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国松俊英氏 

町
田
在
住
の
児
童
文
学
作
家
、
国
松
俊
英
氏
が
、
今
年
第
二
回

児
童
文
芸
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
学
賞
特
別
賞
（
日
本
児
童
文
芸

家
協
会
主
催
）
を
受
賞
し
た
。 

そ
れ
は
、
二
〇
一
七
年
に
出
版
し
た
研
究
・
解
説
書
『
ノ
ン
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
児
童
文
学
の
力
』（
文
溪
堂
）
の
内
容
が
評
価
さ
れ

た
こ
と
、
ま
た
長
年
に
わ
た
っ
て
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
広
め
よ

う
と
活
動
し
て
き
た
の
と
、
後
進
の
育
成
に
力
を
注
い
で
き
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

今
回
は
、
受
賞
を
記
念
し
、
最
新
刊
『
ラ
イ
チ
ョ
ウ
を
絶
滅
か

ら
救
え
』（
小
峰
書
店
二
〇
一
八
）
を
中
心
に
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
作
品
と
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
る
の
か
、「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
児
童
文
学
の
力
」
と
は
何
か
、
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。 

―
―
こ
の
た
び
は
受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
国
松
さ
ん

は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
児
童
文
学
と
い
う
分
野
を
、
長
年
切
り

開
い
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
「
力
」
に
つ
い
て
、
最

新
作
の
『
ラ
イ
チ
ョ
ウ
を
絶
滅
か
ら
救
え
』
か
ら
う
か
が
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。
こ
の
本
は
、
特
別
天
然
記
念
物
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ

を
、
絶
滅
の
危
機
か
ら
救
お
う
と
す
る
人
々
の
奮
闘
を
描
い
た

も
の
で
す
が
、
ど
ん
な
き
っ
か
け
や
経
緯
が
あ
っ
て
お
書
き
に

な
っ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
本
は
二
〇
〇
九
年
の
「
ラ
イ
チ
ョ
ウ
会
議
・
東
京
大
会
」

で
「
ラ
イ
チ
ョ
ウ
と
日
本
人
の
関
わ
り
」
に
つ
い
て
話
し
て
ほ

し
い
と
い
う
依
頼
を
受
け
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
私
は

鳥
が
好
き
で
、
鳥
と
人
間
の
関
わ
り
を
調
べ
た
り
書
い
た
り
し

て
は
い
ま
す
が
、
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
文
化
史
は
当
時
よ
く
知
ら
な

か
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
資
料
を
取
り
寄
せ
て
勉

強
し
、
発
表
に
臨
み
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
今
の
子
ど
も
た
ち

や
若
者
が
ど
の
く
ら
い
ラ
イ
チ
ョ
ウ
を
知
っ
て
い
る
か
、
興
味

を
持
っ
て
い
る
か
、
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
て
、
そ
の

結
果
も
発
表
し
た
の
で
喜
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
ね
。 

 

 

 

町田の文学 
新着案内 

1940年滋賀県生まれ。同志社大学卒業

後、童話創作グループで勉強を始め、

第２作『おかしな金曜日』出版後、文

筆業に専念。1989年から町田市在住。 

国
松
俊
英
氏(

児
童
文
学
作
家)

イ
ン
タ
ビ
ュ
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―
―
中
村
先
生
の
学
生
時
代
の
こ
と
、
一
四
年
を
経
て

一
九
八
一
年
に
再
び
ラ
イ
チ
ョ
ウ
調
査
を
依
頼
さ
れ

た
時
の
こ
と
な
ど
、
国
松
さ
ん
が
直
接
目
に
し
て
い
な

い
こ
と
が
、
眼
前
で
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て

い
ま
す
が
、
か
な
り
中
村
先
生
に
密
着
し
て
、
詳
し
く

お
聞
き
に
な
っ
た
の
で
す
か
。 

ど
ん
な
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
く
時
も
同
様
で

す
が
、
そ
の
情
景
が
目
の
前
に
浮
か
ん
で
く
る
く
ら

い
、
し
つ
こ
く
聞
き
ま
す
。
そ
れ
と
、
当
時
の
こ
と
を

書
い
た
報
告
書
や
本
な
ど
を
丹
念
に
読
む
こ
と
で
「
状

況
証
拠
」
の
よ
う
な
も
の
を
い
っ
ぱ
い
集
め
て
、
イ
メ

ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
読
者

が
そ
の
情
景
を
、
く
っ
き
り
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に

描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

『
ト
キ
よ
舞
い
あ
が
れ
』（
く
も
ん
出
版
一
九
八
八
）

に
取
り
組
ん
で
い
た
時
に
、
田
ん
ぼ
に
う
ず
く
ま
っ

て
、
何
日
も
じ
っ
と
ト
キ
が
飛
ん
で
来
る
の
を
待
っ
て

い
る
ト
キ
の
研
究
者
を
取
材
し
た
ん
で
す
が
、
何
度
も 

 

―
―
児
童
文
学
作
家
と
し
て
、
最
初
か
ら
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
分
野
を
目
指
し
て
い
ら
し
た
の
で
す
か
。 

作
家
を
志
し
た
時
は
子
ど
も
向
け
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
、
童
話
や
児
童
小
説
を
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で

す
。
二
作
ほ
ど
書
い
た
頃
か
ら
、
会
社
勤
め
と
の
両
立

は
難
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
三
八
歳
の
時
に
会
社

を
辞
め
ま
し
た
。
家
内
は
驚
き
ま
し
た
が
、
や
れ
る
と

こ
ま
で
や
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
、
と
言
っ
て
く
れ
ま 

『ライチョウを絶滅

から救え』 

（小峰書店 2018） 

 

『ノンフィクション

児童文学の力』 

（文溪堂 2017） 

 

 
 

 
 

                         
 

 

一
方
、
そ
の
大
会
で
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
想
像
以
上
に

厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
け
れ
ど
強
い
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、

書
い
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
も

ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
研
究
と
保
護
の
第
一
人
者
、
中
村
浩

志
先
生
（
鳥
類
学
者
・
信
州
大
学
名
誉
教
授
）
が
お

ら
れ
、
大
人
向
け
に
い
ろ
い
ろ
書
い
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
子
ど
も
向
け
と
は
い
え
、
内
容
の
同
じ
こ
と
を

書
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
思
っ
て
、
し
ば
ら
く
ス

ト
ッ
ク
の
中
に
入
れ
て
お
い
た
ん
で
す
。 

 

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
二
、
三
年
前
、
あ
る
編
集

者
か
ら
「
子
ど
も
向
け
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
シ
リ
ー

ズ
を
出
し
た
い
の
で
若
い
書
き
手
を
紹
介
し
て
ほ
し

い
」
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
紹
介
す
る
だ
け
と

思
っ
て
い
た
ら
「
国
松
さ
ん
も
書
い
て
く
だ
さ
い
ね
。

何
を
書
い
て
く
れ
ま
す
か
」
と
言
わ
れ
て
、
あ
わ
て

て
し
ま
い
、
と
っ
さ
に
「
ラ
イ
チ
ョ
ウ
」
っ
て
言
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）
。 

