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第25回小川未明文学賞贈呈式
　小川未明の文学精神である「人間愛と正義感」を受け継ぎ、新しい時代にふさわしい創作
児童文学作品を輩出する目的で創設された小川未明文学賞が、平成28年度で節目となる第25
回を迎えました。これまでに延べ12000編を超える作品が国内外から寄せられ、第25回の大
賞受賞者は「蝶のくれたプレゼント」を執筆した槿なほさん（写真左から２人目）に決定し
ました。
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寄
　
稿　

　

一
、
郷
土
の
海

　

上
越
高
田
に
お
け
る
約
二
〇
年
の
暮
ら
し
が
、
小
川
未
明
の
文
学
の
原
型
を

形
づ
く
っ
た
。
後
に
書
か
れ
る
ぼ
う
大
な
数
の
作
品
中
に
は
、
郷
土
を
描
い
た

も
の
が
相
当
数
あ
る
。
作
品
数
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
郷
土
で
の
暮
ら
し
が

未
明
文
学
の
「
思
想
」
を
形
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
未
明
文
学
の
根
幹
に
は
、

高
田
で
見
た
自
然
や
人
の
暮
ら
し
か
ら
考
え
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
が
、
消
え

な
い
一
つ
の
詩
と
な
っ
て
生
き
続
け
た
。

　

本
稿
で
考
え
た
い
の
は
、
郷
土
の
海
が
未
明
文
学
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え

た
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
北
国
・
雪
国
の
自
然
は
幻
想
や
不
思
議
な
感
覚
を
未

明
に
感
じ
と
ら
せ
、
創
作
に
一
つ
の
型
を
与
え
た
。
物
語
の
舞
台
が
、
北
国
・

雪
国
で
な
か
っ
た
ら
、
未
明
文
学
は
ず
い
ぶ
ん
様
子
の
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
北
国
を
舞
台
に
す
る
物
語
に
お
い
て
、
注
目
さ
れ
る
の
が
海

で
あ
る
。
未
明
の
「
思
想
」
を
形
作
っ
た
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
海
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　

未
明
は
「
大
き
な
蟹
」（「
婦
人
公
論
」
大
正
一
一
年
四
月
号
）
と
い
う
童
話

を
書
い
て
い
る
。
本
作
は
、
雪
の
深
い
北
国
で
、
海
岸
の
村
へ
出
か
け
た
お
爺

さ
ん
が
大
き
な
蟹
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
く
る
話
で
あ
る
。
そ
の
蟹
は
見
か
け
に

よ
ら
ず
身
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
春
に
な
る
と
、
お
爺
さ
ん
の
体
は
弱
っ
て

い
っ
た
。
見
か
け
に
よ
ら
ず
身
の
入
っ
て
い
な
い
大
き
な
蟹
は
、
一
見
元
気
そ

う
な
お
爺
さ
ん
の
内
面
の
弱
り
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
大
き
な
蟹
は
お
爺
さ
ん

の
運
命
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。

　

未
明
は
「
大
き
な
蟹
」
に
お
い
て
、
運
命
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
き
た
お
爺
さ

ん
が
、
自
ら
の
運
命
の
軌
道
に
従
い
、
春
の
到
来
と
は
別
に
体
を
弱
ら
せ
て
い

く
と
い
う
小
説
的
な
主
題
を
扱
っ
た
。
生
や
死
の
問
題
、
あ
ら
が
え
な
い
人
の

運
命
を
テ
ー
マ
に
未
明
は
本
作
を
書
い
た
。
お
爺
さ
ん
が
大
き
な
蟹
を
も
ら
っ

た
場
所
が
海
で
な
か
っ
た
ら
、
自
ら
の
運
命
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

未
明
が
一
五
歳
位
か
ら
二
〇
歳
位
の
間
家
族
で
住
ん
だ
春
日
山
神
社
境
内
に
、

次
の
詩
碑
（
昭
和
三
一
年
一
一
月
）
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。 

　

雲
の
如
く　

高
く 

　

く
も
の
ご
と
く　

か
が
や
き 

　

雲
の
ご
と
く　

と
ら
わ
れ
ず

 

　

未
明
の
高
い
志
、
情
熱
、
信
念
が
表
さ
れ
た
未
明
文
学
の
方
向
性
を
よ
く
示

す
詩
碑
で
あ
る
が
、
未
明
が
「
雲
」
に
託
し
た
種
々
の
意
味
を
整
理
・
検
討
す

る
と
、
雲
に
対
し
、
無
常
の
思
い
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
人
の
命
の

は
か
な
さ
を
、
未
明
は
雲
と
人
間
の
対
比
か
ら
感
得
し
た
。
し
か
し
だ
か
ら
こ

そ
、
未
明
は
そ
の
思
い
を
バ
ネ
に
自
分
の
生
を
燃
え
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
。

雲
は
形
体
を
自
在
に
変
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
無
常
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
由
さ

を
持
つ
。
右
の
詩
は
、
雲
を
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
海
は
ど
う
か
。
海
は
波
が
繰
り
返
す
ば
か
り
で
あ
る
。
未
明
を
不
可

抗
の
運
命
か
ら
前
へ
進
ま
せ
た
の
が
「
雲
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
海
」
は

不
可
抗
の
運
命
を
強
く
意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
雲
」
と
「
海
」
は
人

生
の
二
つ
の
諸
相
を
、
つ
ま
り
生
と
死
、
希
望
と
失
望
、
明
と
暗
、
理
想
と
虚

無
の
ベ
ク
ト
ル
を
形
作
る
自
然
の
形
象
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　

　
　

二
、
未
明
の
海

　

春
日
山
神
社
の
境
内
か
ら
は
く
び
き
平
野
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
、
北
へ

目
を
や
る
と
日
本
海
を
臨
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

私
は
十
三
の
時
分
に
こ
の
城
下
を
去
っ
て
、
謙
信
公
の
城
址
と
し
て
有
名

な
春
日
山
に
移
つ
た
。
そ
こ
は
眼
の
下
に
日
本
海
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

背
後
は
峨
々
た
る
日
本
ア
ル
プ
ス
の
峻
峰
を
望
む
こ
と
が
出
来
る
。
高
田
の

町
も
直
江
津
の
市
も
夜
に
な
る
と
、
灯
が
チ
ラ
チ
ラ
と
し
て
眼
に
迫
つ
て
来

る
。（「
眠
つ
て
ゐ
る
よ
う
な
北
国
の
町
」「
文
章
倶
楽
部
」
大
正
一
〇
年
一
一
月
）

山
の
生
活
は
、
私
に
は
一
人
の
友
達
も
な
く
、
楽
し
み
が
な
い
も
の
で
す
か

ら
、
小
鳥
を
飼
つ
た
り
、
あ
る
い
は
山
の
上
に
立
つ
て
、
暗
い
日
本
海
の
ほ

う
を
見
て
、
い
ろ
い
ろ
な
空
想
に
ふ
け
る
こ
と
が
、
子
供
の
時
分
か
ら
の
私

の
楽
し
み
で
し
た
。（「
童
話
を
作
っ
て
五
十
年
」）

　

郷
土
を
描
い
た
小
説
に
、
未
明
は
し
ば
し
ば
海
を
登
場
さ
せ
る
。「
北
の

冬
」（「
新
小
説
」
明
治
四
一
年
一
〇
月
）
で
は
、
主
人
公
に
不
思
議
な
感
動
を

与
え
た
行
者
の
登
場
を
「
此
時
も
尚
ほ
、
ど
、
ど
、
ど
―
―
と
い
ふ
波
の
音
が

遥
か
に
微
か
に
聞
え
た
の
で
あ
る
。
先
刻
の
行
者
は
、
あ
の
波
の
音
の
聞
え
る
、

浜
辺
の
村
の
方
か
ら
来
た
や
う
だ
。」
と
語
る
。
小
説
「
雪
の
丘
」
で
は
、
海

が
「
私
の
息
を
苦
し
く
止
め
さ
う
に
、
耐
へ
ら
れ
な
」
い
も
の
と
し
て
登
場
す

る
。「
限
り
な
い
憂
鬱
」「
頼
り
な
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
海
で
あ
る
。

　

小
説
「
日
本
海
」（「
太
陽
」
明
治
三
九
年
一
一
月
）
で
は
、
小
学
生
の
と
き
、

中
学
生
の
と
き
、
現
在
と
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
海
の
捉
え
方
の
変
遷
を
述
べ

て
い
る
。
小
学
生
の
時
は
佐
渡
に
憧
れ
た
と
い
う
。
中
学
生
の
時
は
東
洋
の
平

和
を
乱
す
国
に
対
す
る
怒
り
か
ら
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
の
方
を
に
ら
み
、
海

軍
士
官
を
志
願
し
よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
。
現
在
、
海
は
「
寂
寞
と
し
て
、
沈

鬱
の
面
影
を
宿
し
て
情
な
く
冷
々
と
人
生
を
嘲
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
。「
此
の

世
界
は
陸
と
海
と
の
戦
闘
で
あ
」
り
、
町
屋
や
砂
山
は
や
が
て
青
海
原
の
う
ち

に
葬
ら
れ
、
ま
た
永
劫
の
初
め
に
返
る
と
い
う
。「
日
本
海
」
で
は
「
今
」
の

海
が
重
要
で
あ
る
。
陸
と
海
と
の
戦
闘
と
い
う
表
現
を
と
り
な
が
ら
、
そ
こ
に

人
事
と
自
然
、
有
限
と
無
限
、
生
と
死
の
対
比
を
投
影
さ
せ
て
い
る
。
海
は
、

命
の
有
限
性
を
絶
え
ず
人
間
に
知
ら
し
め
る
存
在
で
あ
る
。「
大
き
な
蟹
」
に

お
い
て
お
爺
さ
ん
が
、
海
で
大
き
な
蟹
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
き
た
背
景
に
は
、

