ
と
の
子
ど
も
の
文
学
は
、

も
う
「
戦
争
」
も
、
戦
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
の
あ
る
「
社

会
」
も
書
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
う
し
た
新
し
い
主
題
は
、「
童
話
」
の
詩
の
よ
う
な
こ
と

ば
で
書
く
の
は
む
ず
か
し
い
。
新
し
い
文
体
が
必
要
に
な
っ

て
、「
散
文
性
の
獲
得
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
た
の
だ
。

　

そ
う
主
張
し
た
の
が
、
一
九
五
〇
年
代
に
ま
ず
評
論
家
と

し
て
仕
事
を
は
じ
め
た
古
田
足
日
だ
っ
た
。
代
表
的
な
評
論

「
さ
よ
な
ら
未
明
」（
一
九
五
九
年
）
で
、
こ
と
ば
の
含
意
を

強
調
す
る
「
童
話
」
の
表
現
を
「
呪
術
・
呪
文
」
と
呼
ん
だ
。

古
田
は
、
子
ど
も
の
文
学
が
詩
的
な
「
呪
文
」
か
ら
抜
け
出

わ
た
し
が
読
ん
だ
童
心
社
の
本
11

日
常
の

こ
と
ば
で

描
き
出
す

宮
川
健
郎

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
む
け
て
新
し
い
主
題
が

書
け
る
と
予
感
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

六
〇
年
代
以
降
は
自
ら
創
作
も
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た

古
田
は
、『
お
し
い
れ
の
ぼ
う
け
ん
』（
一
九
七
四
年
）
で
、

日
常
の
、
あ
く
ま
で
ふ
つ
う
の
こ
と
ば
を
積
み
上
げ
る
。
そ

れ
は
、
子
ど
も
読
者
の
日
常
の
こ
と
ば
と
も
近
し
い
も
の
だ
。

お
昼
寝
前
の
保
育
室
を
走
り
ま
わ
っ
て
、
み
ず
の
先
生
に
お

し
い
れ
の
中
で
の
反
省
を
せ
ま
ら
れ
た
さ
と
し
は
、「
お
し

い
れ
の　

そ
と
で　

か
ん
が
え
る
よ
う
」
と
問
題
提
起
を
す

る
。「
さ
と
ち
ゃ
ん
、
て
を　

つ
な
ご
う
」「
あ
ー
く
ん
、
が

ん
ば
れ
」
─
─
お
し
い
れ
の
中
の
ふ
た
り
は
、
汗
い
っ
ぱ
い

の
手
で
連
帯
す
る
。
ふ
つ
う
の
こ
と
ば
は
、
子
ど
も
た
ち
の

行
動
を
く
っ
き
り
し
た
輪
郭
で
描
く
。

　

古
田
の
こ
と
ば
は
、
田
畑
精
一
の
絵
と
緊
密
に
よ
り
そ
い
、

ひ
び
き
合
い
、
ね
ず
み
ば
あ
さ
ん
の
い
る
、
お
し
い
れ
の
奥

の
世
界
で
の
大
冒
険
を
あ
り
あ
り
と
見
え
る
よ
う
に
描
き
出

す
。
未
明
童
話
の
よ
う
に
、
ふ
し
ぎ
な
雰
囲
気
が
か
も
し
出

さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
だ
。
未
明
は
、
一
つ
の
語
に

意
味
や
イ
メ
ー
ジ
を
ぎ
ゅ
ー
っ
と
詰
め
込
む
か
ら
、
長
く
は

展
開
で
き
ず
、
す
べ
て
は
短
編
に
な
る
。
古
田
の
ふ
つ
う
の

こ
と
ば
を
一
つ
一
つ
積
み
上
げ
、
順
々
に
語
っ
て
い
く
ス
タ

イ
ル
は
、
絵
本
と
し
て
は
異
例
に
長
い
テ
ク
ス
ト
を
生
む
こ

と
に
な
っ
た
。『
お
し
い
れ
の
ぼ
う
け
ん
』
は
、
古
田
の
未

完
の
大
作
「
甲
賀
三
郎
・
根
の
国
の
物
語
」（『
全
集 

古
田

足
日
子
ど
も
の
本
』
別
巻
所
収
）
の
「
根
の
国
」
と
い
う
地

下
世
界
の
冒
険
と
も
重
な
っ
て
く
る
。

「
散
文
性
の
獲
得
」
が
「
現
代
児
童
文
学
」
の
、
そ
し
て
古

田
足
日
の
出
発
期
の
意
志
な
ら
ば
、『
お
し
い
れ
の
ぼ
う
け

ん
』
は
、
そ
れ
を
見
事
に
実
現
し
た
傑
作
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