「
長
野
に
中
村
先
生
と
い
う
研
究
者
が
い
ま
す
。

元
々
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
の
だ
け

ど
、
学
生
の
時
に
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
調
査
を
手
伝
っ
て

ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
、
今
は
日
本
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
研
究 

話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
自
分
も
田
ん
ぼ
で
ト
キ
を

待
っ
て
い
る
夢
を
見
て
し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。
そ
こ
ま

で
い
く
と
、
か
な
り
自
分
の
も
の
に
で
き
て
い
る
な
と

い
う
感
じ
で
す
。 

ラ
イ
チ
ョ
ウ
に
し
て
も
、
ト
キ
に
し
て
も
、
厳
し
い

状
況
に
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
知
ら
せ
た
い
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
主
人
公
に
な
る
人
た
ち
の

熱
意
や
努
力
は
す
ご
い
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
人
間
の

生
き
ざ
ま
を
描
く
こ
と
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
児
童

文
学
の
魅
力
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
実
績
を
書
く
だ
け

で
は
、
文
学
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。 

と
保
護
の
第
一
人
者
で
す
。
そ
の
人
を
中
心
に
置
け
ば

面
白
い
も
の
が
書
け
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
話
を
し
た

ら
、
編
集
会
議
を
通
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
中
村
先
生

に
Ｏ
Ｋ
し
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
何

度
も
長
野
の
先
生
の
研
究
所
に
通
い
、
資
料
等
を
見
せ

て
い
た
だ
い
た
り
、
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て
書
き
始

め
た
の
で
す
。 

   

 

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を 

文
学
た
ら
し
め
る
も
の 

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
開
眼 
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し
た
。 

雑
誌
に
小
さ
な
連
載
の
仕
事
な
ど
を
し
て
い
た
八

一
年
、
オ
オ
タ
カ
を
密
猟
か
ら
守
る
た
め
に
二
四
時
間

交
替
で
見
張
り
を
し
て
い
る
人
た
ち
の
新
聞
記
事
を

読
み
ま
し
た
。
興
味
を
持
っ
て
す
ぐ
に
、
西
那
須
野
へ

会
い
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
熱
意
や
利
益
な
ど
考
え
な

い
姿
に
感
動
し
て
、
当
時
担
当
し
て
い
た
雑
誌
の
連
載

に
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
出
版
社
の
人
の
目
に
と
ま

り
、「
お
も
し
ろ
い
か
ら
、
子
ど
も
向
け
に
書
き
ま
せ
ん

か
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
で
も
私
は
そ
の
話
が
、
子

ど
も
向
け
の
本
に
な
る
な
ん
て
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。 

と
こ
ろ
が
編
集
者
に
「
オ
オ
タ
カ
が
い
な
い
時
代
に

な
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
大
変
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
ど
う
や
っ

て
守
っ
て
い
く
の
か
、
子
ど
も
だ
っ
て
知
り
た
い
で
す

よ
」
と
言
わ
れ
、
な
る
ほ
ど
と
取
り
組
ん
だ
の
が
、
初

め
て
の
子
ど
も
向
け
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
は
ば
た
け

オ
オ
タ
カ
』（
く
も
ん
出
版
一
九
八
六
）
で
す
。 

実
は
こ
の
本
を
一
番
喜
ん
で
く
れ
た
の
は
、
活
動
を

し
て
い
た
人
た
ち
で
し
た
。
彼
ら
は
そ
の
都
度
記
録
は

つ
け
て
い
る
け
れ
ど
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
持
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
、
私
が
い
ろ
い
ろ
聞
く
こ
と

で
、
改
め
て
思
い
出
し
て
「
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
、

あ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
」
と
、
記
録
は
詳
し
く
正
確
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。「
こ
う
い
う
記
録
が
で
き
て
、
私

た
ち
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
全
部
ふ
り
返
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
、
と
て
も
喜
ん
で
く
れ
た
の
で
す
。 

そ
の
時
私
も
気
づ
い
た
ん
で
す
。「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ 

 

 

―
―
先
ほ
ど
、
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
ス
ト

ッ
ク
に
入
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
そ
う
い
っ

た
題
材
は
ど
の
よ
う
に
見
つ
け
る
の
で
す
か
。 

九
一
年
、
湾
岸
戦
争
で
ペ
ル
シ
ャ
湾
が
原
油
で
汚
染

さ
れ
、
鳥
た
ち
が
油
ま
み
れ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ニ

ュ
ー
ス
が
流
れ
ま
し
た
。
鳥
好
き
の
人
が
あ
れ
を
見
た

ら
、
誰
だ
っ
て
助
け
に
行
き
た
い
っ
て
思
い
ま
す
。
私

も
そ
う
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
調
べ
た
ら
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ

ビ
ア
に
外
国
人
は
簡
単
に
入
れ
な
い
。
私
は
諦
め
た
の

で
す
が
、
諦
め
ず
に
行
っ
た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
川

崎
の
獣
医
さ
ん
な
ど
三
人
の
救
援
チ
ー
ム
で
す
。
彼
ら

の
こ
と
を
ぜ
ひ
書
き
た
い
と
思
い
、
報
告
会
に
行
っ
た 

『星野道夫  

アラスカのいのちを 

撮りつづけて』 

（PHP 研究所 2016） 

『はばたけ オオタカ 

密猟者からオオタカを守る人びと』 

（くもん出版 1986） 

『トキよ未来へはばたけ 

ニッポニア・ニッポンを守る人たち』 

（くもん出版 2011） 

第７回福田清人賞受賞 

 

 

『ペルシャ湾の水鳥をすくえ』 

（金の星社 1994） 

  

 

 小
山
田
村
に
生
ま
れ
る 

 

ョ
ン
っ
て
い
う
の
は
、
一
つ
の
事
実
を
き
ち
ん
と
記
録

し
て
残
し
て
い
く
、
人
間
の
世
の
中
で
大
切
な
こ
と
な

ん
だ
」
と
。
そ
れ
ま
で
、
自
分
が
や
っ
た
こ
と
を
き
ち

ん
と
書
き
留
め
て
本
に
す
る
の
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
他
の
人
が
ち
ゃ

ん
と
話
を
聞
い
て
、
資
料
を
調
べ
な
お
し
て
、
そ
れ
を

ま
と
め
た
ら
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
な
る
ん
だ
と
い

う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
営
業
マ
ン
だ
っ

た
の
で
、
知
ら
な
い
人
か
ら
話
を
聞
く
の
は
平
気
で
し

た
し
（
笑
）、
調
べ
る
の
も
好
き
で
し
た
。
し
か
も
当
時

連
載
し
て
い
た
雑
誌
の
記
事
は
、
気
づ
け
ば
素
材
に
な

る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
が
私
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