小
川
未
明
の
海

小
埜 

裕
二

上
越
教
育
大
学
副
学
長
・
小
川
未
明
文
学
館
専
門
指
導
員
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こ
う
し
た
海
の
役
割
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　

「
夏
雲
を
浮
べ
る
流
れ
」（「
少
年
世
界
」
大
正
一
四
年
八
月
）
で
は
、「
草

の
上
に
座
っ
て
、
じ
っ
と
沖
の
方
を
な
が
め
て
い
ま
す
と
、
は
て
し
な
い
と
い

う
、
遠
い
感
じ
が
さ
れ
る
の
で
し
た
。」「
こ
の
と
き
、
い
か
に
、
自
然
を
偉
大

な
も
の
に
感
じ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
人
間
の
生
活
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に

多
様
で
あ
っ
て
、
は
か
り
知
ら
れ
な
い
か
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
て
い

る
。

　

冬
の
日
本
海
は
、
常
に
、
暴
風
と
寒
気
の
棲
家
の
や
う
に
物
凄
く
暴
れ
狂

つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
、
混
乱
が
あ
り
、
雲
と
雪
と
風
の
戦
ひ
以
外
に
、
空

想
を
逞
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
夜
も
、
暴
風
も
雪
も
、
み
な
そ
こ
か
ら

や
つ
て
来
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。（「
冬
か
ら
春
へ
の
北
国
と
夢
魔
的
魅
力
」
初
出
不

明
、『
芸
術
の
暗
示
と
恐
怖
』
大
正
一
三
年
七
月
、
春
秋
社
）

　

此
の
海
辺
の
人
達
は
生
れ
た
と
き
か
ら
此
の
北
海
の
自
然
に
親
ん
で
ゐ
ま

す
、
未
開
な
土
地
に
安
住
し
て
、
人
生
に
就
て
考
へ
る
こ
と
も
な
く
、
神
を

疑
ふ
こ
と
も
な
く
、
勿
論
我
等
は
何
処
か
ら
来
て
何
処
へ
往
く
…
…
か
を
考

へ
ま
せ
ん
。
た
ゞ
海
が
漫
々
と
し
て
、
夕
日
が
赤
い
山
に
映
つ
て
、
岸
に
妙

な
格
好
の
黒
い
岩
が
転
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
哀
れ
と
も
、
美
し
い
と
も
思

は
ず
、
さ
う
い
ふ
も
の
だ
と
無
心
に
思
つ
て
ゐ
ま
す
。（「
北
海
」「
文
庫
」
明

治
四
一
年
二
月
）

　

独
り
山
の
上
に
立
つ
て
、
暗
く
、
暮
れ
て
行
く
海
の
方
を
眺
め
た
。
海
は
、

私
に
、
い
ろ
〳
〵
の
こ
と
を
語
つ
た
。

　

「
お
前
の
眺
め
て
ゐ
る
方
は
、
何
処
ま
で
行
つ
て
も
暗
い
の
だ
。
而
し
て
、

淋
し
い
の
だ
、
ま
た
冬
が
や
つ
て
来
る
。
お
前
の
眺
め
て
ゐ
る
こ
の
海
の
上

は
、
灰
色
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
だ
。
十
年
、
百
年
、
千
年
、
同
じ
こ
と
が
繰

り
返
さ
れ
る
の
だ
。」（「
秋
の
黄
色
な
光
り
」「
女
学
世
界
」
大
正
七
年
一
〇
月
）

 　

小
説
「
北
海
」
に
登
場
す
る
海
辺
の
人
達
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
北
海
の

自
然
に
親
し
ん
で
い
る
。
人
生
に
つ
い
て
、
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か

考
え
な
い
と
い
う
。
人
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
こ
れ
が
未
明
の

人
生
の
課
題
で
あ
っ
た
。
海
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
。
無
に
帰
る
の
だ
、
自
然

に
帰
る
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
は
、
も
は
や
海
を
体
の

う
ち
に
入
れ
、
そ
の
価
値
を
生
き
て
い
る
。
未
明
は
だ
が
そ
れ
を
内
在
化
し
、

そ
れ
を
忘
れ
ず
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
し
た
。
海
は
暗
く
、
淋
し
い
。

そ
の
暗
さ
や
淋
し
さ
が
人
生
の
定
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
永
遠
に
繰
り
返
し

伝
え
て
く
る
。
小
川
未
明
の
海
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

三
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉

　

未
明
が
最
初
に
海
を
見
た
の
は
、「
自
伝
」（『
少
年
の
笛
』
序
、「
早
稲
田
文

学
」
明
治
四
五
年
一
月
）
に
よ
る
と
、
癇
癪
持
ち
で
あ
っ
た
未
明
を
、
母
が
あ

る
夏
の
日
、
朝
早
く
車
に
乗
せ
て
八
里
隔
た
っ
た
米
山
の
薬
師
へ
連
れ
て
行
き
、

加
持
を
受
け
さ
せ
た
時
で
あ
る
。「
初
め
て
海
岸
を
通
っ
て
、
蒼
い
、
蒼
い
日

本
海
を
見
た
。
静
か
な
空
に
輝
く
、
白
い
海
鳥
の
翼
を
見
た
。
ま
た
、
名
も
知

ら
ぬ
黄
色
の
花
が
た
く
さ
ん
、
浜
辺
に
咲
い
て
ゐ
る
の
を
見
た
。
こ
れ
ら
の
景

色
は
、
私
の
心
を
喜
ば
し
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
未
明
の
心
を
喜

ば
せ
た
海
は
、
未
明
文
学
の
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
海
の
彼
方
は
特
別
な
意
味
を
も
っ
た
。
動
か
ぬ
海
は
、
雲
の
よ
う
な

自
由
さ
を
も
た
な
い
が
、
海
の
彼
方
に
あ
る
理
想
郷
と
い
う
意
味
で
、
雲
と
同

じ
理
想
を
抱
か
せ
る
価
値
を
も
っ
た
。
し
か
し
そ
の
理
想
郷
は
「
紅
雲
郷
」
と

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
雲
に
属
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。
海
の

彼
方
に
あ
る
理
想
郷
は
、
海
の
彼
方
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
海
に
対
す
る
意
識
を

経
由
し
、
有
限
の
命
を
も
つ
人
間
が
や
す
ら
う
こ
と
の
で
き
る
永
遠
世
界
と
し

て
願
わ
れ
た
世
界
で
あ
る
。

　

未
明
は
、
無
常
を
意
識
さ
せ
る
も
の
を
乗
り
越
え
る
べ
く
努
め
た
。
無
常
の

雲
は
自
在
の
雲
に
、
無
常
の
海
は
海
の
彼
方
に
、
そ
の
乗
り
越
え
の
可
能
性
が

示
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
比
重
の
か
け
方
は
、
雲
と
海
で
は
違
っ
て
く
る
。
雲

は
自
在
の
雲
の
方
に
力
点
が
置
き
直
さ
れ
、
海
は
沈
黙
の
海
の
方
に
力
点
が
置

か
れ
た
。
雲
が
希
望
を
託
す
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
海
は
人
間

の
営
み
を
消
し
去
る
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け
た
。

　

未
明
に
あ
っ
て
海
の
あ
る
北
は
、
特
別
な
方
角
で
あ
っ
た
。
自
然
と
人
間
の

対
比
を
、
天
地
の
上
と
下
の
関
係
か
ら
捉
え
た
だ
け
で
な
く
、
南
北
の
方
位
の

関
係
か
ら
捉
え
た
こ
と
で
未
明
文
学
は
推
進
力
を
え
た
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

の
源
泉
が
北
に
あ
り
、
そ
の
力
が
供
給
さ
れ
続
け
る
こ
と
で
未
明
文
学
は
成
長

し
た
。
郷
土
に
お
い
て
北
が
特
別
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
東
京
に
お
い
て
も
北
は

特
別
な
方
角
と
な
っ
た
。
北
を
表
す
も
の
の
象
徴
が
、
郷
土
の
海
で
あ
っ
た
。

海
は
、
人
間
の
意
思
を
越
え
た
、
大
き
な
力
、
運
命
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
源

泉
で
あ
っ
た
。

　

物
心
つ
い
た
時
分
か
ら
、
朝
夕
親
し
む
故
郷
の
景
色
は
、
一
木
一
石
に
し

ろ
、
そ
の
あ
る
と
こ
ろ
の
位
置
が
、
は
っ
き
り
頭
の
中
に
入
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
火
鉢
に
当
た
り
な
が
ら
、
お
話
を
聞
い
た
時
も
、
ず
っ
と
遠
い
北
の

方
と
言
え
ば
、
あ
の
野
を
超
え
、
あ
の
森
を
越
え
て
、
さ
ら
に
先
に
海
が
あ

り
、
そ
の
ま
た
海
の
彼
方
と
い
う
こ
と
が
、
空
想
の
目
に
は
っ
き
り
と
描
く

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
ふ
る
さ
と
を
中
心
と
し
て
、
東

や
、
西
や
、
北
や
、
南
を
考
え
、
遠
い
、
近
い
の
観
念
を
抱
い
た
の
で
あ
り

ま
す
。（「
初
冬
雑
筆
」「
文
芸
春
秋
」
昭
和
七
年
一
二
月
）

　