創
業
60
年
記
念

み
や
か
わ　

た
け
お
／
児
童
文
学
研
究

者
、
武
蔵
野
大
学
教
授
、
大
阪
国
際
児

童
文
学
振
興
財
団
理
事
長
。
著
書
に
、

『
現
代
児
童
文
学
の
語
る
も
の
』（
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）、『
物
語
も
っ
と
深
読
み

教
室
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
）
な
ど
。

『
全
集 

古
田
足
日
子
ど
も
の
本
』（
全

13
巻
・
別
巻
１
、
童
心
社
）
編
集
協
力
。

ふ
る
た
た
る
ひ
、
た
ば
た
せ
い
い
ち
／
さ
く



図
書
館
・
書
店
の
本
棚
に

「
読
め
る
・
読
み
や
す
い
」本
を
！

成
松
一
郎
な
り
ま
つ
　
い
ち
ろ
う
／
読
書
工
房
代
表
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っ
て
は
、
知
的
障
害
の
あ
る
人
に
も
わ
か
り
や

す
い
利
用
案
内
を
配
布
し
た
り
、
手
話
と
字
幕

を
使
っ
た
利
用
案
内
の
動
画
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
公
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

「
見
え
な
い
障
害
」

　

先
ほ
ど
「
図
書
館
で
障
害
の
あ
る
人
を
見
か

け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
書
き
ま
し
た
が
、

た
と
え
ば
、「
視
覚
障
害
の
あ
る
人
」
と
一
言

で
言
っ
て
も
、
弱
視
の
人
の
場
合
、
白
い
杖
を

持
た
ず
に
歩
い
て
い
る
人
が
多
い
で
す
し
、
聴

覚
障
害
で
も
同
様
に
、
補
聴
器
を
つ
け
て
い
る

な
ど
の
特
徴
が
な
け
れ
ば
、
周
囲
の
人
に
は
気

づ
か
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。

　

二
〇
一
一
年
に
、
大
野
更
紗
さ
ん
の
『
困
っ

て
る
ひ
と
』（
ポ
プ
ラ
社
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ

が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
野
さ

ん
は
ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
の
難
民
研
究
を

し
て
い
た
大
学
院
生
で
し
た
が
、
あ
る
日
突
然

原
因
不
明
の
難
病
を
発
症
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ

な
検
査
を
繰
り
返
し
て
も
診
断
が
む
ず
か
し
く
、

原
因
も
不
明
で
あ
る
た
め
、
難
病
患
者
の
身
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
次
か
ら
次
と
襲
い
か

か
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
「
困
っ
て
い
る
状
況
」
に
つ
い
て
、

ユ
ー
モ
ア
を
ま
じ
え
な
が
ら
綴
る
こ
の
本
は
、

評
判
と
な
り
、
そ
の
前
後
か
ら
「
見
え
な
い
障

害
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

盲
学
校
図
書
館
で
の
経
験
か
ら

　

い
ま
か
ら
三
十
五
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。

大
学
生
だ
っ
た
私
は
、
サ
ー
ク
ル
の
仲
間
た
ち

と
、
大
学
の
近
く
に
あ
る
盲
学
校
の
図
書
館
を

訪
問
し
ま
し
た
。
図
書
館
に
は
、
自
分
の
読
み

た
い
本
を
抱
え
た
中
学
生
た
ち
が
少
し
緊
張
し

た
面
持
ち
で
並
ん
で
待
っ
て
い
ま
し
た
。
盲
学

校
の
先
生
の
司
会
で
交
流
会
が
は
じ
ま
る
と
、

私
た
ち
は
す
っ
か
り
打
ち
解
け
て
い
き
ま
し
た
。

生
徒
一
人
ひ
と
り
か
ら
一
冊
ず
つ
本
を
預
か
っ

た
メ
ン
バ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
自
宅
に
持
ち
帰
り
、

朗
読
テ
ー
プ
づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
の
で
す
。

　

こ
の
盲
学
校
の
図
書
館
に
は
、
も
と
も
と
点

字
で
作
ら
れ
た
本
も
若
干
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん
ど
は
墨す