ス
タ
ー
ト
で
し
た
。 

 

 

プ
ロ
は
豊
富
な｢

ネ
タ
帳｣

を
持
つ
！ 

2010 年に作家や編集者

たちと〈ノンフィクシ

ョン児童文学研究会〉

を立ち上げ、研究活動

も行っている。 
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と
対
話
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
得
た
も

の
を
詩
や
童
話
に
あ
ふ
れ
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
真
の
意

味
で
自
然
と
共
に
生
き
た
人
で
し
た
。
で
も
、
そ
う
い

う
賢
治
の
姿
を
描
い
た
伝
記
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
賢
治
」
に
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
を

ぜ
ひ
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
と
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
き
た
い
と
思
っ 

（ 

   

―
―
最
後
に
こ
れ
か
ら
書
き
た
い
と
考
え
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
テ
ー
マ
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

私
は
宮
沢
賢
治
が
大
好
き
で
す
。
け
れ
ど
、
賢
治

の
生
涯
を
子
ど
も
向
け
に
書
い
た
も
の
は
多
く
出
て

い
ま
す
が
、
と
て
も
不
満
で
し
た
。
賢
治
は
ご
存
知

の
よ
う
に
、
自
然
の
中
を
歩
き
回
り
、
い
つ
も
自
然 

 

て
い
る
人
た
ち
に
、
ど
う
し
た
ら
作
家
に
な
れ
る
か
、

そ
の
道
筋
を
示
せ
る
よ
う
な
「
場
」
が
、
文
学
館
の
よ

う
な
施
設
で
持
て
る
と
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
児

童
文
学
界
で
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
若
い
書
き
手

の
登
場
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
ま
す
。
若
い
実
力
の
あ
る

作
家
を
育
て
る
の
も
、
私
の
こ
れ
か
ら
の
仕
事
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

（
初
夏 

文
学
館
に
て
） 

 

 
 

 
 

                         
 

 

ら
、
児
童
文
学
の
大
先
輩
も
来
て
い
ま
し
た
。
あ
あ
、

こ
れ
は
私
に
は
書
く
機
会
が
な
い
な
と
思
い
、
資
料

だ
け
を
も
ら
っ
て
お
き
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
少
し
た
っ
て
か
ら
、
子
ど
も
雑
誌
の
編

集
者
か
ら
「
雑
誌
に
書
い
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う

依
頼
が
来
ま
し
た
。
そ
こ
で
獣
医
さ
ん
に
確
認
し
た

ら
、「
誰
も
話
を
聞
き
に
来
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と

で
、「
私
に
書
か
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
お
願
い
し
、

快
く
承
諾
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

結
局
そ
の
出
版
社
で
は
雑
誌
に
短
編
が
掲
載
さ
れ

た
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
が
、
取
材
を
通
じ
て
ぜ
ひ
一

冊
の
本
に
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
早

速
企
画
書
を
作
成
し
て
、
別
の
出
版
社
に
持
ち
込
み
、

『
ペ
ル
シ
ャ
湾
の
水
鳥
を
す
く
え
』（
金
の
星
社
一
九

九
四
）
と
い
う
本
が
で
き
上
が
っ
た
の
で
す
。 

新
聞
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
、
人
と
の
出
会
い
な

ど
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
ネ
タ
、
題
材
を
ス
ト
ッ
ク
し
て

お
き
温
め
て
い
ま
す
。
私
の
「
ネ
タ
帳
」
は
今
も
い

っ
ぱ
い
で
す
（
笑
）
。 

 

国松俊英氏の主なノンフィクション著作リスト 

 

はばたけオオタカ 密猟者からオオタカを守る人びと(くもん出版 1986） 

野鳥はともだち ぼくの野鳥ノートから(童心社 1987） 

トキよ舞いあがれ 国際保護鳥・トキを絶滅から守る人たち(くもん出版 1988） 

ゲンジボタルと生きる ホタルの研究に命を燃やした南喜市郎(くもん出版 1990） 

オシドリからのおくりもの(くもん出版 1991） 

野鳥とともに生きる 中西悟堂(岩崎書店 1992） 

ペルシャ湾の水鳥をすくえ(金の星社 1994） 

鳥を描き続けた男 鳥類画家 小林重三(晶文社 1996） 

最後のトキ ニッポニア・ニッポン(金の星社 1998） 

ここが世界の中心です 伝道者メレル・ヴォーリズ(ＰＨＰ研究所 1998） 

アホウドリが復活する日(くもん出版 1999） 

カラスの大研究 都会の悪者か神さまの使いか(ＰＨＰ研究所 2000） 

鳥の博物誌 伝承と文化の世界に舞う(河出書房新社 2001）  

星野道夫物語 アラスカの呼び声(ポプラ社 2003） 

スズメの大研究 人間にいちばん近い鳥のひみつ(ＰＨＰ研究所 2004） 

理科室から生まれたノーベル賞 田中耕一ものがたり(岩崎書店 2004) 

ハトの大研究 古代から人とともに生きてきた鳥(ＰＨＰ研究所 2005） 

ツルの大研究 人に幸せをはこぶ鳥のひみつ(ＰＨＰ研究所 2006） 

フクロウの大研究 知恵と学問の神といわれる鳥(ＰＨＰ研究所 2006） 

巣箱 森のいのちを育てる(くもん出版 2007） 

信長とまぼろしの安土城(文溪堂 2008） 

ホタルがすきになった日 都会にホタルを取りもどした阿部宜男(佼成出版社 2009） 

トキよ未来へはばたけ ニッポニア・ニッポンを守る人たち(くもん出版 2011） 

鳥のいる地球はすばらしい 人と生き物の自然を守る（文溪堂 2016） 

星野道夫 アラスカのいのちを撮りつづけて(ＰＨＰ研究所 2016） 

ノンフィクション児童文学の力(文溪堂 2017） 

宮沢賢治の鳥(岩崎書店 2017） 

ライチョウを絶滅から救え(小峰書店 2018） 

   

このほかにも絵本、童話、児童小説、知識の本など 

130タイトルに及ぶ著作がある。 

 

 

ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
賢
治
を
書
き
た
い
！ 

 
 
 

若
手
も
育
て
た
い
！ 
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寄贈いただいた町田在住の方の著書を中心に紹介しています。 

著者紹介は「著者略歴」などをもとに作成しています。 

 
 

 

あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
小
学
生

の
頃
、
詩
を
書
く
宿
題
が
あ
り
、

星
の
ま
た
た
く
夜
空
を
見
つ
づ
け

て
い
た
と
い
う
。「
そ
の
と
き
、
自

分
の
な
か
に
言
葉
が
自
然
に
わ
き

上
が
り
、
流
れ
星
の
よ
う
に
降
り

そ
そ
い
で
く
る
ふ
し
ぎ
な
感
覚
が

あ
り
ま
し
た
」。 

 