私
は
北
向
き
の
窓
下
に
机
を
置
い
て
い
る
。
私
は
北
に
対
し
て
、
特
別
な

感
覚
を
も
っ
て
い
る
。
人
生
観
に
お
い
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
宿
命
的
な

も
の
を
感
じ
る
。（「
初
冬
」「
文
芸
春
秋
」
昭
和
一
四
年
一
二
月
）

　

「
冬
か
ら
春
へ
の
北
国
と
夢
魔
的
魅
力
」（
前
掲
）
に
お
い
て
、
未
明
は

「
北
国
の
自
然
は
、
単
調
の
底
に
力
強
い
魅
力
を
有
し
て
ゐ
る
。（
中
略
）
も

し
、
北
方
の
文
学
に
、
南
方
の
文
学
と
異
な
つ
た
力
が
あ
り
、
特
質
が
あ
り
、

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
自
然
が
、
人
間
に
与
へ
た
一
種
不
思
議
な
力
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。「
自
然
が
、
人
間
に
与
へ
た
一
種
不
思
議
な
力
」
に
は
、

日
本
海
の
暗
い
海
が
与
え
る
「
不
思
議
な
力
」
も
含
ま
れ
る
。
人
間
の
意
思
と

は
裏
腹
に
、
運
命
の
軛く
び
きの

前
に
悲
し
い
末
路
を
た
ど
る
未
明
文
学
か
ら
は
、
郷

土
の
海
の
響
き
が
聞
こ
え
て
く
る
。
未
明
文
学
は
、
そ
こ
を
基
点
に
立
ち
上
が

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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【
展
覧
会
】

　

平
成
28
年
度
は
、
特
別
展
を
２
本
、
小
企
画

展
（
月
例
展
示
・
特
集
展
示
含
む
）
を
５
本
開

催
し
ま
し
た
。

小
企
画
展

 

〈
未
明
童
話
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
上
映
会
〉

〈
会　

期
〉
３
月
25
日
～
５
月
８
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

文
学
館
で
通
常
上
映
し
て
い
る
未
明
童
話
の

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
３
作
品
の
ほ
か
に
、「
野
ば

ら
」、「
二
度
と
通
ら
な
い
旅
人
」、「
島
の
暮
れ

方
の
話
」、「
月
と
あ
ざ
ら
し
」
の
４
作
品
を
上

映
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
未
明
童
話
に
ち
な
ん
だ
ぬ
り
絵
や
折

り
紙
、
ク
イ
ズ
が
子
ど
も
た
ち
に
好
評
で
し
た
。

月
例
展
示

 

〈
小
川
未
明
の
人
物
像
に
つ
い
て

―
友
人
・
知
人
の
言
葉
か
ら
―
〉

〈
会　

期
〉
２
月
１
日
～
７
月
31
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場

大
正
３
年
（
１
９
１
４
）
の
「
小
川
未
明
論
」

（『
新
潮
』
21
巻
４
号
）
で
は
、
当
時
、
文
壇

で
活
躍
し
て
い
た
作
家
６
人
が
未
明
の
人
物
像

に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
未
明
と
交
友
関
係
の
あ
っ
た
人
び
と
の

言
葉
を
月
替
わ
り
で
１
人
ず
つ
紹
介
す
る
こ
と

に
よ
り
、
大
正
時
代
初
期
の
小
川
未
明
の
人
と

な
り
に
迫
り
ま
し
た
。

２
月 

相
馬
御
風
／
３
月 

片
上
伸
／
４
月 

正

宗
白
鳥
／
５
月 

岩
野
泡
鳴
／
６
月 

中
村
星

湖
／
７
月 

徳
田
秋
声

特
別
展

 
〈
小
川
未
明
文
学
賞
25
周
年
記
念　

大
賞
受
賞
作
品
展
〉

〈
会　

期
〉
７
月
30
日
～
８
月
28
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

〈
来
場
者
〉
３
８
０
１
人　

小
川
未
明
文
学
賞
は
、
未
明
の
文
学
精
神
で

あ
る
「
人
間
愛
と
正
義
感
」
を
受
け
継
ぎ
、
未

来
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
心
に
夢
と
希
望
を

育
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
３
年
（
１
９

９
１
）
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
28
年
度
は
、
小
川
未
明
文
学
賞
創
設
25

周
年
を
迎
え
た
こ
と
か
ら
、
過
去
の
大
賞
を
受

賞
し
た
24
作
品
と
そ
の
関
連
資
料
、
大
賞
受
賞

者
の
受
賞
コ
メ
ン
ト
や
こ
れ
か
ら
小
川
未
明
文

学
賞
を
目
指
す
応
募
者
へ
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

来
場
者
か
ら
は
、「
大
賞
受
賞
者
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
に
感
動
し
た
」、「
自
分
が
書
い
た
も
の

を
応
募
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
」
な
ど
と
い
う

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
会
期
中
の
８
月
７
日
と
21
日
に
は
、

未
明
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
力
に

よ
り
、
特
別
展
お
は
な
し
会
を
２
回
実
施
し
ま

し
た
。

特
集
展
示

 

〈
も
う
１
つ
の
未
明
文
学
賞
〉

〈
会　

期
〉
８
月
２
日
～
10
月
２
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場

特
別
展
「
小
川
未
明
文
学
賞
25
周
年
記
念

大
賞
受
賞
作
品
展
」
の
関
連
企
画
と
し
て
、
昭

和
32
年
（
１
９
５
７
）
に
創
設
さ
れ
た
「
未
明

文
学
賞
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。　

　

「
未
明
文
学
賞
」
は
、
小
川
未
明
の
功
労
を

称
え
る
事
業
と
し
て
、
坪
田
譲
治
を
代
表
と
す

る
「
未
明
文
学
会
」
が
創
設
し
た
文
学
賞
で
、

未
明
が
逝
去
し
た
翌
年
の
昭
和
37
年
（
１
９

６
２
）
ま
で
続
き
ま
し
た
。
日
本
児
童
文
学
の

振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
前
年
中
に

発
表
さ
れ
た
優
れ
た
作
品
に
授
与
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

特
集
展
示
で
は
、
当
館
所
蔵
資
料
の
中
か
ら
、

「
未
明
文
学
賞
の
設
立
趣
意
書
」
や
「
坪
田
譲

治
の
メ
モ
」、
未
明
が
日
記
が
わ
り
に
使
用
し

て
い
た
カ
レ
ン
ダ
ー
（
い
ず
れ
も
小
川
家
寄
託

資
料
）　

な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。

文
学
館
１
年
の
記
録

特
別
展

 

〈
小
川
未
明　
12
冊
の
絵
本
〉

〈
会　

期
〉
10
月
８
日
～
12
月
18
日

 

前
期
：
10
月
８
日
～
11
月
６
日

 

後
期
：
11
月
19
日
～
12
月
18
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

〈
来
場
者
〉
６
６
５
１
人　
　
　
　
　

平
成
27
年
に
制
作
さ
れ
た
、
未
明
童
話
の
絵

本
12
冊
と
そ
の
原
画
１
０
９
点
を
、
前
後
期
の

２
回
に
分
け
て
展
示
し
ま
し
た
。

　

絵
本
は
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ま
ぁ
る
（
東
京
恵
比

寿
）
の
企
画
に
賛
同
し
た
、
現
在
活
躍
中
の
作

家
12
人
と
装
丁
家
10
人
の
手
に
よ
っ
て
新
た
に

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
装
と
い
う

手
作
業
の
装
丁
で
一
つ
一
つ
丁
寧
に
仕
上
げ
ら

れ
た
絵
本
は
、
優
し
く
手
に
な
じ
み
、
読
者
を

新
し
い
未
明
童
話
の
世
界
へ
と
誘
っ
て
く
れ
ま

す
。

　

来
場
者
か
ら
は
、「
ど
の
絵
本
も
個
性
的
で

あ
り
な
が
ら
、
未
明
童
話
の
世
界
観
が
出
て
い

て
見
応
え
が
あ
っ
た
」、「
未
明
童
話
が
新
し
い

作
家
に
よ
っ
て
よ
み
が
え
り
、
私
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
く
れ
た
」
な
ど
と
い
う

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

 

（
詳
し
く
は
【
報
告
】
特
別
展
12
頁
で
紹
介
し

て
い
ま
す
。）

■
関
連
イ
ベ
ン
ト　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

 

「
親
子
で
作
る　
未
明
展
の
ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
」

菊
池
千
賀
子
さ
ん
（
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
）

〈
日
に
ち
〉
10
月
15
日

〈
参
加
者
〉
30
組
45
人

「
12
冊
の
絵
本
」
の
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

で
あ
る
菊
池
千
賀
子
さ
ん
を
講
師
に
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
展
覧
会
で
紹
介
し

た
絵
本
の
表
紙
絵
か
ら
、
菊
池
さ
ん
と
作
家
・

装
丁
家
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、
本
展
覧

会
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ペ
ー
パ
ー
を
作
成
い
た
だ
き

ま
し
た
。
こ
れ
を
使
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
装
と
い

う
装
丁
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
素
敵
な
ブ
ッ
ク

カ
バ
ー
を
作
り
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
き
れ
い
な
カ
バ
ー
が
で

き
て
楽
し
か
っ
た
」、「
ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
の
デ
ザ

イ
ン
が
す
ば
ら
し
く
、
夢
中
に
な
っ
て
作
っ

た
」
な
ど
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
飴
チ
ョ
コ
の
天
使
」
の
作
家
・
杉

