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花火 辻 村 益 朗

　日本人は江戸の昔から、夏の夜空を彩る打ち上げ花火が好きである。これは、広重の浮世絵からも偲ばれるが、小規

模ながらも、どこか風情があるようだ。

　花火は、寒い季節の話題としていかにもふさわしくないが、このところ、まるで花火を見上げる人々のようだと思う

ことが度々で、視線の先を同一方向に固定したいという妙な力が、闇の中で蠢
うごめ

いている気配を感じるせいかもしれない。

　例えば、新しい元号を巡る話題や、大騒ぎなスポーツの報道を考えてもらえるなら、少しは納得されるだろうか？　

大騒ぎは、平和そのものではないかとの叱責がありそうだが、ぼくには平和な実感は乏しくて、反対に、小学生の頃に

遡
さかのぼ

る遠い記憶が蘇ってきてしまう。文字通り、国全体が同一方向を見ることを強制された、悪夢の時代が過去にあった。

同じ思考のもとでの行動は、力強く正義のはずであったが、たくさんの尊い生命が失われた悲惨な結果となった。

　花火に興味のないぼくには、たいていの大騒ぎはＴＶを消すことで一応は終わるのであるが、元号に関しては５月の

登場を思い返してみても、鷹
おう

揚
よう

に旗を振る気分ではない。預金口座の日付欄の表記１つでも、やや迷惑な経験をされた

方は多いように思う。ここで、元号廃止論を振りかざすつもりはないのだが、単純なものを煩雑にしたのは確かである。

　ぼくは、ごく普通に西暦紀元を使用し、１年間を１つの単位として生活している。このところ自身の来し方を振り返

ることも多いが、誕生から節目の年を追っていくと、これらを、西暦、昭和、平成、令和を混在させて考えるのは、や

やこしくて混乱するばかりで、「元号は厄介モノ」これが偽りのない心情なのである。

　たまに必要があれば、昭和時代の年号から、西暦年を導き出す簡単な方法を使うことがないわけではない。昭和時代

とは、昭和１年から昭和64年まで、西暦年では1926年12月25日から、1989年１月７日までのこと。これは、簡単な

数式「ニゴッタショーワ」つまり25をプラスするだけで、１＋25＝26、64＋25＝89 となる計算。濁った！　とは、

なかなか含
がん

蓄
ちく

あり言い得て妙である。

　ぼくの不安な気持ちを揶
や

揄
ゆ

するかのように、大騒ぎの波紋は今日も広がっている。 （つじむら　ますろう／装丁家）

6 6 7

季節のともだち⑥／澤口たまみ　２
とっておきの一作④／西巻茅子　３
生まれてきてくれて、ありがとう
——あかちゃんと絵本『いないいないばあ』／正置友子　４
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冬　

昆
虫

澤
口
た
ま
み

イラスト／大野八生

冬
越
し
を
す
る
虫
た
ち
を
探
し
て
み
よ
う

　

虫
た
ち
は
、
寒
く
な
る
と
動
き
ま
わ
ら
な
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら

冬
は
、
虫
を
探
す
の
が
む
ず
か
し
い
季
節
で
す
。
で
も
、
だ
か
ら
こ
そ

会
え
た
と
き
は
嬉
し
い
も
の
。
天
気
の
よ
い
日
は
、
寒
く
な
い
よ
う
身

じ
た
く
を
し
て
、
外
へ
出
か
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ヨ
モ
ギ
や
ス
ス
キ
の
は
え
た
原
っ
ぱ
が
あ
れ
ば
、
そ
の
茎
に
、
オ
オ

カ
マ
キ
リ
の
卵ら

ん

の
う
が
つ
い
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
う
す
茶
色
の

ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
な
か
た
ま
り
の
な
か
に
は
、
百
五
十
ほ
ど
の
卵
が

入
っ
て
い
ま
す
。

　

カ
ラ
タ
チ
や
ミ
カ
ン
の
木
が
あ
っ
た
ら
、
あ
た
り
を
よ
く
探
し
て
み

ま
す
。
木
の
枝
や
幹
、
近
く
の
垣
根
な
ど
に
、
ア
ゲ
ハ
の
さ
な
ぎ
は
あ

り
ま
せ
ん
か
？　

風
や
雪
の
当
た
ら
な
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
さ
な
ぎ
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
に
は
見
つ
か
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

じ
っ
く
り
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
の
な
か
ま
は
、
成
虫
の
す
が
た
の
ま
ま
で