著
者
に
と
っ
て
の
第
五
詩
集
で

あ
る
本
書
の
作
品
は
、
宇
宙
と
は
、

「
ひ
と
」
の
中
に
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
、
ゆ
っ
く
り
と
感
じ
さ
せ

る
。
三
・
一
一
後
に
書
か
れ
た
一

群
の
詩
も
心
を
揺
さ
ぶ
る
。 

 

 

 『詩集 九月の秋風』『詩集 片々
へんぺん

好雪
こうせつ

』 

 横倉修一／著 土曜美術社出版販売 2019.2 

かべるみ／著 ふらんす堂 2018.11   

著
者
の
第
三
、
第
四
詩
集
。
本
年
二
月
に

同
時
刊
行
さ
れ
た
。
終
戦
直
後
、
疎
開
先
で

小
児
結
核
を
患
い
、
二
年
間
の
絶
対
安
静

を
強
い
ら
れ
た
経
験
か
ら
、
内
省
的
傾
向

の
強
い
思
想
に
親
し
ん
で
き
た
と
い
う
。 

 

多
く
の
詩
に
風
景
が
描
き
出
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
時
は
美
術
館
で
あ
り
、
神
保
町
で

あ
り
、
あ
る
時
は
病
院
の
階
段
の
踊
り
場

で
あ
り･

･
･

。
詩
人
の
目
を
通
す
と
、
い
つ

も
の
見
慣
れ
た
情
景
に
こ
ん
な
に
も
言
葉

が
生
ま
れ
る
の
か
と
、
ふ
と
立
ち
止
ま
っ

て
み
た
い
気
持
ち
に
な
る
。
な
に
げ
な
い

「
場
」
を
豊
か
に
す
る
詩
の
力
を
改
め
て

感
じ
さ
せ
る
。
だ
が
詩
人
は
こ
う
も
言
う
。

「「
言
葉
」
を
も
っ
て
汚
す
こ
と
な
か
れ
」。 

 

月
夜
の
虫
た
ち
の
、
相
撲
大
会
と
い
う

饗
宴
。
迫
力
あ
る
版
画
だ
。
日
本
の
絵
本
界

に
力
あ
る
新
人
登
場
！
と
さ
え
言
い
た
く

な
る
素
晴
ら
し
い
版
画
で
あ
る
。
本
作
は
、

す
っ
と
ぼ
け
た
だ
じ
ゃ
れ
が
作
者
を
ほ
う

ふ
つ
と
さ
せ
る
デ
ビ
ュ
ー
作
『
マ
ン
ボ
ウ

ひ
ま
な
日
』（
絵
本
館
）、
表
紙
が
印
象
的
な

『
ふ
く
ろ
う
の
オ
カ
リ
ナ
』（
文
・
蜂
飼
耳 

理
論
社
）
に
続
く
三
作
目
と
な
る
。 

 

「
牛
に
囲
ま
れ
た
衝
撃
か
ら
、
生
き
物
と

目
が
合
っ
た
瞬
間
「
見
た
ら
見
ら
れ
た
」
を

テ
ー
マ
に
木
版
画
を
制
作
し
て
い
る
」
と

い
う
。
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
が
、
面
白
そ

う
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
が
楽
し
み
だ
。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

【主な寄贈雑誌】 

文芸誌：「相模文芸」「文芸多摩」「ベルク（山の文芸誌）」「三田文学」 

詩  誌：「璞（あらたま）」「構図」 

短歌誌：「青垣」「歌と観照」「開耶（さくや）」 

「日本歌人クラブ 風」「玉ゆら」「はなさい」 

俳句誌：「青芝」「阿夫利嶺（あふりね）」「谺（こだま）」 

「都市」「風土」「波」「俳句界」 

「蒼茫（そうぼう）」「八千草」 

その他：「多摩のあゆみ」「隣人」 

 

 

新 刊 紹 介 

横倉 修一 

1936 年生まれ。横

浜国立大学工学部

卒。企業を定年後

も大学院で心理学

などを学ぶ。工学

博士、心理学修士。

町田市在住。 

たけがみ たえ 

1986 年生まれ。

Mokuhanger（木版

画作家）。幼稚園

から大学まで和

光学園に通う。町

田育ち。和光大学

表現学部芸術学

科卒。2013年熊谷

守一大賞入選。 

 

 『きょうは泣
な

き虫
むし

』 

 たけがみたえ／著  

  好学社 2019.6  
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『宇宙オリンピック』中垣ゆたか／作 

くもん出版 2019.6   
 

寄贈いただいた町田在住の方の著書を中心に紹介しています。 

著者紹介は「著者略歴」などをもとに作成しています。 

 
 

 

あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
小
学
生

の
頃
、
詩
を
書
く
宿
題
が
あ
り
、

星
の
ま
た
た
く
夜
空
を
見
つ
づ
け

て
い
た
と
い
う
。「
そ
の
と
き
、
自

分
の
な
か
に
言
葉
が
自
然
に
わ
き

上
が
り
、
流
れ
星
の
よ
う
に
降
り

そ
そ
い
で
く
る
ふ
し
ぎ
な
感
覚
が

あ
り
ま
し
た
」。 

 

著
者
に
と
っ
て
の
第
五
詩
集
で

あ
る
本
書
の
作
品
は
、
宇
宙
と
は
、

「
ひ
と
」
の
中
に
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
、
ゆ
っ
く
り
と
感
じ
さ
せ

る
。
三
・
一
一
後
に
書
か
れ
た
一

群
の
詩
も
心
を
揺
さ
ぶ
る
。 

 

 

 『ずかん！ときょうりゅう』 

  中垣ゆたか／作・絵  

赤ちゃんとママ社 2019.5   

  
恐
竜
か
ら
宇
宙
ま
で
、
中
垣
ワ

ー
ル
ド
全
開
。『
ず
か
ん
！
と
き
ょ

う
り
ゅ
う
』
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と

一
緒
に
ペ
ー
ジ
を
進
み
、
い
ろ
い

ろ
な
恐
竜
に
出
会
う
。
恐
竜
学
の

最
新
情
報
も
満
載
な
の
で
、「
恐
竜

マ
ニ
ア
」
の
子
ど
も
た
ち
も
満
足

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

『
宇
宙
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
』
は
来
年

に
向
け
て
盛
り
上
が
る
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
熱
に
、

「
こ
う
来
た
か
！
」
と
い
う
ア
イ

デ
ア
に
あ
ふ
れ
た
楽
し
さ
だ
。
見

返
し
を
使
っ
て
「
地
球
こ
ど
も
新

聞
」
ま
で
作
る
念
の
入
れ
よ
う
。

大
人
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。 

 
『とんかちこぞうとねこざかな』 

わたなべゆういち／作・絵  

フレーベル館 2019.4 

『ひをふくやまとあおいぬま』 

安藤美紀夫／作 長谷川知子／絵 

子どもの未来社 2019.5 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

新 刊 紹 介 

中垣 ゆたか 

1977年生まれ。イラストレーター、絵本作家。『カムチャッカ号へんてこ

こうかい記』（風濤社）、『ひらいてびっくり！のりもののりもの』（偕成社）

などの絵本をはじめ挿絵、雑誌表紙など多数の作品がある。町田市在住。 

町田市民文学館では、市民の皆様が著した文学作品（詩歌、小説、

エッセイ、児童書や同人誌など）を収集・保存しています。ぜひご

寄贈ください。 

また、勝手ながら、貸出用と保存用の２冊をご寄贈いただけますと

幸いです。今後とも市民の著作の収集に努めてまいりますので、ご

協力くださいますよう、お願い申し上げます。 

市民の皆様の文学作品をご寄贈ください 

町田ゆかりの作家新着本から 
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本
書
を
書
く
時
に
い
ち
ば
ん
苦
労
し
た
の