谷
知
子
さ
ん
の
協
力
に
よ
り
、
絵
本
の
表
紙
絵

を
ぬ
り
絵
と
し
て
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
大
変
好
評
で
、

思
い
思
い
の
色
を
塗
り
重
ね
て
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
会
期
中
の
10
月
30
日
に
は
、
未
明

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
力
に
よ
り
、

特
別
展
合
同
お
は
な
し
会
を
開
催
し
、
31
人
の

方
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
集
展
示

 

〈
初
出
・
初
収
録
に
み
る

　
　
　
未
明
童
話
12
の
お
は
な
し
〉

〈
会　

期
〉
10
月
８
日
～
12
月
28
日

 

前
期
：
10
月
８
日
～
11
月
11
日

 

後
期
：
11
月
12
日
～
12
月
28
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場

特
別
展
「
小
川
未
明　

12
冊
の
絵
本
」
の
関

連
企
画
と
し
て
、
特
別
展
で
紹
介
す
る
12
作
品

の
初
出
・
初
収
録
誌
（
復
刻
版
含
む
）
を
紹
介

し
ま
し
た
。

　

前
期
に
は
、『
金
の
輪
』（
南
北
社　

１
９
１

９
年
）
や
「
海
の
彼
方
」
の
初
出
誌
『
週
刊
朝

日
』（
１
９
２
４
年
）
な
ど
８
点
、
後
期
に
は
、

「
月
夜
と
眼め
が
ね鏡

」
の
初
出
誌
『
赤
い
鳥
』
９
巻

１
号
（
１
９
２
２
年
）、『
気
ま
ぐ
れ
の
人
形

師
』（
七
星
社　

１
９
２
３
年
）
な
ど
８
点
、

合
計
16
点
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

来
場
者
か
ら
は
、
特
別
展
と
あ
わ
せ
て
観
る

こ
と
で
「
挿
絵
の
魅
力
に
感
心
し
た
」、「
未
明

童
話
の
奥
深
さ
が
実
感
で
き
た
」
な
ど
と
い
う

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

特
集
展
示

 

〈
未
明
童
話
「
港
に
着
い
た
黒
ん
ぼ
」〉

〈
会　

期
〉
２
月
４
日
～
３
月
30
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場

上
越
文
化
会
館
の
自
主
事
業
〈
朗
読
と
フ
ラ

メ
ン
コ
で
綴
る
小
川
未
明
「
港
に
着
い
た
黒
ん

ぼ
」〉
の
応
援
企
画
と
し
て
、
所
蔵
資
料
の
中

か
ら
「
港
に
着
い
た
黒
ん
ぼ
」
を
収
録
し
て
い

る
童
話
集
・
全
集
18
点
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

来
場
者
か
ら
は
、「
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
作

品
な
の
で
、
こ
の
機
会
に
読
ん
で
み
た
い
」
な

ど
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

〈もう１つの未明文学賞〉〈小川未明　12冊の絵本〉〈小川未明　12冊の絵本〉関連イベント
　　「親子で作る　未明展のブックカバー」

〈小川未明文学賞25周年記念　大賞受賞作品展〉 〈小川未明文学賞25周年記念
　大賞受賞作品展〉チラシ
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朗
読
研
修
会

〈
日
に
ち
〉
６
月
17
日
・
７
月
１
日

　
　
　
　

・
７
月
15
日
の
全
３
回

〈
会　

場
〉
高
田
図
書
館
会
議
室
他

〈
参
加
者
〉
38
人

橘
由
貴
さ
ん
（
朗
読
療
法
士
・
ヴ
ォ
イ
ス

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
）
を
講
師
に
、
朗
読
研
修
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
基
本
的
な
声
の
作
り
方
や
表
現
力

の
磨
き
方
、
発
声
練
習
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し

た
。
そ
の
後
、
未
明
童
話
「
殿
様
と
茶
碗
」、

「
砂
漠
の
町
と
サ
フ
ラ
ン
酒
」
を
題
材
に
実
践

的
な
朗
読
を
行
い
、
個
々
に
講
師
か
ら
指
導
を

受
け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
受
講
者
の
朗
読
の
参
考
に
し
て
も
ら

う
た
め
、
講
師
に
よ
る
「
月
夜
と
眼め
が
ね鏡
」
の
朗

読
披
露
を
平
成
27
年
秋
に
新
設
し
た
展
示
場

「
未
明
の
部
屋
」
で
行
い
ま
し
た
。

童
話
創
作
講
座

〈
日
に
ち
〉
６
月
26
日
・
７
月
31
日

　
　
　
　

・
８
月
７
日
の
全
３
回

〈
会　

場
〉
高
田
図
書
館
会
議
室

〈
参
加
者
〉
15
人

小
川
未
明
文
学
賞
最
終
選
考
委
員
の
佐
々
木

赫
子
さ
ん
（
児
童
文
学
作
家
）
を
講
師
に
、
短

編
童
話
の
書
き
方
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
作
品
の
テ
ー
マ
や
構
成
な
ど
に
つ
い

て
基
本
的
な
講
義
を
受
け
た
あ
と
、
講
師
か
ら

受
講
者
が
創
作
し
た
作
品
の
講
評
を
個
々
に
受

け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
受
講
者
同
士
で
お
互
い

の
作
品
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
あ
い
、
今
後

の
創
作
の
参
考
に
し
ま
し
た
。

　

平
成
28
年
度
は
、
小
学
生
や
高
校
生
の
参
加

が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
受
講
者
の
作
品
の
中

か
ら
第
25
回
小
川
未
明
文
学
賞
の
１
次
選
考
通

過
作
品
が
２
編
、
２
次
選
考
通
過
作
品
が
１
編

あ
り
ま
し
た
。
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

受
講
者
の
皆
さ
ん
の
作
品
は
、「
童
話
創
作
講

座
受
講
者
作
品
集
」
と
し
て
、
文
学
館
の
図
書

コ
ー
ナ
ー
や
市
立
図
書
館
で
読
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。

文
学
館
講
座

〈
日
に
ち
〉
11
月
６
日
・
11
月
20
日

　
　
　
　

・
11
月
27
日

〈
会　

場
〉
高
田
図
書
館
会
議
室

〈
参
加
者
〉
計
67
人

小
川
未
明
や
特
別
展
に
ち
な
ん
だ
講
座
を
３

回
開
催
し
ま
し
た
。

　

講
師
は
、
第
１
回 

中
川
貴
雄
さ
ん
（
イ
ラ

ス
ト
レ
ー
タ
ー
）「
小
川
未
明
の
童
話
を
読
ん

で
絵
本
を
作
ろ
う
」、
第
２
回 

中
川
理
恵
子
さ

ん
（
豊
岡
短
期
大
学
講
師
・
白
百
合
女
子
大
学

他
非
常
勤
講
師
）「
お
伽と
ぎ
ば
な
し噺
か
ら
童
話
へ
～
巌い
わ

谷や

小さ
ざ
な
み波

と
小
川
未
明
」、
第
３
回 

北
見
隆
さ
ん

（
宝
塚
大
学
教
授
）「
小
川
未
明
作
品
の
視
覚

化
と
宮
沢
賢
治
作
品
の
視
覚
化
を
比
較
し
て
」

で
し
た
。

■
文
学
館
講
座
第
１
回

「
小
川
未
明
の
童
話
を
読
ん
で
絵
本
を
作
ろ
う
」

第
１
回
文
学
館
講
座
で
は
、『
は
じ
め
て
よ

む
日
本
の
名
作
絵
ど
う
わ
１　

野
ば
ら
・
月
夜

と
め
が
ね
』（
㈱
岩
崎
書
店　

平
成
28
年
発

行
）
の
挿
絵
を
手
が
け
た
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

タ
ー
の
中
川
貴
雄
さ
ん
を
講
師
に
、
未
明
童
話

を
読
ん
で
絵
本
を
つ
く
る
小
中
学
生
向
け
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
参
加
者
が
絵
本
に
し
た
い
未
明
童
話

を
選
び
、
そ
れ
を
読
ん
で
思
い
描
い
た
イ
メ
ー

ジ
を
、
真
っ
白
の
画
用
紙
に
色
鉛
筆
や
サ
イ
ン

ペ
ン
、
和
紙
や
セ
ロ
ハ
ン
、
モ
ー
ル
な
ど
の

様
々
な
材
料
を
使
っ
て
、
思
い
思
い
に
表
現
し

ま
し
た
。

　

小
学
生
の
親
子
の
参
加
が
多
く
、「
自
分
だ

け
の
絵
本
が
で
き
て
楽
し
か
っ
た
」、「
子
ど
も

と
夢
中
に
な
っ
て
作
っ
た
」、「
未
明
童
話
を
読

む
き
っ
か
け
に
な
っ
た
」
な
ど
と
い
う
感
想
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

 

（
第
２
回
文
学
館
講
座
に
つ
い
て
は
、【
報

告
】
文
学
館
講
座
10
～
11
頁
、
第
３
回
文
学
館

講
座
に
つ
い
て
は
、【
報
告
】
特
別
展
12
頁
で

紹
介
し
て
い
ま
す
。）

各
種
講
座
な
ど

そ
の
他
関
連
事
業

文
学
館
お
は
な
し
会　
　

〈
日
に
ち
〉
毎
月
第
２
・
第
４
日
曜
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
ビ
ッ
ク
ブ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

未
明
童
話
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
、
未
明
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
力
で
、
毎
月