み

字じ

（
点
字

に
対
す
る
言
葉
で
、
活
字
の
こ
と
）
の
本
が
ジ

ャ
ン
ル
別
に
並
ん
で
い
ま
し
た
。
一
般
の
図
書

館
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
背
の
部
分
に
、
そ
の

本
の
タ
イ
ト
ル
と
作
家
名
が
点
字
で
か
か
れ
た

タ
ッ
ク
テ
ー
プ
が
貼
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

　

生
徒
た
ち
は
、
棚
に
並
ん
で
い
る
墨
字
の
本

を
点
字
で
読
ん
で
い
き
、
面
白
そ
う
な
タ
イ
ト

ル
や
作
家
の
本
を
棚
か
ら
抜
き
出
し
て
、
私
た

ち
を
待
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

大
学
卒
業
後
、
私
は
、
出
版
社
に
勤
め
る
こ

と
と
な
り
、
現
在
も
書
籍
編
集
の
仕
事
を
続
け

て
い
ま
す
が
、
い
ま
で
も
こ
の
時
の
経
験
が
原

点
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
私
た
ち
が
日
々
作
っ
て
い
る
本
を

そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
、

あ
る
い
は
読
む
こ
と
が
む
ず
か
し
い
読
者
が
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

誰
で
も
利
用
で
き
る
場
所
と
し
て
の

公
共
図
書
館

　

み
な
さ
ん
が
行
か
れ
て
い
る
地
元
の
図
書
館

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
利
用
者
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
た
と
え
ば
視
覚
に
障

害
の
あ
る
人
を
見
か
け
た
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
以
外
の
障
害
の
あ
る
人
や
、
外
国

に
ル
ー
ツ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
は
ど
う
で
し

ょ
う
か
。

　

こ
れ
も
四
十
年
以
上
前
の
こ
と
で
す
が
、
視

覚
障
害
の
あ
る
当
事
者
が
公
共
図
書
館
に
対
し

て
、「
私
た
ち
も
地
域
の
図
書
館
を
使
わ
せ
て

ほ
し
い
」
と
い
う
運
動
を
始
め
ま
し
た
。
彼
ら

が
使
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
読
書
権
」（
読
書

す
る
権
利
）
と
い
う
言
葉
で
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
公
共
図
書
館
で
も
、
視
覚
障
害

を
は
じ
め
と
す
る
、
な
ん
ら
か
の
障
害
の
あ
る

人
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
残
念
な
が
ら
す
べ
て
の
図
書
館
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
多
く
の
図
書
館
で
録
音
図

書
の
制
作
や
貸
し
出
し
、
対
面
朗
読
室
の
設
置
、

拡
大
読
書
器
や
音
声
読
書
器
の
設
置
な
ど
を
行

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
図
書
館
に
よ
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り
ま
し
た
。

　

難
病
患
者
、
発
達
障
害
の
あ
る
人
、
読
み
書

き
障
害
（
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
）
を
は
じ
め
と
す

る
学
習
障
害
の
あ
る
人
な
ど
、
外
見
か
ら
は
わ

か
り
に
く
く
、
本
人
は
困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
の
に
、
な
か
な
か
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
ら
れ
な

い
立
場
の
人
た
ち
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

み
ん
な
の
本
棚
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

私
は
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
読
書
工
房
（http://

w
w
w
.d-kobo.jp/

）
と
い
う
出
版
社
を
設
立

し
、
障
害
の
あ
る
人
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の

本
や
、
図
書
館
の
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
る
た
め

の
本
な
ど
を
出
版
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
は
、
出
版
や
図
書

館
関
係
の
仲
間
た
ち
と
、
出
版
Ｕ
Ｄ
研
究
会

（http://w
w
w
.ud-pub.org/

）
と
い
う
不

定
期
の
勉
強
会
も
続
け
て
き
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
読
者
が
い
る

こ
と
を
「
見
え
る
化
」
す
る
た
め
に
、
図
書
館

や
書
店
の
本
棚
に
「
読
め
る
・
読
み
や
す
い
」

本
や
「
多
様
性
理
解
」
に
つ
な
が
る
本
を
並
べ

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
み
ん
な
の
本
棚
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
）
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
選
書
委
員
会
に
よ
る
ブ
ッ
ク
リ
ス