季
節
の
と
も
だ
ち 

⑥

冬
を
越
し
ま
す
。
は
が
れ
か
け
た
木
の
皮
の
か
げ
な
ど
に
何
匹
か
で
集

ま
り
、
お
し
く
ら
ま
ん
じ
ゅ
う
を
す
る
よ
う
に
し
て
、
春
を
待
ち
ま
す
。

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
の
な
か
ま
は
、
ひ
と
の
家
の
な
か
に
入
っ
て
冬
を
越
す

こ
と
も
あ
る
の
で
、
ス
ト
ー
ブ
を
つ
け
て
部
屋
の
な
か
が
暖
か
く
な
る

と
、
も
ぞ
も
ぞ
と
動
き
出
し
た
り
も
す
る
で
し
ょ
う
。

　

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
の
ほ
か
に
も
、
成
虫
で
冬
を
越
す
虫
に
は
、
キ
チ
ョ

ウ
や
ク
ジ
ャ
ク
チ
ョ
ウ
な
ど
の
チ
ョ
ウ
、
細
い
枝
に
は
ね
が
は
え
た
よ

う
な
オ
ツ
ネ
ン
ト
ン
ボ
や
、
子
ど
も
た
ち
に
「
ば
な
な
虫
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
ツ
マ
グ
ロ
オ
オ
ヨ
コ
バ
イ
な
ど
が
い
て
、
暖
か
な
日
に
は
姿
を

見
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

寒
い
冬
は
、
虫
た
ち
に
と
っ
て
厳
し
い
季
節
で
す
が
、
じ
つ
を
言
う

と
、
ひ
と
や
す
み
の
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。
夏
の
あ
い
だ
、
み
ん
な
よ

り
育
つ
の
が
遅
か
っ
た
り
し
た
も
の
も
、
冬
に
は
追
い
つ
い
て
、
春
に

は
ま
た
、
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
活
動
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

さわぐち　たまみ／岩手県盛岡市
生まれ。絵本作家・エッセイスト。
絵本に『わたしのこねこ』『いもむ
しってね…』（福音館書店）、著書に

『虫のつぶやき聞こえたよ』（白水
社）『新版 宮澤賢治 愛のうた』（夕
書房）などがある。
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西
巻
茅
子

え
の
す
き
な
ね
こ
さ
ん

に
し
ま
き
か
や
こ
／
さ
く
　
一
九
八
六
年
刊
行

と
っ
て
お
き
の
一
作
　
④

絵
を
描
く
っ
て

ど
ん
な
こ
と
？

　

油
絵
描
き
だ
っ
た
父
が
死
ん
で
、
ア
ト
リ
エ
を
壊
す

こ
と
に
な
り
、
大
き
な
イ
ー
ゼ
ル
や
パ
レ
ッ
ト
、
車
つ

き
の
絵
の
具
箱
な
ど
を
私
の
家
に
持
っ
て
き
て
、
居
間

に
置
い
て
お
い
た
。
そ
の
道
具
を
毎
日
眺
め
な
が
ら
、

考
え
て
い
た
。
父
の
生
涯
と
、
絵
を
描
く
こ
と
の
意
味
、

絵
を
描
く
こ
と
を
職
業
に
す
る
あ
や
う
さ
に
つ
い
て
。

絵
本
を
描
く
こ
と
を
職
業
と
し
て
選
ん
だ
私
と
し
て
は
、

考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
、

「
そ
う
だ
、
絵
描
き
の
ね
こ
の
絵
本
を
描
こ
う
。
絵
描

き
の
ね
こ
さ
ん
が
、
父
の
よ
う
に
毎
日
毎
日
絵
を
描
い

て
い
る
絵
本
を
描
い
て
み
よ
う
」
と
思
い
つ
い
た
。

　

こ
の
本
の
ね
こ
さ
ん
は
、
毎
日
、
歌
を
う
た
い
な
が

ら
楽
し
ん
で
絵
を
描
い
て
い
る
。
お
金
に
な
る
わ
け
で

も
な
く
、
誰
に
褒
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
毎

日
毎
日
絵
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
と
同
じ
で
あ

る
（
父
は
い
い
絵
が
描
け
な
い
と
悩
ん
だ
り
、
苦
し
ん

だ
り
は
し
て
い
た
が
）。
人
に
見
て
も
ら
い
た
い
し
、

褒
め
ら
れ
れ
ば
嬉
し
い
。
そ
ん
な
ね
こ
さ
ん
の
姿
は
決

ま
っ
た
の
だ
が
、
問
題
は
ね
こ
さ
ん
の
描
く
絵
で
あ
る
。

ね
こ
さ
ん
が
ど
ん
な
絵
を
毎
日
描
い
て
い
る
の
か
、
絵

本
で
あ
る
か
ら
に
は
こ
こ
が
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
考
え
て
、
や
っ
ぱ
り
ミ
ロ
だ
な
、
と
私
は