第
２
・
４
日
曜
日
の
午
後
２
時
か
ら
未
明
童
話

の
お
は
な
し
会
（
読
み
語
り
）
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

平
成
28
年
度
は
、
４
月
の
観
桜
会
に
合
わ
せ

て
第
１
・
３
日
曜
日
も
お
は
な
し
会
を
行
い
ま

し
た
。
こ
れ
を
あ
わ
せ
る
と
、
年
間
合
計
25
回

実
施
し
、
３
２
３
名
の
皆
さ
ん
に
ご
参
加
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
は
毎
回
す
て

き
な
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
、
文
学
館
入
口
に
掲

示
し
て
い
ま
す
。
そ
ち
ら
に
も
ご
注
目
く
だ
さ

い
。

出
張
お
は
な
し
会

未
明
童
話
に
出
会
う
機
会
を
よ
り
多
く
の
方

に
提
供
す
る
た
め
、
未
明
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
協
力
で
、
出
張
お
は
な
し
会
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
は
、
市
内
小
学
校
12
校
と
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
10
か
所
、
合
計
22
か
所
（
７
６

１
名
）
を
訪
問
し
ま
し
た
。

第
25
回　
小
川
未
明
文
学
賞
贈
呈
式

〈
日
に
ち
〉
３
月
25
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

小
川
未
明
の
文
学
精
神
を
継
承
す
る
た
め
、

平
成
３
年
（
１
９
９
１
）
に
創
設
さ
れ
た
「
小

川
未
明
文
学
賞
」
の
大
賞
・
優
秀
賞
の
贈
呈
式

を
行
い
ま
し
た
。

　

第
25
回
小
川
未
明
文
学
賞
に
は
５
３
５
編
の

応
募
が
あ
り
、
こ
の
中
か
ら
、
大
賞
は
槿む
く
げ

な

ほ
さ
ん
の
「
蝶
の
く
れ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
」、
優

秀
賞
は
か
み
や
と
し
こ
さ
ん
の
「
ぼ
く
の
父

ち
ゃ
ん
」
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
贈
呈
式
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
、
市
内
小
中
学
生
に
よ
る
小
川
未
明
童
話

「
港
に
着
い
た
黒
ん
ぼ
」
の
朗
読
が
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。「
澄
ん
だ
声
の
朗
読
に
心
が
洗
わ

れ
た
」
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

 

（【
小
川
未
明
文
学
賞
】
13
頁
で
、
大
賞
受
賞

者
の
槿
さ
ん
の
「
受
賞
の
ひ
と
こ
と
」
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。）

小
川
未
明
連
絡
会
議

小
川
未
明
連
絡
会
議
は
、
未
明
に
関
す
る
活

動
に
取
り
組
む
団
体
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形

成
し
、
連
携
・
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
未
明
顕

彰
事
業
の
さ
ら
な
る
進
展
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
平
成
28
年
度
に
設
立
し
ま
し
た
。

　

平
成
29
年
は
小
川
未
明
生
誕
１
３
５
年
を
迎

え
る
こ
と
か
ら
、
未
明
の
誕
生
日
で
あ
る
４
月

７
日
に
連
絡
会
議
参
加
団
体
の
合
同
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
、
未
明
童
話
朗
読
会
、
小
川
未
明
生
家

の
隣
家
・
丸
山
蝋ろ
う
そ
く
が
か
り

燭
掛
の
ご
遺
族
で
あ
る
丸

山
澄
男
さ
ん
か
ら
「
未
明
と
丸
山
の
お
っ
か
さ

ん
」
と
題
し
た
講
演
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

小
川
未
明
文
学
賞
25
周
年
記
念

　
フ
ォ
ー
ラ
ム
＆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示

〈
日
に
ち
〉
10
月
10
日

〈
会　

場
〉
早
稲
田
大
学

小
川
未
明
文
学
賞
が
第
25
回
の
節
目
を
迎
え

た
こ
と
を
記
念
し
て
、
未
明
の
母
校
・
早
稲
田

大
学
に
お
い
て
、
10
月
10
日
に
記
念
フ
ォ
ー
ラ

ム
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

早
稲
田
大
学
・
小
野
記
念
講
堂
で
は
、「
小

川
未
明
と
早
稲
田
の
児
童
文
学
」
と
題
し
た

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
自
作
詩
朗
読
・「
赤
い

蝋
燭
と
人
魚
」
の
朗
読
と
フ
ラ
メ
ン
コ
が
行
わ

れ
ま
し
た
。　

　

小
川
未
明
文
学
館
で
は
、
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示

「
小
川
未
明
と
早
稲
田
の
児
童
文
学
」
の
開
催

に
協
力
し
ま
し
た
。
こ
の
展
示
は
10
月
10
日
か

ら
17
日
ま
で
、
早
稲
田
大
学
・
ワ
セ
ダ
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

朗読研修会文学館講座第１回「小川未明の童話を読んで絵本を作ろう」 童話創作講座第25回小川未明文学賞贈呈式オープニングイベント

報
　
告
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平
成
28
年
度
の
文
学
館
講
座
は
、
中
川
貴
雄

さ
ん
、
中
川
理
恵
子
さ
ん
、
北
見
隆
さ
ん
を
講

師
に
開
催
し
ま
し
た
。

（
第
１
回
は
【
報
告
】
文
学
館
１
年
の
記
録
８

頁
、
第
３
回
は
【
報
告
】
特
別
展
12
頁
で
紹
介

し
て
い
ま
す
。）

第
２
回
「
お
伽と

ぎ
ば
な
し噺

か
ら
童
話
へ

　

～
巖い

わ
や谷
小さ

ざ
な
み波
と
小
川
未
明
」（
講
座
要
旨
）

中
川
理
恵
子
さ
ん
（
豊
岡
短
期
大
学
講
師
・

白
百
合
女
子
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　

巖
谷
小
波
と
小
川
未
明
は
、
共
に
日
本
の
児

童
文
学
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
存
在
で
す
。

し
か
し
、
明
治
期
の
小
波
と
大
正
期
の
未
明
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
さ

れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
二
人
の
作

風
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
だ
け
で
は

無
く
、
未
明
に
代
表
さ
れ
る
大
正
期
の
童
話
は
、

大
正
７
年
（
１
９
１
８
）
発
行
の
雑
誌
『
赤
い

鳥
』
以
前
の
子
ど
も
向
け
作
品
を
否
定
し
た
と

こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
か

ら
で
し
ょ
う
。

　

巖
谷
小
波
は
、
明
治
42
年
（
１
９
０
９
）
２

月
毎
日
新
聞
誌
上
で
、「
詩
的
お
伽
噺
と
か
情

的
お
伽
噺
と
い
ふ
の
が
進
ん
だ
少
年
文
學
で
あ

ろ
う
。
日
本
の
少
年
文
學
は
茲こ
こ

ま
で
進
ん
で
ゐ

な
い
、
又
社
會
が
か
う
い
ふ
風
の
も
の
を
容い

れ

る
雅
量
も
無
い
し
、
見
識
も
な
い
」
と
嘆
き
ま

す
。
こ
の
翌
年
、
明
治
43
年
12
月
に
詩
的
で
情

的
な
小
川
未
明
の
『
お
と
ぎ
ば
な
し
集　

赤
い

船
』
が
出
版
さ
れ
る
の
で
す
。
ま
さ
に
新
旧
の

バ
ト
ン
が
渡
さ
れ
た
よ
う
な
事
象
で
す
が
、
こ

の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
思
い
で
作
品

を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
二
人
を

比
較
す
る
こ
と
で
児
童
文
学
の
特
質
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
す
。

■
小
波
と
未
明
の
関
係

　

明
治
３
年
（
１
８
７
０
）
生
ま
れ
の
巖
谷
小

波
は
、
明
治
24
年
（
１
８
９
１
）
少
年
文
学
叢

書
第
一
編
『
こ
が
ね
丸
』
の
発
表
を
契
機
に
、

日
本
の
児
童
文
化
・
文
学
を
開
拓
発
展
さ
せ
ま

し
た
。
特
徴
は
、
子
ど
も
読
者
を
明
確
に
意
識

し
、
子
ど
も
の
た
め
に
教
訓
的
で
は
な
い
面
白

い
作
品
を
目
指
し
た
こ
と
で
す
。

　

小
波
は
、
家
業
の
医
学
を
継
ぐ
た
め
幼
い
頃

か
ら
ド
イ
ツ
語
を
学
び
ま
し
た
が
、
ド
イ
ツ
留

学
中
の
兄
か
ら
贈
ら
れ
た
オ
ッ
ト
ー
の
『
メ
ル

ヘ
ン
集
』
に
触
れ
た
経
験
等
か
ら
文
学
へ
の
興

味
が
芽
生
え
ま
す
。
17
歳
で
硯
友
社
の
一
員
と

な
り
、『
我が
ら
く
た

楽
多
文
庫
』
に
当
時
珍
し
か
っ
た

言
文
一
致
体
で
小
説
を
発
表
し
注
目
を
集
め
ま

し
た
。
自
身
の
初
恋
に
取
材
し
た
、
子
ど
も
が

登
場
す
る
作
品
が
多
く
「
文
壇
の
少
年
家
」
な

ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

小
波
は
、
子
ど
も
向
け
の
作
品
を
お
伽
噺
と

呼
び
、
多
種
多
様
な
物
語
を
お
伽
式
に
書
き
表

し
ま
し
た
。
お
伽
噺
は
、
心
情
描
写
や
情
景
描

写
を
細
か
く
し
な
い
と
い
う
点
で
は
昔
ば
な
し

と
似
て
い
ま
す
が
、
昔
ば
な
し
に
は
な
い
つ
じ

つ
ま
合
わ
せ
の
為
の
理
由
づ
け
が
あ
り
、
こ
こ

に
ユ
ー
モ
ア
が
生
ま
れ
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
口
演
童
話
や
お
伽
芝
居
も
始
め
ま
し
た
。