ト
づ
く
り
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
予
定
で
す
が
、

現
時
点
で
は
以
下
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
分
け
を

考
え
て
い
ま
す
。

《
声
で
読
む
本
》

　

オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
、
音
訳
図
書
、
音
声
ガ

イ
ド
つ
き
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
。

《
さ
わ
っ
て
読
む
本
》

　

点
字
つ
き
さ
わ
る
絵
本
（
写
真
１
）、
点
訳

図
書
、
布
の
絵
本
（
写
真
２
）
な
ど
。

《
読
み
や
す
い
本
》

　

大
き
な
文
字
の
本
（
写
真
３
）、
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
図
書
（
写
真
４
）
な
ど
。

布の絵本『おむすびころりん』（ふきのとう文
庫）。さわって楽しむほか、ページによって
パーツを動かすことができ、自由にお話を考
えることもできる。

大きな文字の青い鳥文庫『黒魔女さんが通る!!』（石崎洋司／作、藤田香／絵、講談社、販売 
・読書工房）。通常の青い鳥文庫（右）と比べ、多くの弱視の子どもたちにとって読みやすい
とされる文字サイズや書体（22ポイント・ゴシック体）で編集している。

マルチメディアDAISY図書・伊
藤忠記念財団わいわい文庫『ばけ
ものづかい』（せなけいこ／作、童
心社）。音声と一緒に文字や画像
が再生されるデジタル図書。読
んでいる箇所がハイライト表示
され、文字の色や大きさ、読む
速さなどが調整できる。

『てんじつきさわるえほん さわるめ
いろ』（村山純子／著、小学館）。点字
の線をさわって迷路をたどる。目の
見える人も見えない人も楽しめる。

《
わ
か
り
や
す
い
本
》

　

Ｌ
Ｌ
ブ
ッ
ク
（
※
）
な
ど
。

《
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
で
読
む
本
》

　

多
言
語
図
書
、
手
話
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
。

《
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
に
つ
い
て
わ
か
る
本
》

　

障
害
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
性
や
ニ
ー

ズ
の
あ
る
人
、
多
様
な
立
場
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
学
べ
る
本
な
ど
。

　

こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
本
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
手
弁
当
で
製
作
し
た
り
、
小
さ
な
出
版
社
が

細
々
と
出
版
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
が
、

図
書
館
で
は
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
に
配
架
さ
れ

て
い
た
り
、
あ
る
い
は
閉
架
式
の
所
蔵
に
な
っ

て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
く

さ
ん
売
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
書
店
で
の

状
況
は
さ
ら
に
厳
し
く
、
置
か
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

最
近
の
世
の
中
を
見
て
い
る
と
、
国
内
外
と

も
「
排
除
」（「
包
摂
」
の
反
対
語
）
や
「
分

断
」
の
流
れ
が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ま
す
。
私
は
、
社
会
全
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
立

場
の
人
を
包
摂
し
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
方
策

と
し
て
、「
み
ん
な
の
本
棚
」
が
い
ろ
い
ろ
な

場
所
に
増
え
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

※
知
的
障
害
や
自
閉
症
の
あ
る
人
が
理
解
し
や
す
い

文
章
や
図
版
を
使
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
本
。
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
を
は
じ
め
、
欧
米
を
中
心
に
出
版
さ
れ
て

お
り
、
Ｌ
Ｌ
と
は
、Lättläst

（
わ
か
り
や
す
い
と

い
う
意
味
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
）
の
略
。
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　童心社では、毎年、紙芝居の脚本家や画家の先生
方をお招きし、紙芝居を鑑賞する会を開催していま
す。第１部は近隣の園児たちも一緒に紙芝居を見、
第２部は大人たちだけで鑑賞、第３部は交流会とい
う構成で、和やかな雰囲気のなかで、改めてよりよ
い紙芝居作品とはなにかを考える場になっています。
会の感想を加藤純子さんにお寄せいただきました。

　