思
っ
た
。
ミ
ロ
は
二
十
世
紀
の
絵
描
き
だ
が
原
初
的
な

絵
を
描
い
て
い
る
。
幼
い
子
ど
も
の
描
く
絵
に
も
似
て

い
る
。

「
ミ
ロ
の
絵
に
し
よ
う
」

　

私
は
、
ミ
ロ
の
画
集
を
た
く
さ
ん
買
い
込
ん
で
、
ミ

ロ
の
絵
を
模
写
し
よ
う
と
し
た
。
い
く
ら
単
純
な
絵
で

も
、
と
い
う
か
単
純
な
絵
ほ
ど
、
模
写
は
難
し
い
。
ミ

一
九
三
九
年
東
京
都
生
ま
れ
。
東
京
芸
術

大
学
工
芸
科
卒
業
。
主
な
作
品
に
『
わ
た

し
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
』（
こ
ぐ
ま
社
）『
は
け

た
よ
は
け
た
よ
』（
文
・
神
沢
利
子
／
偕

成
社
）
な
ど
が
あ
る
。『
え
の
す
き
な
ね

こ
さ
ん
』（
童
心
社
）
で
、
第
十
八
回
講

談
社
出
版
文
化
賞
絵
本
賞
を
受
賞
。

ロ
の
腐
っ
た
よ
う
な
絵
に
し
か
な
ら
な
い
の
だ
。
い
く

ら
描
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
ミ
ロ
の
模
写
は
諦
め
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
も
う
一
度
考
え
直
し
て
、
私

が
ミ
ロ
に
似
た
絵
を
描
け
ば
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と

思
っ
た
。
私
は
若
い
こ
ろ
か
ら
ミ
ロ
の
絵
が
大
好
き
で
、

こ
ん
な
絵
を
描
き
た
い
と
い
つ
も
思
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
私
の
作
品
と
し
て
ミ
ロ
に
似
た
絵
を
描
く
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
作
家
は
個
人
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
大

切
な
の
で
あ
る
。
で
も
、
こ
れ
は
ね
こ
が
描
く
の
で
あ

る
。
ね
こ
が
ミ
ロ
に
似
た
絵
を
描
い
た
っ
て
か
ま
う
も

ん
か
と
、
私
は
考
え
た
。

　

私
は
画
集
を
し
ま
っ
て
、
ミ
ロ
が
描
き
た
い
よ
う
な

絵
を
ね
こ
さ
ん
に
描
か
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
絵
本
は
出

来
た
。
こ
の
絵
本
の
中
で
、
ね
こ
さ
ん
が
描
い
た
絵
は

全
部
で
十
二
枚
あ
る
。
ど
の
絵
も
楽
し
く
一
気
に
描
く

こ
と
が
で
き
た
。
私
が
自
分
の
作
品
を
描
い
た
の
で
は

な
く
、
ね
こ
さ
ん
が
描
い
た
と
い
う
仕
掛
け
が
あ
っ
た

か
ら
、
私
は
自
由
に
な
れ
た
の
だ
。

　

こ
の
本
を
描
い
て
か
ら
、
三
十
年
以
上
を
経
て
、
今
、

久
し
ぶ
り
に
『
え
の
す
き
な
ね
こ
さ
ん
』
の
ペ
ー
ジ
を

め
く
っ
て
い
る
。
ね
こ
さ
ん
が
描
い
た
絵
は
、
ど
の
絵

も
心
が
こ
も
っ
て
い
て
、
い
い
絵
で
あ
る
。
自
由
で
の

び
の
び
し
て
い
る
。

　

私
は
五
十
年
以
上
絵
本
の
絵
を
描
い
て
い
る
。
絵
を

描
く
の
は
大
好
き
だ
け
れ
ど
、
い
つ
で
も
い
い
絵
が
描

け
る
と
は
限
ら
な
い
。
自
分
の
心
を
い
い
絵
が
描
け
る

状
態
に
も
っ
て
い
く
の
に
工
夫
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
工
夫
が
う
ま
く
い
っ
た
と
き
は
、
絵
を
描
く
の
が