特
に
子
ど
も
の
前
で
実
際
に
お
話
を
す
る
口
演

童
話
の
経
験
は
、
子
ど
も
の
反
応
を
直
に
体
験

で
き
、
小
波
の
お
伽
噺
に
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
し
た
。

　

ま
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
東
洋
語
学
校
に
日
本
語

教
師
と
し
て
赴
任
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
子
ど
も
文

化
を
肌
で
感
じ
た
体
験
を
活
か
し
、
多
く
の
海

外
作
品
を
お
伽
式
に
再
話
し
子
ど
も
た
ち
に
提

供
し
ま
し
た
。

　

一
方
、小
川
未
明
は
明
治
15
年（
１
８
８
２
）、

新
潟
県
高
田
に
生
ま
れ
育
ち
ま
す
。
９
歳
の
時

に
『
こ
が
ね
丸
』
が
発
表
さ
れ
、
小
波
の
お
伽

噺
を
子
ど
も
時
代
に
楽
し
む
経
験
を
し
て
い
ま

す
。
未
明
は
特
に
外
国
と
縁
が
深
い
育
ち
を
し

た
訳
で
は
な
い
の
で
す
が
、
早
稲
田
大
学
在
学

中
に
坪
内
逍
遙
に
認
め
ら
れ
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を

果
た
す
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
文
学
に
は
全

く
見
ら
れ
な
い
西
欧
風
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
未
明
と
小
波
の
出
会
い

　

未
明
は
20
歳
の
と
き
に
東
京
専
門
学
校
（
現

早
稲
田
大
学
）
で
、
教
師
を
し
て
い
た
小
波
と

出
会
い
ま
す
。
子
ど
も
時
分
、
小
波
の
お
伽
噺

を
「
明
る
く
、
面
白
く
、
限
り
な
く
懐
か
し
も

の
」
と
感
じ
て
い
た
未
明
は
、
当
時
愛
読
し
た

作
家
は
、
こ
ん
な
に
も
若
く
、
朗
ら
か
な
感
じ

の
い
い
人
で
あ
っ
た
か
、
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
、「
溢
れ
る
愛
の
中
に
子
ど
も
の
魂
と
全
く

抱
き
得
る
、
明
朗
に
し
て
純
一
な
性
格
を
有
す

る
天
才
」
だ
か
ら
あ
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ

た
の
だ
と
悟
っ
た
と
い
い
ま
す
。（
小
川
未
明

「
小
波
先
生
」『
童
話
36
人
集
』
付
録　

昭
和

６
年
）。

　

小
波
が
未
明
を
知
る
の
は
、
未
明
が
坪
内
逍

遙
の
紹
介
状
を
持
っ
て
「
自
分
も
こ
れ
か
ら
童

話
の
方
へ
進
ん
で
ゆ
き
度
い
」
と
高
輪
の
自
宅

に
挨
拶
に
来
た
と
き
に
な
り
ま
す
。
小
波
は
こ

の
時
ま
で
未
明
を
「
一
種
ロ
ー
マ
ン
チ
ッ
ク
の

特
性
を
有
し
て
い
る
人
」
と
朧お
ぼ
ろ
げ気

に
知
っ
て
い

た
だ
け
で
し
た
。
こ
の
後
20
年
程
す
る
と
、
高

山
樗ち
ょ
ぎ
ゅ
う
牛
が
生
前
、
日
本
の
グ
リ
ム
は
現
れ
た
が

ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
未
だ
現
れ
な
い
と
嘆
い
て
い

た
が
、
つ
い
に
現
れ
た
、
そ
れ
が
未
明
な
の
だ

と
認
め
て
い
ま
す
。（
巖
谷
小
波
「
未
明
君
に

就
て
（
死
ん
だ
樗
牛
も
う
な
づ
か
う
）」『
童
話

研
究
』
10
巻
８
号　

昭
和
６
年
）

■
二
人
の
児
童
文
学
論

　

二
人
は
互
い
を
認
め
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
文
学
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

小
波
は
「
少
年
文
學
辨
」（
巖
谷
小
波
遺
稿

『
童
話
研
究
』
19
巻
10
号
・
昭
和
14
年
）
に
お

い
て
、
少
年
文
学
に
つ
い
て
多
く
の
人
は
教
訓

談
だ
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
文
学
の
趣
味
を
与

え
る
こ
と
が
重
要
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
グ
リ

ム
は
薬
（
＝
教
訓
）
の
味
が
は
っ
き
り
し
て
い

る
が
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
よ
う
な
薬
の
味
は
し

な
い
が
う
ま
味
が
あ
り
、
後
か
ら
薬
が
効
い
て

く
る
も
の
が
文
学
的
だ
と
い
い
ま
す
。

　

教
訓
か
ら
切
り
離
し
て
子
ど
も
の
文
学
の
自

立
を
目
指
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
空
想
に
つ
い
て
、
嘘
ら
し
い
嘘
で

あ
る
お
話
の
空
想
は
、
お
話
に
面
白
さ
を
付
け

加
え
、
子
ど
も
に
大
き
な
夢
を
持
た
せ
て
想
像

力
を
豊
か
に
し
、
の
ち
に
理
想
を
生
む
と
、
そ

の
重
要
性
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
未
明
は
「
童
話
校
正
の
要
點
」（
小

川
未
明
『
童
話
研
究
（
童
話
の
理
論
と
実
際
）』

昭
和
７
年
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
子
ど
も
の

文
学
の
魅
力
を
分
析
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
為
の
作
品
に
魅
力
を
も
た
ら
す
の

は
作
者
が
喜
び
を
持
っ
て
書
く
こ
と
だ
が
、
そ

れ
は
真
実
の
喜
び
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真

実
の
喜
び
は
、
作
家
が
平
常
人
生
や
自
然
に
対

し
ど
の
よ
う
に
感
じ
接
し
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
が
関
係
す
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
未
明
が

小
波
を
評
価
す
る
際
、
作
品
の
内
容
に
触
れ
ず
、

そ
の
人
間
性
に
言
及
し
て
い
た
理
由
も
こ
こ
に

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

又
、
空
想
に
つ
い
て
は
、
真
実
を
伝
え
る
た

め
に
は
、
空
想
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
方
が
本

質
が
伝
わ
り
や
す
く
、
不
思
議
と
い
う
こ
と
も

大
切
な
要
素
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

二
人
の
目
指
す
児
童
文
学
に
は
、
教
訓
を
求

め
る
こ
と
な
く
文
学
性
を
大
切
に
し
よ
う
と
す

る
共
通
す
る
方
向
性
が
窺
え
る
一
方
、
空
想
に

つ
い
て
の
考
え
方
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
小
波
が
現
実
の
子
ど

も
を
読
者
に
想
定
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
未

明
は
、
現
実
に
縛
ら
れ
て
い
な
い
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
な
存
在
で
あ
る
子
ど
も
を
想
定
し
て
い
る
こ

と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

 

■
作
品
の
比
較

　

二
人
の
空
想
を
具
体
的
に
考
察
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
共
に
人
魚
が
登
場
す
る
、
巖
谷
小
波

の
「
人
魚
の
踊
」（『
お
伽
全
集
』
第
１
巻　

怪

奇
物
語  

昭
和
８
年
５
月
所
収
）
と
、
小
川
未

明
の
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』（
大
正
10
年
）
を

比
較
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

「
人
魚
の
踊
」
は
、
海
女
の
少
女
と
人
魚
の

娘
が
出
会
い
交
流
す
る
奇
想
天
外
な
浦
島
太
郎

の
よ
う
な
話
で
す
。『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
は

陸
に
産
み
落
と
さ
れ
た
人
魚
の
娘
が
人
間
に
育

て
ら
れ
、
最
後
は
不
吉
な
存
在
と
し
て
売
ら
れ

て
し
ま
う
話
で
す
。

　

『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
は
、
北
と
南
、
海
と

陸
、
青
と
赤
を
対
比
さ
せ
単
純
化
し
た
世
界
が

展
開
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
せ
め
て
子
ど
も
だ

け
は
明
る
い
世
界
で
暮
ら
し
て
ほ
し
い
と
願
う

母
の
愛
や
、
人
魚
の
娘
の
、
一
生
懸
命
や
っ
て

も
自
分
の
居
場
所
が
な
い
よ
う
な
感
覚
や
他
と

異
な
る
自
分
の
姿
を
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
る
思

春
期
の
姿
、
逃
げ
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
弱
者

で
あ
る
子
ど
も
の
姿
、
拝
金
主
義
に
染
ま
っ
て

し
ま
う
蝋
燭
屋
の
夫
婦
な
ど
、
我
々
の
生
活
に

繋
が
る
要
素
が
多
く
あ
り
ま
す
。
未
明
は
人
魚

の
居
る
世
界
を
示
す
こ
と
で
現
実
世
界
の
真
実

を
、
時
を
越
え
て
映
し
出
す
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
の
で
す
。

　

同
じ
人
魚
の
話
で
す
が
、
未
明
の
作
品
は
、

人
間
と
姿
が
似
て
い
な
が
ら
全
く
異
な
る
存
在

で
あ
る
人
魚
で
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
物
語
で

し
た
。
一
方
、
小
波
は
、
怪
奇
の
一
つ
と
し
て
、

子
ど
も
の
興
味
を
引
き
空
想
を
楽
し
む
た
め
に

人
魚
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で
、
人
魚
で
な
く

と
も
同
じ
よ
う
な
面
白
さ
の
作
品
は
描
け
る
よ

う
に
思
う
の
で
す
。

■
児
童
文
学
と
は

　