こ
れ
ま
で
児
童
文
学
の
世
界
だ
け
に
軸
足
を
置

い
て
い
て
、
紙
芝
居
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
知

ら
な
か
っ
た
わ
た
し
が
こ
の
た
び
紙
芝
居
の
脚
本

を
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た

ま
た
ま
家
に
遊
び
に
来
た
幼
稚
園
・
年
少
組
で
あ

る
孫
娘
が
、
目
ざ
と
く
紙
芝
居
を
見
つ
け
ま
し
た
。

そ
し
て
「
紙
芝
居
、
や
っ
て
！
」
と
目
を
輝
か
せ

ま
し
た
。
彼
女
は
お
行
儀
よ
く
正
座
す
る
と
大
き

な
声
で
紙
芝
居
の
歌
を
歌
い
出
し
た
の
で
す
。
ど

う
や
ら
、
幼
稚
園
で
や
っ
て
い
る
紙
芝
居
を
始
め

る
前
の
儀
式
の
よ
う
で
す
。

　

先
日
童
心
社
「K

A
M

IS
H

IB
A

I H
A

LL

」
で

行
わ
れ
た
「
紙
芝
居
作
品
を
み
る
会
」
に
初
め
て

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
実
際
に
紙
芝
居
を
演
じ

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
を
見
な
が
ら
、
わ
た
し
は

あ
の
時
孫
娘
が
や
っ
た
「
儀
式
」
に
ひ
ど
く
合
点

が
い
っ
た
気
が
し
ま
し
た
。
紙
芝
居
は
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
あ
る
種
、
異
界
へ
向
か
う
入
り
口

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
子
ど
も
た
ち
が

紙
芝
居
世
界
へ
と
足
を
踏
み
込
む
た
め
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
必
要
で
、
そ
れ
が
孫
娘
の
や
っ
た
正
座

と
歌
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

「
紙
芝
居
作
品
を
み
る
会
」
に
や
っ
て
き
た
保
育

園
の
子
ど
も
た
ち
は
紙
芝
居
が
始
ま
る
と
息
を
飲

む
よ
う
に
し
て
そ
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
き
ま

す
。
そ
し
て
演
者
の
呼
び
か
け
に
、
ま
る
で
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
の
世
界
に
放
り
こ
ま
れ
た
旅
人
の
よ
う

に
大
き
な
声
で
応
え
ま
す
。

「
こ
の
集
中
力
は
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
か
し

ら
」
そ
う
考
え
て
い
て
気
づ
い
た
の
が
一
つ
は
演

者
の
力
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
三
面
開
き
の
舞
台

で
す
。
こ
の
舞
台
は
あ
る
意
味
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
現
実
と
紙
芝
居
世
界
と
の
「
結
界
」
で
も

あ
っ
た
の
で
す
。
三
面
開
き
の
舞
台
が
開
く
と
、

と
た
ん
に
結
界
は
解
か
れ
そ
こ
か
ら
子
ど
も
た
ち

は
今
い
る
現
実
か
ら
紙
芝
居
の
世
界
に
運
ば
れ
て

い
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
そ
の
世
界
に

入
り
な
が
ら
、
の
ぞ
き
か
ら
く
り
的
な
手
法
や
、

紙
芝
居
を
ぬ
く
と
い
っ
た
計
算
さ
れ
た
動
き
に
引

き
こ
ま
れ
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の
世
界
に
と
け

あ
っ
て
い
ま
し
た
。
紙
芝
居
と
い
う
の
は
、
演
じ

る
こ
と
も
含
め
た
小
さ
な
舞
台
の
総
合
プ
ロ
デ

ュ
ー
ス
だ
っ
た
の
で
す
。

　

紙
芝
居
を
終
え
た
子
ど
も
た
ち
が
「
あ
〜
、
お

も
し
ろ
か
っ
た
」
と
言
い
な
が
ら
う
し
ろ
に
座
っ

て
い
た
わ
た
し
た
ち
を
見
ま
し
た
。
す
る
と
一
人

の
女
の
子
が
わ
た
し
に
「
赤
い
口
紅
が
か
わ
い
い

ね
」
と
。
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
く
な
り
な
が
ら

「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
と
、
ほ
か
の
女
の
子
た

ち
も
そ
ば
に
寄
っ
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に

い
る
の
は
紙
芝
居
を
書
い
て
い
る
人
？　

そ
ん
な

顔
で
子
ど
も
た
ち
が
わ
た
し
た
ち
を
見
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
小
さ
な
手
と
握
手
を
し
な
が
ら
、

さ
て
、
こ
れ
は
大
変
。
二
〇
一
八
年
度
の
紙
芝
居

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
入
れ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
に

紙
芝
居
の
こ
と
を
ち
っ
と
も
わ
か
っ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
よ
う
な
視