は
、
研
究
資
料
の
多
さ
で
し
た
。
漱
石
に
は
「
研

究
史
」
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
膨
大
な
漱
石
研

究
の
文
献
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
熊
楠
は

熊
楠
で
、
近
年
に
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
せ
い

も
あ
っ
て
新
し
い
資
料
や
研
究
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に

公
刊
さ
れ
、
応
接
の
暇
も
な
い
あ
り
さ
ま
で
す
。 

で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
資
料
を
読
み
こ
ん

で
、
自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
の
は
、

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
く
時
の
必
須
の
作
業

で
す
が
、
こ
う
も
多
く
て
は
、
か
え
っ
て
資
料

の
森
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
え
い
や
っ
と
思
い
き
っ
て
、
あ
る 

 

家
族
の
動
静
、
自
分
の
病
状
、
取
材
記
事
、
旅
行

見
聞
、
世
情
考
察
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま

す
が
、
比
較
的
長
文
の
も
の
が
多
く
、
文
学
者

ら
し
い
自
己
分
析
に
長
け
た
文
章
で
日
常
茶
飯

を
豊
か
に
記
録
し
て
い
ま
す
。 

こ
れ
に
対
し
て
熊
楠
の
日
記
は
、
お
お
む
ね

短
文
で
、
即
物
的
に
自
ら
の
日
常
を
記
録
し
て

い
ま
す
が
、
菌
類
や
藻
類
の
収
穫
、
幼
児
期
の

息
子
や
娘
の
観
察
、
自
分
の
見
た
夢
の
記
録
と

分
析
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
て
、
科
学
者
・
博
物

学
者
の
一
面
が
の
ぞ
か
れ
ま
す
。 

余
談
で
す
が
、
わ
た
し
も
若
い
頃
か
ら
日
記

を
つ
け
て
い
ま
し
た
。
日
々
の
出
来
事
を
事
細

か
に
取
り
上
げ
、
感
興
を
覚
え
た
事
柄
に
は
感

想
を
加
え
る
な
ど
し
て
、
漱
石
ば
り
に
長
々
と

記
し
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
い
つ
も
三
日
坊

主
で
、
長
続
き
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

け
れ
ど
、
熊
楠
の
日
記
の
簡
潔
で
む
だ
の
な

い
記
述
に
感
心
し
、
そ
れ
を
真
似
て
み
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
日
々
の
出
来
事
を
箇
条
書
き
に

し
、
感
想
は
数
語
で
記
す
な
ど
し
て
み
る
と
、

ほ
と
ん
ど
手
間
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
以
来
二
十

数
年
、
毎
日
欠
か
さ
ず
に
日
常
を
記
録
し
続
け

て
お
り
、
最
近
と
み
に
衰
え
て
き
た
記
憶
を
蘇

ら
す
よ
す
が
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
本

書
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
思
わ
ぬ
副
産
物

と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

時
点
か
ら
新
し
い
研
究
資
料
に
目
を
つ
ぶ
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
次
第
で
、
本
書
に
は

い
く
ぶ
ん
古
び
た
漱
石
と
熊
楠
の
イ
メ
ー
ジ
が

感
じ
と
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

研
究
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
な
い
、
い
わ

ば
素す

の
漱
石
と
熊
楠
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
本
人
た

ち
が
残
し
た
手
紙
や
日
記
か
ら
つ
か
む
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
相
手
の
あ
る
手
紙
よ
り
、
誰
は

ば
か
る
こ
と
な
く
書
い
て
あ
る
日
記
の
ほ
う

が
、
よ
り
等
身
大
の
漱
石
と
熊
楠
を
う
つ
し
だ

し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

漱
石
の
日
記
は
、
身
辺
雑
記
、
友
人
・
知
己
・ 

  

町
田
ゆ
か
り
の
作
家
、
三
田
村
信
行
さ
ん
が
四
月
に
上

梓
し
た
『
漱
石
と
熊
楠
』。 

日
本
近
代
の
巨
人
た
ち
の
生
涯
を
日
記
や
手
紙
か
ら
、

あ
た
か
も
そ
こ
に
二
人
が
い
る
か
の
よ
う
な
、
人
間
の

匂
い
の
感
じ
ら
れ
る
存
在
と
し
て
描
き
出
し
た
本
作

を
、
著
者
ご
自
身
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。 

本稿は新刊刊行を記念し、著者の三田村信行さんより、特別にご寄稿いただきました。 

（撮影／タカオカ邦彦） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

新刊紹介スペシャルバージョン・著者が語る 

がが 

三田村 信行 

1939 年東京都生まれ。

早稲田大学在学中に早

大童話会に入会、創作

を始める。ミステリー

やファンタジー、歴史

小説、時代小説、ノンフ

ィクションなど幅広い

分野の児童文学を手が

けている。巖谷小波文

芸賞（2009）、『風の陰陽

師』で日本児童文学者

協会賞（2010）受賞。78

年より町田市在住。 

三田村信行『漱石と熊楠 同時代を生きた二人の巨人』 

発行／鳥影社 

2019年 4月 

思
わ
ぬ
副
産
物 

三
田
村 
信
行 



8 

 

つ
か
の
閘
門
を
設
け
、
水
を
貯
め
て
通
船
を
可
能
に
す

る
仕
組
み
で
、
こ
れ
は
明
治
ま
で
機
能
し
て
い
た
と
言

い
ま
す
。 

 

実
は
こ
の
事
業
を
推
進
し
た
人
は
高
田
茂
右
衛
門

も

え

も

ん

と
言
い
、
彼
は
報
償
の
代
わ
り
に
通
船
の
権
利
と
西
神

田
の
屋
敷
を
幕
府
か
ら
賜
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
通
船
堀
開
設
の
一
〇
〇
年
後
、
高
田
家
に
養
子
に