昭
和
35
年
（
１
９
６
０
）『
子
ど
も
と
文

学
』（
石
井
桃
子
、
瀬
田
貞
二
他　

中
央
公
論
）

が
出
版
さ
れ
、
日
本
の
児
童
文
学
は
「
子
ど
も

の
文
学
は
、
お
も
し
ろ
く
、
は
っ
き
り
わ
か
り

や
す
く
」
と
い
う
「
世
界
的
な
児
童
文
学
の
規

準
」
は
通
用
し
な
い
と
し
、
そ
の
筆
頭
に
小
川

未
明
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。『
赤
い
蝋
燭
と
人

魚
』
は
子
ど
も
の
本
に
し
て
は
わ
か
り
づ
ら
く

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
だ
と
言
う
の
で
す
。
こ
の
頃
か
ら

未
明
童
話
は
子
ど
も
の
文
学
と
し
て
否
定
さ
れ

ま
す
。

　

小
波
の
よ
う
に
怪
奇
と
し
て
人
魚
が
出
て
く

る
話
の
方
が
、
わ
か
り
や
す
く
、
お
も
し
ろ
い

の
で
し
ょ
う
か
。
小
波
お
伽
噺
が
明
治
以
降
脚

光
を
浴
び
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

未
明
童
話
は
２
０
０
０
年
頃
か
ら
新
た
に
絵
本

等
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

未
明
の
よ
う
な
世
の
中
の
真
実
を
映
し
だ
す

空
想
と
小
波
の
よ
う
な
子
ど
も
を
楽
し
ま
せ
想

像
力
を
養
う
た
め
の
空
想
、
は
た
し
て
児
童
文

学
と
し
て
は
ど
ち
ら
が
大
切
な
の
で
し
ょ
う
か
。

『
童
話
研
究
』
10
巻
３
号
（
昭
和
６
年
）
に
は
、

「
私
の
好
き
な
童
話
」
と
い
う
特
集
が
あ
り
、

小
波
と
未
明
が
並
ん
で
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
波
は
「
ア
ン
デ
ル
セ
ン
も
の
」
を
挙
げ
、
未

明
は
「
浦
島
太
郎
物
語
」
と
「
子
ど
も
達
の
た

め
に
（
ト
ル
ス
ト
イ
）」
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
作
品
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の

作
品
を
挙
げ
て
い
る
点
が
興
味
深
く
、
簡
単
な

答
え
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
読
者
と
し
て
の
子
ど
も
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
関
わ
る
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
ら
し
さ
の
価
値
が
揺
れ
て
い
る
現
代

だ
か
ら
こ
そ
、
児
童
文
学
の
研
究
が
大
切
な
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

文
学
館
講
座

報
　
告
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平
成
28
年
度
特
別
展

 

〈
小
川
未
明　
12
冊
の
絵
本
〉

〈
会　

期
〉
10
月
８
日
～
12
月
18
日

 

前
期
：
10
月
８
日
～
11
月
６
日

 

後
期
：
11
月
19
日
～
12
月
18
日

〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
生
涯

に
わ
た
り
お
よ
そ
１
２
０
０
編
も
の
童
話
を
つ

く
り
続
け
た
小
川
未
明
。
未
明
が
創
り
あ
げ
て

き
た
多
く
の
童
話
は
、
幾
多
の
作
家
た
ち
が
描

い
た
挿
絵
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
未
明
童
話
が
生
ま
れ
て
何
十
年
も
の
歳
月

が
流
れ
た
今
日
に
お
い
て
も
、
変
わ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
未
明
童
話
に
魅
了
さ
れ
た
作
家

た
ち
が
、
高
い
芸
術
性
を
も
っ
て
描
き
だ
し
た

作
品
は
、
童
話
の
世
界
の
情
景
と
童
話
を
通
じ

て
語
り
か
け
て
く
る
未
明
の
心
を
、
私
た
ち
に

伝
え
て
く
れ
ま
す
。

　

本
展
覧
会
で
は
、
平
成
27
年
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ま
ぁ
る
（
東
京
恵
比
寿
）
の
企
画
に
賛
同
し
た
、

現
在
活
躍
中
の
作
家
と
装
丁
家
22
人
の
手
に

よ
っ
て
新
た
に
生
ま
れ
た
、
未
明
童
話
の
絵
本

12
冊
と
そ
の
挿
絵
作
品
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

12
人
の
個
性
豊
か
な
作
家
た
ち
が
、
未
明
童

話
の
中
か
ら
最
も
心
ひ
か
れ
た
作
品
を
選
び
、

そ
の
感
性
に
よ
っ
て
水
彩
や
版
画
、
デ
ジ
タ
ル

報
　
告

Ｃ
Ｇ
、
切
り
絵
、
刺
繍
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
手

法
を
用
い
て
表
現
し
た
新
た
な
挿
絵
作
品
を
、

10
人
の
装
丁
家
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
装
仕
立
て
の

絵
本
に
仕
上
げ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
を
通
じ
て
、
未
明
童
話
の
奥

深
さ
と
挿
絵
の
魅
力
を
感
じ
る
展
覧
会
と
な
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
未
明
童
話

「
赤
い
船
」
の
作
品
を
手
が
け
た
北
見
隆
さ
ん

に
よ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ト
ー
ク
・
講
演
会
（
文

学
館
講
座
第
３
回
）
を
実
施
し
ま
し
た
。

■
関
連
イ
ベ
ン
ト　
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ト
ー
ク
・

　
講
演
会
（
文
学
館
講
座
第
３
回
）

「
小
川
未
明
作
品
の
視
覚
化
と
宮
沢
賢
治
作
品

の
視
覚
化
を
比
較
し
て
」

北
見
隆
さ
ん
（
美
術
家
、
宝
塚
大
学
教
授
）

講
演
会
で
は
、
美
術
家
で
あ
る
北
見
さ
ん
な

ら
で
は
の
観
点
か
ら
、
小
川
未
明
と
宮
沢
賢
治

の
作
品
に
対
す
る
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て

ご
紹
介
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
目
に
見
え
る
形
と

し
て
表
現
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
違
い
と

な
る
の
か
を
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
展
覧
会
会
場
で
は
、
展
示
中
の
自

身
の
作
品
を
前
に
、
制
作
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
な
ど
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
制
作
秘
話
が
興
味
深

か
っ
た
」、「
作
品
の
前
で
話
を
聞
け
て
良
か
っ

た
」
な
ど
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

特
別
展

　

小
川
未
明
文
学
賞
は
、
日
本
児
童
文
学
の
父

と
い
わ
れ
る
上
越
市
出
身
の
小
川
未
明
の
文
学

精
神
「
人
間
愛
と
正
義
感
」
を
次
代
に
継
承
す

る
た
め
、
平
成
３
年
（
１
９
９
１
）
に
創
設
さ

れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
心
に
夢
と
希
望
を

育
む
よ
う
な
鮮
烈
な
児
童
文
学
作
品
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
で
第
26
回
目
を
迎
え
、
こ
れ
ま

で
に
延
べ
１
２
０
０
０
編
を
超
え
る
作
品
が
国

内
外
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
賞
作
品
は
単
行
本
で
刊
行
さ
れ
、
多
く
の

子
ど
も
た
ち
に
読
ま
れ
て
い
ま
す
。

第
26
回
募
集
要
項

◆
募
集
作
品

①
短
編
部
門
（
小
学
校
低
学
年
向
け
）

　

…
400
字
詰
め
原
稿
用
紙
20
枚
～
30
枚

②
長
編
部
門
（
小
学
校
中
学
年
以
上
向
け
）

　

…
400
字
詰
め
原
稿
用
紙
60
枚
～
120
枚

・
い
ず
れ
も
小
学
生
を
読
者
対
象
と
し
た
創

作
児
童
文
学
で
未
発
表
の
作
品
。
各
部
門

同
時
応
募
も
可
。

・
Ａ
4
サ
イ
ズ
で
縦
書
き
。
ワ
ー
プ
ロ
等
の

場
合
は
400
字
詰
め
換
算
枚
数
を
明
記
。

・
表
紙
に
題
名
、
筆
名
、
本
名
、
年
齢
、
職

業
、
性
別
、
〒
住
所
、
電
話
番
号
を
明
記
。

・
原
稿
用
紙
2
枚
程
度
の
あ
ら
す
じ
を
表
紙

の
下
に
綴
じ
る
。　

◆
応
募
資
格　

　

不
問

◆
応
募
方
法

　

上
越
市
文
化
振
興
課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参

◆
締
切

　

平
成
29
年
10
月
31
日
（
火
）（
消
印
有
効
）　

◆
入
選
作

　

・
大　

賞
（
賞
金
100
万
円
・
記
念
品
）

　

・
優
秀
賞
（
賞
金
20
万
円
）

◆
発
表

　

平
成
30
年
３
月
上
旬
（
予
定
）

＊
詳
細
は
小
川
未
明
文
学
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

小
川
未
明
文
学
賞

応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
先

〒
943-

0832　

新
潟
県
上
越
市
本
町
３
－
３
－
２

　

上
越
市
文
化
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　

「
小
川
未
明
文
学
賞
係
」

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
２
５
－
５
２
６
－
６
９
０
３

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
２
５
－
５
２
６
－
６
９
０
４

E-m
ail

・m
im
ei@
city.joetsu.lg.jp

　
＊
受
賞
の
ひ
と
こ
と
＊

　