点
な
ど
な
に
一
つ
意
識
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。

す
ご
い
パ
ワ
ー
を
子
ど
も
た
ち
に
も
ら
い
な
が
ら

第
三
部
の
交
流
会
に
参
加
し
ま
し
た
。
天
気
予
報

も
外
れ
雨
に
も
ふ
ら
れ
ず
、
木
の
温
も
り
に
包
ま

れ
た
童
心
社
「K

A
M

IS
H

IB
A

I H
A

LL

」
に
は

お
い
し
そ
う
な
食
べ
物
が
テ
ー
ブ
ル
に
た
く
さ
ん

並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
冬
の
お
だ
や
か
な

陽
だ
ま
り
の
よ
う
な
空
間
で
す
。
そ
ん
な
童
心
社

の
皆
さ
ま
の
細
や
か
な
お
心
遣
い
と
一
部
二
部
で

演
じ
て
く
だ
さ
っ
た
編
集
者
や
数
人
の
作
家
の

方
々
の
紙
芝
居
の
余
韻
を
楽
し
み
つ
つ
、
大
き
な

宿
題
を
抱
え
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

紙
芝
居
と
は
舞
台
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

加
藤
純
子 

児
童
文
学
作
家

2 0 1 7 年
紙芝居作品をみる会
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　節分になると、今も日本中の子どもたちが楽しげに豆まきをします。そ

の大豆には、鬼を退ける力があります。そんな豆まきの由来を語る『せつ

ぶんのおに』は、徳島に伝わる昔話をもとにしています。ここに登場する

鬼は村娘の「ふく」を嫁にするためさらっていきます。そこで、村の若者

が娘を取り戻そうと山奥の鬼のすみかに向かい、ハラハラする展開が始ま

ります。そして最後には、若者と娘は鬼に追われながらも、話は「鬼は外、

福は内」の由来へとつながります。

　立春の前日に当たる節分は、季節の変わり目です。季節の変わり目には、

神が訪れますが鬼もやってきます。いわゆる「鬼は外、福は内」の唱
とな

え言
ごと

をして、豆で鬼を退ける節分は、室町時代には行われていた記録が残って

います。日本人が旧暦で生活していたころは、正月と節分の時期が近かっ

たこともあり、節分にも年越しの意味を含む行事が多くありました。現在

も行われている「年の数だけ豆を食べる」習慣も年取りの名残です。豆を

食べることで年齢を重ね、新たな年の健康を願いながら年を越しました。

ちょうど、正月に餅を食べるように、節分に豆を食べたのです。そんな豆

を用意する場面も、『せつぶんのおに』で描かれています。恐ろしい鬼を

祓
はら

う先に新しい日々の幸せを祈る話を、どうぞお楽しみください。

 （たていし　のぶあつ／口承文芸研究者）

今
年
も
も
う
す
ぐ
お
し
ま
い
で
す
。
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
も
ち
つ
き
の
準
備
を
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
お
腹
を
空
か
せ
た
ね
ず
み
が
訪
ね
て
き
た
の
で
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば

大
好
き
な
、
や
さ
し
い
ば
あ
ば
が
、
こ
の
頃
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
度
も
同
じ
質
問
を
し

て
き
た
り
、
得
意
だ
っ
た
編
み
物
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
。
ば
あ
ば
は
「
わ
す
れ
て
し
ま
う