楽
し
い
こ
と
に
な
る
。
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『
い
な
い
い
な
い
ば
あ
』（
＊
１
）
を
あ
か
ち
ゃ

ん
た
ち
と
何
回
読
ん
だ
で
し
ょ
う
か
。
わ
が
子

と
、
青
山
台
文
庫
（
＊
２
）
に
き
て
く
れ
る
地

域
の
あ
か
ち
ゃ
ん
た
ち
と
、
そ
し
て
孫
と
。
多

分
、
七
百
回
は
読
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
。
子
ど

も
た
ち
と
読
ん
だ
絵
本
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
中
で
も
一
番
回
数
多
く
読
ん
で
き
た

絵
本
が
こ
の
絵
本
で
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
こ
の
絵
本
を
読
む
こ
と
で
、
私
が

あ
か
ち
ゃ
ん
た
ち
に
、「
生
ま
れ
て
き
て
く
れ

て
、
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
気
持
ち
と
、「
人

生
は
厳
し
い
け
れ
ど
、
生
き
る
価
値
が
あ
る
も

の
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
伝
え
ら
れ
る
か
ら

で
す
。
最
初
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
で
、

こ
の
絵
本
を
あ
か
ち
ゃ
ん
た
ち
と
読
ん
だ
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
度
も
何
度
も
読

ん
で
い
く
過
程
で
、
あ
か
ち
ゃ
ん
た
ち
が
こ
の

絵
本
を
読
ん
で
も
ら
う
時
に
見
せ
て
く
れ
る
顔

や
身
体
の
表
情
な
ど
か
ら
気
が
つ
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
受
け
取
る
様
子
に
は
変
化
は
あ
る
も

の
の
、
三
歳
に
な
っ
て
も
、
も
う
い
い
、
と
は

誰
も
言
わ
な
い
の
で
す
。

　

ま
ず
、
遊
び
の
「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。
あ
か
ち
ゃ
ん
に
向
か

っ
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
小
さ
い
お
に
い
ち

ゃ
ん
ま
で
、
思
わ
ず
「
い
な
い
い
な
い
…
ば

あ
」
を
し
ま
す
。
最
初
は
、
怪け

訝げ
ん

な
顔
を
し
て

い
た
あ
か
ち
ゃ
ん
も
、「
ば
あ
」
で
大
喜
び
を

な
り
ま
す
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
実
験
で
も
、
あ
か

ち
ゃ
ん
た
ち
が
待
て
る
時
間
は
二
～
七
秒
く
ら

い
で
、
一
秒
の
子
も
い
る
そ
う
で
す
。
あ
か
ち

ゃ
ん
た
ち
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
自
分

が
生
き
て
い
く
に
は
、
こ
の
人
が
大
事
な
ん
だ

と
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

あ
か
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
、
大
切
な
お
か
あ
さ

ん
と
一
対
一
の
関
係
で
向
か
い
合
い
遊
べ
る
こ

と
の
う
れ
し
さ
、
そ
の
人
が
消
え
て
し
ま
っ
た

時
に
味
わ
う
不
安
、
そ
の
後
に
お
か
あ
さ
ん
が

「
ば
あ
」
と
ま
た
現
れ
る
、
と
い
う
一
連
の
パ

タ
ー
ン
を
通
し
て
、
お
か
あ
さ
ん
は
消
え
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
絶
対
に
そ
こ
に
い
る
と
い
う

安
心
感
を
抱
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、

お
か
あ
さ
ん
へ
の
信
頼
感
を
、
遊
び
を
通
し
て
、

身
体
で
学
ん
で
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
親
子
で
「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」