こ
の
た
び
は
、「
蝶
の
く
れ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
を
小
川
未
明
文
学
賞
大
賞
に
選
ん
で
い
た
だ

き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

「
蝶
の
く
れ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
の
蝶
と
は
、
日
本
を
縦
断
す
る
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
と
い
う
蝶
の

こ
と
で
す
。
ア
サ
ギ
マ
ダ
ラ
に
つ
い
て
知
っ
た
と
き
、
そ
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
生
き
方
に
感
銘

を
受
け
、
物
語
を
書
き
あ
げ
ま
し
た
。

　

実
は
、
小
川
未
明
先
生
の
作
品
の
中
で
一
番
好
き
な
物
語
も
、
蝶
の
出
て
く
る
お
話
で
す
。

題
名
は
「
月
夜
と
眼め

が
ね鏡
」。
は
じ
め
て
読
ん
だ
の
は
十
数
年
前
で
す
。

　

と
あ
る
晩
、
お
ば
あ
さ
ん
が
眼
鏡
売
り
の
男
か
ら
べ
っ
こ
う
ぶ
ち
の
大
き
な
眼
鏡
を
買
い
ま

す
。
そ
の
あ
と
、
指
を
怪
我
し
た
と
い
っ
て
た
ず
ね
て
き
た
美
し
い
娘
の
怪
我
の
具
合
を
見
る

た
め
、
そ
の
眼
鏡
を
か
け
る
と
、
そ
こ
に
い
た
の
は
娘
で
は
な
く
こ
ち
ょ
う

4

4

4

4

だ
っ
た
、
と
い
う

お
話
で
す
。
お
ば
あ
さ
ん
の
家
の
裏
に
あ
る
花
園
で
、
い
ま
を
盛
り
と
咲
い
た
花
が
月
の
光
に

照
ら
さ
れ
て
い
る
様
は
、
き
っ
と
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
よ
う
に
美
し
い
の
だ
ろ
う
な
と
、
読
む

た
び
に
う
っ
と
り
し
ま
す
。
ま
た
娘
が
、
香
水
製
造
場
で
白
ば
ら
の
花
か
ら
取
っ
た
香
水
を
び

ん
に
詰
め
る
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
を
語
る
の
で
す
が
、
そ
の
場
面
で
は
、
本
か
ら
白
ば
ら
の

香
り
が
た
ち
こ
め
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。「
蝶
の
く
れ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
を
書
い
て
い

る
あ
い
だ
も
何
度
か
読
み
、
そ
の
た
び
に
や
さ
し
い
気
持
ち
を
も
ら
い
ま
し
た
。

　

受
賞
の
お
知
ら
せ
を
い
た
だ
い
た
あ
と
、「
月
夜
と
眼
鏡
」
を
あ
ら
た
め
て
じ
っ
く
り
と
読

み
返
し
、
お
ど
ろ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん
の
買
っ
た
べ
っ
こ
う
ぶ
ち
の
大
き

な
眼
鏡
（
に
似
た
眼
鏡
）
を
、
わ
た
し
も
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
ば
あ
さ
ん
の
眼

鏡
の
魔
法
の
力
を
お
か
り
し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
、
あ
ら
た
め
て
大
賞
に
選
ん
で
い
た
だ

け
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
選
考
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
、
上
越
市
の
皆
様
方
、
小

川
未
明
文
学
賞
委
員
会
の
皆
様
方
に
、
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

第
25
回
小
川
未
明
文
学
賞
大
賞
受
賞

　
　

槿む
く
げ

　
な
ほ　
「
蝶
の
く
れ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
」

〈小川未明　12冊の絵本〉チラシ
デザインは菊池千賀子さん

アーティストトーク・講演会（文学館
講座第３回）「小川未明作品の視覚化
と宮沢賢治作品の視覚化を比較して」

「砂漠の町とサフラン酒」
絵：野見山響子
装丁：森枝雄司

「飴チョコの天使」
絵：杉谷知子
装丁：白畠かおり

「海のかなた」
絵：三溝美知子
装丁：清原一隆

「赤い船」
絵：北見 隆
装丁：菊池千賀子

「赤いガラスの宮殿」
絵：藤原ヒロコ
装丁：糟谷一穂

「金の輪」
絵：あさいとおる
装丁：松本 力

「月夜と眼鏡」
絵：ナツコ・ムーン
装丁：諸藤剛司

「気まぐれの人形師」
絵：まつやまけいこ
装丁：松岡史恵

「王さまの感心された話」
絵：近藤美和
装丁：土屋みづほ

「野ばら」
絵：まるやまあさみ
装丁：松岡史恵

「青い時計台」
絵：政岡勢津子
装丁：菊池千賀子

「赤い蝋燭と人魚」
絵：岡本よしろう
装丁：武中祐紀

後期の作品 前期の作品
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高波代表の挨拶
各グループは、子どもから大人まで、皆さんが楽し
んでもらえる作品を選びました。未明が「何をつた
えようとしているのでしょうか」。聞いてください。

（グループ空）
おばあさんのやさしい心から繰り広げられる不思議
な世界。やわらかな色彩の絵と篠笛の澄んだ音色が、
幻想的なお話の世界をさらに盛り上げました。

（グループさくら）こまどりと酒
自分の楽しみ（酒）より、小鳥を自然の中に開放し
てやったお爺さんのやさしさを感じ取ってほしいと
思いました。

（シャーフの会）　中保倉小学校
「月夜と眼

めがね

鏡」「赤いろうそくと人魚」を朗読しまし
た。小川未明の説明もよかったですよ、と感想をい
ただきました。

（お話の会うさぎ）　山部小学校
「くらげのおばさん」…波の音がする楽器の音
がきれいで、本当に海の中にいるようでしたと
感想をよせてくれました。

（未明童話の会）谷浜小学校放課後児童クラブ
広い部屋でのびのびとお話を楽しみました。元気に感想
も話してくれました。

（お話の会うさぎ）
雪国高田で少年時代を過ごした未明の寒い冬や大雪
に閉じ込められた時の思いが伝わってくるお話です。
会話の所を分担して朗読しました。

（グループさくら）
「月とあざらし」…終了後、子どもたちに自
由にパネルに触れ、楽しんでもらいました。

（未明童話の会）
「子ねこをもらった話」…お父さんと
おばあちゃんといっしょに楽しんだよ。

・小川未明文学館ビックブックシアターおはなし会…全25回、延べ参加者323人
・出張おはなし会　(小学校、放課後児童クラブ）…22か所、参加者761人
・特別展おはなし会（夏の特別展・秋の特別展）…全３回、延べ参加者55人
・会員の研修会（杉みき子さんの講演）

平成28年度
の活動

  

出張おはなし会　おもに小学校と放課後児童クラブへ行きました

寄せられた感想文から
（学校の先生より）
〇読み聞かせていただいたお話は、子どもたちの心に染み込み、
あっという間に絵本の世界に引き込まれ、登場人物の気持
ちになってお話の世界を楽しむことができました。

〇小川未明の生い立ちをお話していただき、身近な方というこ
とを実感し、お話を聞くことができました。

（児童の感想より）
〇ぼくは小川未明を知りませんでした。でもお話を聞いてみて、
いいおはなしだなと思いました。

〇私達の学校の図書室に、小川未明の本がたくさんあります。
これを機会に、どんなお話があるか知りたいです。

　

出
張
お
は
な
し
会
、
会
員
加
入
の
連
絡
先

上
越
市
文
化
振
興
課

　
　
　
　

上
越
市
本
町
３
－
３
－
２

　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
２
５
－
５
２
６
－
６
９
０
３

　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
２
５
－
５
２
６
－
６
９
０
４

　
　
　
　

E-m
ail:m

im
ei@

city.joetsu.lg.jp

〒943
-0832

  

特別展おはなし会　未明の部屋　10月30日（日）

　未明が住んでいた高円寺の書斎部屋
を再現した『未明の部屋』で、秋の特
別展のお話会をしました。
　未明に見守られているような緊張感
もある中で、各グループの発表が行わ
れました。

　　　作品名　　　　 　担当グループ
① 高い木とからす　　　シャーフの会
② 金の輪　　　　　　　未明童話の会
③ こまどりと酒　　　　グループさくら
④ 千羽鶴　　　　　　　グループ空
⑤ 水車のした話　　　　お話の会うさぎ

15 14

 

文学館でのおはなし会（毎月第２、４日曜に実施）
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小
川
未
明
文
学
館
　
利
用
案
内

開
館
時
間　

　

火
～
金
曜
日　
　

午
前
10
時
か
ら
午
後
７
時

　
　
　
　
　
　
　
　

（
６
～
９
月
は
午
後
８
時
ま
で
）

　

土
・
日
・
休
日　

午
前
10
時
か
ら
午
後
６
時

休
館
日　

　

毎
週
月
曜
日
（
こ
の
日
が
休
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）・

　

休
日
の
翌
日
・
館
内
整
理
日
（
毎
月
第
３
木
曜
）・

　

資
料
整
理
期
間
・
年
末
年
始
（
12
／
29
～
１
／
３
）

入
館
料　

無
料

問
合
せ　

〒
９
４
３
－
０
８
３
５

　

新
潟
県
上
越
市
本
城
町
８
－
30
（
高
田
図
書
館
内
）

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
２
５
－
５
２
３
－
１
０
８
３

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
２
５
－
５
２
３
－
１
０
８
６

　

Ｕ
Ｒ
Ｌ　

http://w
w

w
.city.joetsu.niigata.jp/

　
　
　
　
　

site/m
im

ei-bungakukan/