あ
さ
ん
は
、
お
米
を
わ
け
て
あ
げ
ま
し
た
。
次
の
日
の
朝
、

ね
ず
み
が
「
お
れ
い
に
、
も
ち
つ
き
を
て
つ
だ
い
ま
す
」
と

一
緒
に
つ
れ
て
き
た
の
は
、
…
…
十
二
支
た
ち
。
は
じ
め
て

季
節
の
行
事
に
出
あ
う
子
ど
も
た
ち
に
も
、「
お
正
月
」「
お

も
ち
つ
き
」「
干え

支と

」
に
親
し
み
を
感
じ
て
も
ら
え
る
絵
本

で
す
。

病
気
」
な
ん
だ
。
そ
し
て
冬
の
寒
い
日
、
ば
あ
ば
が
い
な
く

な
っ
た
…
…
。
老
い
、
認
知
症
、
介
護
と
い
っ
た
、
と
て
も

難
し
い
、
し
か
し
誰
も
が
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
を
子
ど

も
の
視
点
か
ら
描
き
出
し
て
い
ま
す
。
記
憶
を
少
し
ず
つ

失
っ
て
い
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
人
間
性
、

家
族
の
繋
が
り
を
描
き
出
す
感
動
作
で
す
。

『せつぶんのおに』
常光徹／文
伊藤秀男／絵
本体価格 1300円＋税

本体価格 1200円＋税 本体価格 1300円＋税

鬼
は
ー
外
！ 

福
は
ー
内
！ 

立
石
展
大

祝
受
賞
の
お
知
ら
せ

●
第
３
回　

児
童
ペ
ン
賞
・
童
話
賞

楠
章
子
『
ば
あ
ば
は
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
』　

画
家
賞
・
い
し
い
つ
と
む

●
第
３
回　

児
童
ペ
ン
賞
・
絵
本
賞

す
と
う
あ
さ
え
『
十
二
支
の
お
も
ち
つ
き
』　

画
家
賞
・
早
川
純
子
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●「大きくなったら何になりたい？」

ありふれた質問に、幼い頃の自分は

わだかまりなく答えていたつもりでし

た。でも我が子に初めてその問いが

かけられたとき、思わず「やめて！」

と言ってしまったのは、本当はそこに

透ける大人の期待を読み取ることが

嫌だったからかもしれない──、東

京に広がった無垢の雪景色を見なが

ら、そんなことを考えました。� A

●昔の親はえらいもので、幼い僕を

寝かしつけるのに絵本などを見るこ

ともなくお話を聞かせてくれました。

宵っ張りの僕は目を爛々と輝かせ

次々お話をせがんだものです。特に

記憶に鮮明なのが「雪ん子」です。

雪の白、女の子の櫛の赤の対比が鮮

やかで、美しくて悲しい話でした……

お話を聞かせてもらうのは子どもにと

って本当に大切な経験なのです。� O

あいさつしかけえほん

いただきます
新井洋行／さく
本体価格 1200円＋税

絵本・こどものひろば

かぶきやパン
かねまつすみれ／作
長野ヒデ子／絵
本体価格 1300円＋税

童心社のおはなしえほん

きょう、
おともだちができたの
得田之久／作
種村有希子／絵
本体価格 1300円＋税

くまさんのだいこうぶつのくだものはなにかな？
しゃきしゃきりんご！　いただきます！　しかけ
をめくって楽しい絵本。

開店前のパン屋「かぶきや」で、パンたちがさわ
がしくうごきはじめました……。第６回絵本テキ
スト大賞受賞作！

はずかしがりやのゆうなちゃんにはともだちが
いませんでしたが……きょう、ともだちができ
ました。はじめてともだちができた日の絵本。

読
者
の
声

絵
本
・
こ
ど
も
の
ひ
ろ
ば

く
ろ
く
ん
と
ち
い
さ
い
し
ろ
く
ん

な
か
や
み
わ
／
さ
く
・
え

本
体
価
格 

１
２
０
０
円
＋
税

ク
リ
ス
マ
ス
に
贈
る
本
と
し
て
本
人
が
本
屋
さ
ん
で
選
び

ま
し
た
。
見
本
を
読
み
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
親
も
優
し

い
気
持
ち
に
な
り
、
是
非
手
元
に
残
る
本
と
し
て
置
い
て

あ
げ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
し
ろ
く
ん
の
寝
る
場
所
を
く

ろ
く
ん
が
ゆ
ず
っ
た
場
面
が
印
象
的
だ
っ
た
よ
う
で
〝
や

さ
し
い
ね
〟
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
思
い
や
る
優
し
い
気

持
ち
を
学
べ
る
本
で
す
。（
大
阪
府　

Ｊ
・
Ｍ　

三
七
歳
）

「
母
の
ひ
ろ
ば
」
へ
の
ご
意
見
・
ご
感

想
の
ほ
か
、
子
育
て
に
つ
い
て
日
々
思

う
こ
と
、
子
ど
も
た
ち
と
の
活
動
な
ど

に
つ
い
て
、
お
便
り
を
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。
送
り
先
は
下
記
、
童
心
の
会
宛
で

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

＊
お
便
り
を
誌
面
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
は
編
集
部
で

選
ん
だ
絵
本
を
一
冊
差
し
上
げ
ま
す
。

お
便
り
、

お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

2 月 の 新 刊 図 書！

イ
ラ
ス
ト
／
津
田
櫓
冬