を
続
け
て
い
く
と
、
変
化
が
起
こ
り
ま
す
。
あ

か
ち
ゃ
ん
が
、
お
と
な
に
向
か
っ
て
、「
い
な

い
い
な
い
」
を
仕
掛
け
て
く
る
の
で
す
。
幼
い

な
が
ら
、
お
か
あ
さ
ん
が
自
分
に
や
っ
て
く
れ

た
こ
と
を
、
自
分
の
方
が
主
導
権
を
と
っ
て
、

お
と
な
を
遊
び
の
世
界
に
誘
い
込
ん
で
く
る
の

で
す
。
遊
び
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
、
み
ず
か

ら
の
想
像
力
と
創
造
力
を
発
揮
し
て
い
く
姿
は
、

見
事
で
す
。
こ
の
力
を
あ
か
ち
ゃ
ん
の
中
か
ら

引
き
出
し
て
い
る
の
は
、
お
か
あ
さ
ん
と
の
安

定
し
た
信
頼
関
係
に
あ
り
ま
す
。
生
身
で
生
き

て
い
る
人
同
士
の
関
係
性
の
中
で
、「
わ
た

いないいないばあ
松谷みよ子／文　瀬川康男／絵
1967 年刊行

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
内
に
、
声
を
た

て
て
笑
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
ブ

ル
ー
ナ
ー
（
一
九
一
五
─
二
〇
一
六
）
は
、
あ

か
ち
ゃ
ん
と
母
親
の
六
組
を
大
学
の
研
究
室
に

二
週
間
に
一
度
の
頻
度
で
約
十
カ
月
招
い
て
、

親
子
で
「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」
を
含
む
遊
び

を
や
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
結
果
を
分
析
し
て
い

ま
す
（
＊
３
）。
最
初
は
、
母
親
主
導
で
「
い
な

い
い
な
い
…
ば
あ
」
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
次

第
に
子
ど
も
が
主
導
権
を
取
る
よ
う
に
な
り
、

自
分
で
隠
し
た
り
、
隠
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な

り
一
歳
三
カ
月
に
も
な
る
と
、
遊
び
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
の
は
、
あ
か
ち
ゃ
ん
に
な
る
の
だ

そ
う
で
す
。
母
親
で
あ
る
私
た
ち
は
自
分
の
経

験
か
ら
分
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
研
究
の
結

果
と
し
て
発
表
さ
れ
る
と
、「
い
な
い
い
な
い

ば
あ
」
遊
び
が
ど
れ
ほ
ど
大
切
な
遊
び
か
が
わ

か
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
、
お
か
あ
さ
ん
（
母
親
で
な
く
て

も
い
い
の
で
す
が
、
便
宜
上
そ
う
し
ま
し
た
）

の
場
合
、
お
か
あ
さ
ん
が
顔
を
隠
す
こ
と
は
、

あ
か
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
、
大
事
な
人
が
こ
の
世

か
ら
消
え
た
こ
と
に
な
り
、
泣
き
そ
う
な
顔
に

（＊１）タイトルに「いないいないばあ」という言葉が入っている絵本は 100 冊以上ありますが、ここで注目している絵本は、上に表紙を掲載している絵本です。

（＊2）青山台文庫は、大阪の千里ニュータウンにある、子どもたちと本を結ぶ場です。1973 年に開始し、今も行っています。まもなく 50 周年です。
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し
」
の
存
在
と
「
他
者
」（
例
え
ば
、
お
か
あ

さ
ん
）
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
わ

た
し
は
こ
う
し
た
い
、
こ
う
あ
り
た
い
と
い
う

自
分
の
欲
求
を
持
つ
一
方
、
社
会
の
中
で
他
者

と
共
に
生
き
る
た
め
に
自
分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、

「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」
遊
び
を
通
し
て
、
あ

か
ち
ゃ
ん
は
自
立
し
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
獲
得
し
、
自
分
の
人
生
の
物
語
を
形
成

し
、
歩
き
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」
遊
び
が
こ
の
よ
う
に

素
晴
ら
し
い
な
ら
、「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」

絵
本
は
不
要
で
は
な
い
か
、
と
い
う
人
も
い
ま

す
。
遊
び
の
「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」
と
絵
本

の
『
い
な
い
い
な
い
ば
あ
』
と
の
間
に
は
、
大

き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

絵
本
『
い
な
い
い
な
い
ば
あ
』
を
読
ん
で
も

ら
う
の
は
、
あ
か
ち
ゃ
ん
た
ち
が
は
じ
め
て
人

間
の
想
像
力
、
創
造
力
が
生
み
出
し
、
人
間
の

手
が
作
り
出
し
た
文
化
財
で
あ
り
、
芸
術
作
品

に
出
会
う
時
な
の
で
す
。

　

絵
本
『
い
な
い
い
な
い
ば
あ
』
の
中
で
は
、

ね
こ
、
く
ま
、
ね
ず
み
、
き
つ
ね
が
登
場
し
ま

す
。
現
実
世
界
で
ね
こ
に
出
会
う
こ
と
は
あ
り

ま
す
が
、
ほ
か
の
生
き
も
の
に
出
会
う
こ
と
は

ま
れ
で
す
。
ま
し
て
や
、
こ
う
し
た
動
物
た
ち

と
向
か
い
合
っ
て
「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」
を

す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
く
ま
と
こ
の
遊

び
を
す
る
こ
と
は
、
命
に
関
わ
り
ま
す
。
し
か

し
、
絵
本
の
世
界
で
は
で
き
ま
す
。
絵
本
の
世

界
は
、
想
像
の
世
界
だ
か
ら
で
す
。

　