入
り
、
こ
こ
の
経
営
に
あ
た
っ
た
の
が
町
田
か
ら
出
た

幕
末
の
三
大
国
学
者
の
一
人
、
小
山
田
与
清
で
し
た
。 

 

こ
の
ほ
ど
天
皇
に
な
ら
れ
た
徳
仁
様
が
水
の
研
究

を
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
た
び
た
び
報
道
さ
れ
て
き
た

の
で
記
憶
さ
れ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
天
皇
の
御
著
書
の
一
つ
に
『
水
運
史
か
ら

世
界
の
水
へ
』
と
題
す
る
論
考
が
あ
り
、
そ
の
中
で
埼

玉
県
さ
い
た
ま
市
の
「
見
沼
通

み

ぬ

ま
つ

う

船せ
ん

堀ぼ
り

」
に
つ
い
て
詳
し

く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

見
沼
通
船
堀
と
い
う
の
は
、
徳
川
吉
宗
の
時
代
に
干

拓
用
に
造
成
さ
れ
た
運
河
の
名
称
で
、
用
水
路
を
利
根

川
と
結
ぶ
こ
と
で
新
田
を
開
拓
す
る
と
と
も
に
、
江
戸

と
見
沼
地
域
と
の
間
で
物
資
の
流
通
に
多
大
な
利
便

を
も
た
ら
し
た
運
河
で
し
た
。
運
河
は
用
水
路
と
利
根

川
の
水
位
差
を
パ
ナ
マ
運
河
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
幾 

 
 

 

 

与
清
は
武
蔵
国
多
摩
郡
小
山
田
村
（
現
在
の
町
田
市

上
小
山
田
町
）
の
田
中
忠
右
衛
門
本
孝
の
次
男
と
し
て

天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
少
時

か
ら
旺
盛
な
向
学
心
を
も
ち
、
一
九
歳
の
時
江
戸
に
出

て
国
学
者
村
田
春
海

は

る

み

に
入
門
。
早
く
か
ら
群
書
探
究
と

字
義
の
考
証
に
生
涯
を
か
け
て
取
り
組
み
、
多
く
の
書

を
残
し
ま
し
た
。
二
二
歳
で
父
の
死
を
契
機
に
、
冒
頭

述
べ
た
幕
府
通
船
方
の
豪
商
高
田
家
に
、
養
子
と
し
て

迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な 

 
 

 
 

 

小山田与清肖像  
（『小山田与清』紀淑雄  

裳華房 1897年刊より） 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

る
の
で
す
。 

高
田
家
を
継
い
だ
与
清
は
、
通
船
事
業
経
営
と
と
も 

に
倭
学
に
精
励
し
傍
ら
万
巻
の
書
を
集
め
、
こ
れ
を
好

学
の
士
に
供
す
る
た
め
庭
に
蔵
書
倉
を
建
て
る
こ
と

を
思
い
立
ち
ま
す
。
そ
し
て
誕
生
し
た
の
が
「
擁
書
楼

よ
う
し
ょ
ろ
う

」

と
い
う
図
書
館
で
し
た
。
日
本
に
は
奈
良
時
代
か
ら
唐

来
の
仏
典
を
収
め
た
「
芸
亭

う
ん
て
い

」
と
い
う
書
房
が
知
ら
れ
、

こ
れ
を
わ
が
国
の
図
書
館
の
嚆
矢

こ

う

し

と
す
る
説
も
あ
り

ま
す
が
、
芸
亭
の
方
は
仏
僧
に
開
か
れ
た
も
の
で
、
広

く
民
間
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
わ
が
国
最
初
の
図

書
館
は
、
小
山
田
与
清
が
開
設
し
た
こ
の
擁
書
楼
だ
っ

た
と
言
え
ま
す
。 

 

そ
し
て
こ
の
擁
書
楼
に
は
与
清
の
思
惑
通
り
、
当
時

の
さ
ま
ざ
ま
な
著
名
人
が
集
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
文

人
で
は
大
田
南
畝

な

ん

ぽ

、
山
東

さ
ん
と
う

京
伝

き
ょ
う
で
ん

・
京
山

き
ょ
う
ざ
ん

兄
弟
、
狂
歌

師
で
は
北
川
真
顔

ま

が

お

、
絵
師
で
は
鍬
形
蕙
齋

く
わ
が
た
け
い
さ
い

、
谷
文
晁

た
に
ぶ
ん
ち
ょ
う

、

土
佐
派
の
絵
師
高
橋
千
春
、
ま
た
国
学
者
で
は
与
清
と

並
び
幕
末
の
三
大
国
学
者
と
呼
ば
れ
た
平
田
篤あ

つ

胤た
ね

、
伴ば

ん

信の
ぶ

友と
も

を
は
じ
め
、
屋
代
弘
賢

や
し
ろ
ひ
ろ
か
た

、
清
水
濱
臣

は
ま
お
み

、
岸
本
由
豆
流

ゆ

ず

る

や
後
世
考
証
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
山
崎
美
成

よ
し
し
げ

、
喜

多
村
信の

ぶ

節よ

な
ど
、
み
な
当
代
一
流
の
知
名
人
た
ち
で
す

が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
医
師
や
僧
侶
、
石
工
、
瓦

師
、
煙
管

き

せ

る

屋
と
い
っ
た
職
人
も
い
れ
ば
、
芸
子
ま
で
も

が
や
っ
て
来
る
ま
さ
に
サ
ロ
ン
と
な
っ
た
の
で
す
。 

 
 

 

文
化
と
歴
史 

再
発
見
の
旅
へ 

小
山
田
与
清
研
究
会
へ
の
お
誘
い 

淺
原
雄
吉
（
町
田
市
小
山
田
在
住
） 

 

と
も 

き
よ 

小
山
田
与
清
と
は
ど
ん
な
人
？ 

寄稿 
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実
は
こ
う
し
た
多
く
の
人
を
集
め
た
裏
に
は
与
清

独
自
の
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
与
清

が
字
義
と
群
書
捜
索
と
い
う
課
題
を
専
門
に
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
発
想
し
た
、
図
書
の
画
期
的
な
検
索

方
法
を
考
案
し
た
所
に
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
こ
れ
を

「
い
ろ
は
函
」
と
称
し
、
友
人
の
蔵
書
家
た
ち
に
も
広

く
推
奨
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
て
文
化
末
年
か
ら
天
保
期
に
か
け
て
知
ら

れ
た
擁
書
楼
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
与

清
は
文
政
二
（
一
八
一
九
）
年
、
華
頂
宮
尊
超
法
親
王

か
ち
ょ
う
の
み
や
そ
ん
ち
ょ
う
ほ
っ
し
ん
の
う

の
御
前
を
許
さ
れ
、
聘
に
応
じ
て
徳
川
斉な

り

昭あ
き

の
和
歌
指

導
を
、
ま
た
水
戸
史
館
に
も
招
請
が
あ
り
、
蔵
書
の
ほ

ぼ
す
べ
て
は
斉
昭
の
水
戸
家
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。 

●
執
筆
者
紹
介 

 