自
分
の
人
生
を
、
自
分
ら
し
く
、
そ
し
て
他

者
と
と
も
に
、
豊
か
に
生
き
る
に
は
、
想
像
の

世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
大
事

で
す
。
現
実
の
世
界
だ
け
で
生
き
よ
う
と
す
る

と
、
幅
の
狭
い
貧
し
い
生
き
方
し
か
で
き
ず
、

生
き
て
い
く
こ
と
さ
え
難
し
く
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
現
実
世
界
で
の
経
験
は
得
難
い
も
の

で
す
が
、
全
て
の
経
験
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
絵
本
の
世
界
で
は
、
現
実
に
は
可
能
で

は
な
い
体
験
、
く
ま
や
き
つ
ね
と
遊
ぶ
こ
と
も

可
能
で
あ
り
、
地
球
上
の
遠
く
離
れ
た
人
と
も

友
だ
ち
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
異
文
化
の
体
験

も
可
能
で
す
。
絵
本
と
主
人
公
と
共
に
、
悲
し

み
や
絶
望
を
乗
り
越
え
て
生
き
る
物
語
を
体
験

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
絵
本
な
ど
の
芸
術
作

品
を
通
し
て
の
体
験
は
、
追
体
験
で
は
な
い
か

と
言
う
人
も
い
ま
す
が
、
絵
本
の
世
界
で
生
き

る
こ
と
を
通
し
て
、
質
的
に
は
本
当
の
体
験
と

同
じ
意
味
合
い
を
持
ち
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に

想
像
の
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

絵
本
『
い
な
い
い
な
い
ば
あ
』
は
、
五
十
年

以
上
読
み
継
が
れ
、
絵
本
界
の
古
典
の
仲
間
入

り
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
絵
本
の

テ
ー
マ
が
、
あ
か
ち
ゃ
ん
た
ち
に
と
っ
て
非
常

に
大
切
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
と
云
え

ま
す
。
信
頼
を
築
く
こ
と
、
信
頼
が
崩
れ
る
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
そ
れ
で
も
ま

た
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
希

望
が
あ
る
こ
と
で
す
。
生
き
て
い
く
上
で
は
、

孤
独
に
な
る
こ
と
、
挫
折
す
る
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
希
望
も
あ
り
ま
す
よ
、

ま
た
出
会
い
も
あ
り
ま
す
よ
、
と
こ
の
絵
本
は

教
え
て
く
れ
ま
す
。

　

生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
出
会
い
と
別
れ

（
や
む
を
得
な
い
こ
と
も
含
め
て
）
の
連
続
で

す
。
ね
こ
や
く
ま
や
ね
ず
み
や
き
つ
ね
に
出
会

い
ま
す
。
別
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
出
会
っ

た
と
い
う
事
実
は
残
り
ま
す
。
多
様
な
人
た
ち

と
の
出
会
い
が
、
そ
の
人
を
形
成
し
て
い
き
ま

す
。
こ
こ
か
ら
物
語
も
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

　

絵
本
『
い
な
い
い
な
い
ば
あ
』
は
、
あ
か
ち

ゃ
ん
が
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
人
生
の
出
発
点

に
あ
た
り
、
お
と
な
か
ら
届
け
ら
れ
る
は
じ
め

て
の
物
語
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
す
。「
生
ま
れ
て

き
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
う
」
と
、「
こ
れ
か

ら
の
人
生
、
い
ろ
い
ろ
な
出
会
い
が
あ
り
、
別

れ
も
あ
り
ま
す
よ
。
で
も
、
元
気
に
生
き
て
い

っ
て
ね
」
と
い
う
気
持
ち
を
込
め
て
、
私
は
あ

か
ち
ゃ
ん
た
ち
と
読
ん
で
い
ま
す
。

　