淺
原
雄
吉
（
あ
さ
は
ら 

ゆ
う
き
ち
） 

「
五
十
嵐
浜
藻
・
梅
夫
研
究
会
」
の
一
員
と
し
て
町

田
市
民
文
学
館
の
市
民
研
究
員
制
度
に
よ
る
古
俳

書
研
究
（
二
〇
一
二
～
一
七
年
度
）
を
進
め
、
そ
の

成
果
と
し
て
『
翻
刻 

八
重
山
吹
』
『
翻
刻 

草
神

楽
』『
五
十
嵐
祇
室
・
梅
夫
・
浜
藻
来
簡
集
』
を
刊
行
。

二
〇
一
六
年
に
は
研
究
発
表
会
（「
五
十
嵐
梅
夫
・
浜

藻
の
旅
と
俳
諧
」）
も
行
っ
た
。
町
田
市
在
住
。 

与
清
が
著
し
た
著
作
は
三
〇
〇
点
以
上
、
そ
の
う
ち

こ
れ
ま
で
活
字
化
さ
れ
た
も
の
は
僅
か
二
〇
点
、
彼
の

著
作
の
一
割
に
も
満
た
な
い
数
字
な
の
で
す
。
さ
ら

に
、
す
で
に
活
字
化
さ
れ
た
も
の
は
明
治
・
大
正
期
の

も
の
で
、
旧
字
が
多
く
、
文
体
も
古
い
上
、
解
説
な
し

で
は
今
の
私
た
ち
に
は
理
解
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

小
山
田
与
清
に
つ
い
て
は
明
治
の
中
頃
か
ら
検
証

が
始
め
ら
れ
、
ま
ず
伝
記
『
小
山
田
与
清
』
が
紀き

の

淑
雄

と

し

お

に
よ
っ
て
明
治
三
〇
年
に
出
版
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
境

に
与
清
の
著
作
は
今
日
ま
で
二
〇
点
ほ
ど
活
字
化
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
昭
和
以
降
は
国
学
へ
の
関
心

の
薄
れ
も
あ
り
、
与
清
検
証
は
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
近
年
に
な
っ
て
漸
く
、
筑
井
の
安
西
勝
氏
が
出
て

与
清
探
究
に
生
涯
を
か
け
て
取
り
組
ま
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
も
二
〇
〇
四
年
氏
の
没
後
は
研
究
者
不
在
の
ま

ま
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

 

い
ま
私
た
ち
の
周
辺
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
リ
ゼ
イ

シ
ョ
ン
の
第
三
次
の
波
が
押
し
寄
せ
、
古
い
も
の
を
急

速
に
過
去
の
中
に
凍
結
さ
せ
よ
う
と
い
う
時
代
の
流

れ
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
与
清
の
功
績
を
そ
の

ま
ま
化
石
化
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。
果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
。
今
、
こ
う
し
た

問
い
に
答
え
を
出
す
べ
き
時
が
来
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
こ
で
望
ま
れ
る
の
は
、
今
か
ら
で
も
、
与
清
の
す

べ
て
を
探
索
検
証
し
、
現
代
の
私
た
ち
誰
に
で
も
理
解

で
き
る
も
の
と
し
て
残
す
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 

町
田
市
民
文
学
館
の
市
民
研
究
員
制
度
を
活
用
し
、

町
田
郷
土
の
国
学
者
小
山
田
与
清
の
業
績
探
究
を
、
ご

賛
同
い
た
だ
け
る
あ
な
た
と
共
に
進
め
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。 

 

 

 

現
在
不
在
の
与
清
研
究
者 

私
た
ち
市
民
の
手
で
与
清
の
探
究
を 

町田市民文学館市民研究員制度について 

 町田市民文学館では、市民の自主的な文学活動を支援する 

ため、「市民研究員制度」を設けています。 

 この制度は「活動の成果がより多くの市民に還元されること」

を前提とし、一定の条件のもとに申請していただき、制度の目的

にふさわしい研究テーマに対して、文学館として活動場所や資料

提供などのサポートをさせていただく市民協働事業です。 

 これまで「五十嵐浜藻・梅夫研究会」「児童文学研究会」など

がその成果を冊子にまとめています。 

 詳しい制度要項、申請書などについてのお問い合わせは文学館

まで。 
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編
者
：
寺
田 

守 

 

発
行
所
：
黄
蜂
社 

 

 

刊
行
頻
度
：
不
定
期
刊 

 

 

所
蔵
巻
号
：
創
刊
号 

（
一
九
四
六
・
昭
和
二
一
年
四
月
一
〇
日
） 

 
史
や
文
学
史
関
係
の
書
物
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
良
い

ほ
ど
そ
の
名
前
が
登
場
し
ま
す
。
戦
後
派
文
学
を
代
表

す
る
小
説
、
野
間
宏
の
「
暗
い
絵
」
が
、
創
刊
号
か
ら

第
三
号
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
記
念
碑
的
雑
誌
と

し
て
、
い
ま
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

そ
の
「
黄
蜂
」
が
当
館
の
貴
重
雑
誌
に
な
っ
て
い
る

理
由
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
創
刊
号
の
創

作
欄
に
、
野
間
の
「
暗
い
絵
」
よ
り
も
前
に
置
か
れ
た

も
う
一
つ
の
小
説
が
、
町
田
ゆ
か
り
の
作
家
、
桜
田
常

久
の
「
一
人
の
マ
リ
ア
」
な
の
で
す
。 

   

「
黄
蜂
」
の
編
集
人
、
寺
田
守
と
い
う
人
は
、
一
九

一
三
（
大
正
二
）
年
、
現
在
の
愛
知
県
豊
田
市
に
生
ま

れ
、
東
京
帝
国
大
学
国
文
科
を
卒
業
後
、
中
学
校
や
女

学
校
の
国
語
教
師
を
経
て
、
海
軍
兵
学
校
教
授
と
し
て

教
鞭
を
と
っ
た
人
物
で
す
。
い
わ
ゆ
る
文
学
青
年
で
、

事
業
家
で
あ
っ
た
実
兄
の
援
助
で
、
三
六
歳
の
時
に

「
黄
蜂
」
を
創
刊
し
ま
す
。「
発
刊
の
辞
」
に
は
、「
芸

術
と
科
学
と
に
力
点
を
置
き
つ
つ
政
治
・
経
済
・
社
会
・

各
般
の
問
題
を
把
へ
特
に
新
人
の
活
動
舞
台
た
る
こ

と
が
『
黄
蜂
』
の
使
命
で
あ
る
」
と
、
い
く
ぶ
ん
気
負 

 

 

「黄蜂」創刊号 

1946（昭和 21）年 

  

    
 

 

〈
貴
重
雑
誌
を
め
ぐ
る
物
語
〉

 