ス
マ
ホ
で
は
な
く
、
一
冊
の
絵
本
と
い
う
形

態
で
、
親
子
で
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

読
ん
で
も
ら
っ
た
絵
本
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て

の
「
た
か
ら
も
の
」
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

読
ん
だ
お
と
な
に
と
っ
て
も
「
た
か
ら
も
の
」

に
な
り
ま
す
。
そ
の
絵
本
を
一
緒
に
読
ん
だ
時

の
そ
の
場
の
情
景
や
匂
い
と
共
に
、
双
方
に
と

っ
て
の
、
抱
き
し
め
た
い
思
い
出
の
「
一
生
の

た
か
ら
も
の
」
に
な
り
ま
す
。

イラスト／織茂恭子

（＊3）ブルーナーは、“Peekaboo and the Learning of Rule Structure”という論文にまとめ、Play: its role 
　　　in development and evolution（J. S. Bruner 他編 , New York: Basic Books, 1976）掲載。未邦訳。
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　「ぼくの　ハンカチも、いっしょに　あらってほしいの」

　はじめてやってきたコインランドリーで、おばあさんは１ぴきの子ども

のあらいぐまと出会い、こんなお願いをされます。悲しいことがあるたび

にハンカチで涙をふいていたら「かなシミ」というシミがとれなくなった

というのです。おばあさんはハンカチを洗ってあげる間、あらいぐまの話

にゆっくり耳を傾けます。

　あらいぐまの「かなシミ」のひとつは、仲良しのきつねとケンカをして

しまったことでした。ケンカの原因はちょっとしたすれ違いです。きっ

と、読む子どもたちも、似たような出来事を思い出してドキっとする場面

ではないでしょうか。「それは　もう……。きつねに　あうしかないね

え」「いままで、まい日　あそんでいたなら、きつねも　いまごろ、さみ

しいだろうね」なるほど、おばあさんがあらいぐまにかける言葉のひと言

ひと言に、すっかり大人になった私でさえも、じっくりと聞き入ってしま

いました。

　悲しかったことをひとつ話し終えるたびに聞こえてくる洗濯機の音が、

なんとも気持ち良く響きます。あらいぐまのぐるぐるしていた気持ちも、

ざばんと洗われ、ふわりと心地良く乾かされていくようです。

　お話の中で強く印象に残ったのは、「かなシミ」という言葉。そうか、

かなしみの気持ちは、心にぽつっとできた「シミ」のようなものなのかも

しれないな、とストンと納得したのです。もし、心に「シミ」ができて自

分では消せなくなってしまったら……。そんな時にはあらいぐまのよう

に、勇気を出してだれかに打ち明けてみたら、パッと気持ちが晴れるかも

しれません。だれかのひと言が、固まっていた考えを魔法のように変えて

くれることが、きっとあるのです。

　お話を通して、あらいぐまの表情や仕草がとっても愛らしいのも大きな

魅力です。個人的なお気に入りは、「おばあさん、あのね……」と言う時

に必ずおばあさんにちょこっと手を伸ばす場面！ そんな愛らしいあらい

ぐまの様子を中心にすべてのページに絵がついているので、絵本から読み

物への移行期にも無理なく読めるでしょう。小学１、２年生の子どもたち

におすすめのお話です。

　小さなモノたちや動物たちの気持ちを温かく、時にユーモラスにすくい

上げる筆致が魅力的な大久保雨咲さんによる、おばあさんとあらいぐまの

心の交流が丁寧に描かれた優しい絵童話。前向きで人生経験豊かなおばあ

さんがまた素敵なのですが、一見あらいぐまだけがお世話になったよう

で、実はおばあさんもあらいぐまに、はじめてのコインランドリーに挑戦

するパワーや、元気をもらったのではないかなあと、そんな出会いの嬉し

さも感じました。 （あきやま　ともえ／絵本ナビ　児童書担当）

心
に
な
か
な
か
消
え
な
い
シ
ミ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

秋
山 

朋
恵

あらいぐまのせんたくもの
大久保雨咲／作
相野谷由起／絵
本体価格 1,100 円＋税



B O O K

母のひろば667号　2019年12月15日発行

7

　気が弱くて、人前で自由に話せなかった経験は、誰にでもありそうで

す。しっかり発言したいし行動も起こしたいのに、自分のからだが思うよ

うに動いてくれないもどかしさは、それほど珍しいことではないかも知れ

ません。とくに、幼少期においての経験は、ときにトラウマになって長く

引きずることもあるそうですが、大事なことをしたいときに、もじもじし

たあげくに、見過ごすことしかできなかった経験は、大人になってからも

苦さが伴う記憶になります。

　もうちょっと勇気があったならと、悔やむのも、特別なことではありま

せん。

　それほどに、ある意味「普通」の出来事を作品の背景にした『はるか

ちゃんが、手をあげた』は、とても「普通」でありながら、それでいて実

は「特別」な作品だと感じています。

　はるかちゃんは病気で小学校の入学式に出られず、登校したのは１週間

後でした。出遅れてしまったのです。これは、デリケートな精神の持ち主

にとっては大きな問題です。クラスの皆が当たり前にしていることが、自

分にとっては何もかも初めてなのですから。相当なストレスだったに違い

ありません。

　言葉を発したくても、のどがつまって言葉がでてこないのです。しゃべ

らないはるかちゃんを、先生もクラスの友だちも優しく受け止めます。特

に、はるかちゃんにさりげなく寄り添う先生に好感を抱きました。

　しゃべらないことが普通になったはるかちゃんの横に、席替えで、元気

いっぱいのあきらくんがきます。邪心のないあきらくんの積極性に助けら

れるはるかちゃんですが、あるとき、そのあきらくんが風邪で欠席しま

す。給食に出たデザートは、あきらくんの好きなヨーグルトゼリーでし

た。先生が欲しい人は？　と尋ねます。はるかちゃんはそのゼリーをあき

らくんに届けたくてなりませんでした。あきらくんにと強く願っているう

ちに、はるかちゃんの手が自然にあがります。そして、はっきりと「あき

らくんにもっていってあげたい」と言っていました。

　人は自分のためよりも、人のために何かをしたとき達成感（幸せ）を感

じるように思います。友だちのことを一生懸命に思ったときに、勇気が湧

いたはるかちゃんは、どんなにほっとしたことでしょう。

　誰にも経験のある普通の生活の中に、人生の真実がこれほどまでに分か

り易く楽しく描かれていることに驚きます。幼年童話の底力を感じさせら

れる作品でした。

　幼い読者に手渡したい１冊です。

� （なかがわ　なをみ／児童文学作家）

友
だ
ち
へ
の
思
い
が
自
分
を
強
く
す
る

中
川 

な
を
み

はるかちゃんが、手をあげた
服部千春／作
さとうあや／絵
本体価格�1,000円＋税
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●年々加速する世の中の流れに比べ

て、作るのも読むのも時間のかかる

本は、ずいぶん遅いメディアだなと

思います。でもだからこそ、そこに

書かれた絵や言葉が、ゆっくり、じ

わじわと体に染み込んでいき、例え

ば誰かが苦しみに突き当たった時に、

支えてあげるものとなるのかもしれ

ませんね。来年も、焦らずじっくり

と、本作りをしていきたいです。�N

●間違いなく自分は愛されているのだ

と信頼しきれること──乳幼児の時

期に、これは決定的に重要なことで

すね。絵本『いないいないばあ』が、

親子の温かな関係を築く上で役立っ

てこられたのであれば大きな喜びで

す。そしてまた「人生は厳しいけれ

ど、生きる価値があるものですよ」と

子どもに伝えられる作品を出すべく努

力していかねばと思います。� O

世界で1500万部を超えるベストセラー絵本「14ひきのシリーズ」のカレンダー。
新しくなった「カレンダーシール」つきで、家族のイベントを楽しく書き込めます。

いわむらかずお／作
本体価格 1600円＋税

2020
童心社のキャラクターグッズ

14ひきのカレンダー

さかなやさん、ようふくやさん、おかしやさ
ん……おみせにはいろいろあるよ。どれがい
い？　あかちゃんが思わず手をのばす絵本。

せなけいこ／さく・え
本体価格 900円＋税

いらっしゃい
とことこえほん

友だちってどうやってつくるんだろう。けい
くんは、まだ友だちがいない。ある日、けい
くんは池で小さなカッパと出会い……。

ねこが死んだ。悲しいのをがまんしていたら、
かあさんが「さあ、なきましょ」……死をき
ちんと受け止めることの大切さを描く感動作。

小さな粒からうまれたちび竜は、ボウフラや
たんぽぽや、様々な生き物に出会い、風や水
や土となかよくなる。やがて大きくなり……。

山本悦子／作

村上しいこ／作

工藤直子／文

本体価格 1200円＋税

本体価格 1300円＋税

本体価格 1700円＋税

がっこうかっぱの
おひっこし

ねこなんて
いなきゃ よかった

ちび竜

単行本図書

童心社のおはなしえほん単行本絵本

市居みか／絵

ささめやゆき／絵

あべ弘士／絵

12月 の 新 刊 図 書！