文
学
館
の
貴
重
書
庫
に
は
、
文
学
史
的
に
重
要
な
雑
誌
や
、
町
田
な
ら
で
は
の
地
域
文
芸

誌
な
ど
、
約
八
六
〇
タ
イ
ト
ル
、
一
万
冊
余
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
頃
、
あ
ま
り
目

に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
そ
れ
ら
の
雑
誌
か
ら
、
主
な
も
の
を
順
次
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

そ
の
三 

「
黄
蜂
」
は
、
第
二
次
大
戦
終
結
の
翌
年
一
九
四

六
年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
、
五
号
ま
で
刊
行
さ
れ

た
総
合
雑
誌
で
す
。 

 

敗
戦
に
よ
り
出
版
統
制
が
一
挙
に
解
か
れ
、
お
び

た
だ
し
い
雑
誌
が
生
ま
れ
て
は
消
え
て
い
っ
た
こ
の

時
期
、「
黄
蜂
」
も
ま
た
と
う
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま

っ
て
当
然
の
雑
誌
で
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
思
想 

っ
た
抱
負
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
黄
蜂
」
創
刊
に
は
、
当
時
東
京
帝
大
系
の
若
い
研

究
者
や
文
化
人
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
さ
れ
た
青
年

文
化
会
議
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
通
説

で
す
。
憲
法
学
者
の
中
村
哲

あ
き
ら

、
政
治
思
想
史
の
丸
山
真

男
、
経
済
学
の
内
田
義
彦
、
映
画
評
論
家
の
瓜
生

う

り

う

忠
夫
、

作
家
の
杉
浦
明
平
、
野
間
宏
な
ど
、
の
ち
に
戦
後
の
論

壇
や
文
壇
で
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
、
当
時
二
〇
代

か
ら
三
〇
代
の
知
識
人
た
ち
が
、
専
門
領
域
を
超
え
た

共
同
研
究
と
大
衆
啓
蒙
を
目
的
と
し
て
、
一
九
四
六

（
昭
和
二
一
）
年
二
月
に
設
立
し
た
組
織
で
す
。
「
黄

蜂
」
に
は
、
そ
の
青
年
文
化
会
議
の
メ
ン
バ
ー
が
多
数

執
筆
し
て
い
て
、
創
刊
号
に
「
暗
い
絵
」
の
掲
載
を
推

薦
し
た
の
も
中
村
哲
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
第
四
号
か
ら
二
年
余
り
間
を
置
い
て
第
五

号
が
出
さ
れ
た
翌
年
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
、

寺
田
守
は
三
八
歳
の
若
さ
で
病
没
し
て
し
ま
い
ま
す
。

第
五
号
の
社
告
に
は
、
今
後
季
刊
と
し
て
再
出
発
す
る

旨
の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
以
後
「
黄
蜂
」
が
発
行
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

「
黄 き 
蜂 ば

ち

」 
 
 

 

総
合
雑
誌

誌 

 
 

 

「
黄
蜂
」
と
い
う
雑
誌 

 

 
 
 

桜
田
常
久
と
「
黄
蜂
」 

 
 

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
ど
う
い
う
経
緯
で
桜
田
の

「
一
人
の
マ
リ
ア
」
が
、「
黄
蜂
」
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
作
品
の
清
書
原
稿

は
、
当
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
桜
田
の
遺
品
の
中
に
現

存
し
ま
す
が
、
掲
載
の
経
緯
に
関
わ
る
手
が
か
り
は
、 
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反
発
し
て
い
た
前
世
代
の
人
間
に
属
す
る
。
そ
ん
な
桜

田
の
作
品
が
、「
暗
い
絵
」
の
よ
う
に
青
年
文
化
会
議
と

の
関
係
で
「
黄
蜂
」
に
掲
載
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
に

は
無
理
が
あ
り
ま
す
。 

 

で
は
、
誰
が
桜
田
に
執
筆
を
依
頼
し
た
の
か
。
確
証

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
編
集
責
任
者
で
あ
る
寺
田
守
自
身

と
考
え
る
の
が
自
然
で
し
ょ
う
。
寺
田
の
略
歴
（「
愛
知

学
院
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
四
七
巻
四
号
）
に
よ
れ
ば
、

一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
四
月
、
江
田
島
海
軍
兵
学

校
教
授
に
就
任
し
て
い
ま
す
。
桜
田
は
そ
の
前
年
に
海

軍
報
道
班
員
と
し
て
徴
用
さ
れ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
ボ
ル

ネ
オ
方
面
を
め
ぐ
り
、
そ
れ
ら
の
経
験
を
も
と
に
『
艦

上
日
誌
』
を
刊
行
す
る
な
ど
、
当
時
旺
盛
な
執
筆
活
動

を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。 

 

文
学
青
年
で
あ
っ
た
寺
田
が
、
そ
う
し
た
華
々
し
い

桜
田
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
創
刊
号
の
編
集
後
記
に
、
今
後
の
掲
載
予
定
と

し
て
、
「
桜
田
常
久
氏
の
ミ
レ
島
か
ら
の
復
員
者
を
素

材
と
し
た
雄
篇
」
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
桜
田
と
寺
田
の
間
に
一
定
の
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
次
号
以
降
の
目
次
に
、

桜
田
常
久
の
名
前
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

「
一
人
の
マ
リ
ア
」
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
磔
刑

の
一
部
始
終
を
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
と
イ
エ
ス
の
濃

密
な
恋
愛
感
情
を
思
わ
せ
る
描
写
と
と
も
に
描
い
た
、

桜
田
に
し
て
は
珍
し
い
作
品
で
す
。
し
か
し
、
野
間
宏 

   

桜田常久（1897～1980） 

『平賀源内』で芥川賞

受賞（1940）。約 50年

間町田に暮らした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小
山
田
村
に
生
ま
れ
る 

 

い
ま
の
と
こ
ろ
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 
桜
田
常
久
は
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
生
ま

れ
。
金
沢
の
第
四
高
等
学
校
を
経
て
、
東
京
帝
大
独

文
科
に
入
学
。
卒
業
後
は
、
日
本
大
学
な
ど
で
ド
イ

ツ
文
学
と
演
劇
学
を
講
じ
、
ド
イ
ツ
戯
曲
の
翻
訳
な

ど
に
力
を
注
ぎ
ま
す
。
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
一

〇
月
、
町
田
町
本
町
田
に
五
反
五
畝
の
農
地
を
購
入

し
、
鎌
倉
か
ら
転
居
。
書
斎
を
「
萬
木
草
堂
」
と
名

付
け
て
、
同
人
誌
「
作
家
精
神
」
な
ど
に
作
品
を
発

表
し
な
が
ら
、
半
農
生
活
に
入
り
ま
す
。 

 

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
九
月
、
同
人
誌
に
発

表
し
た
「
薤
露

か

い

ろ

の
章
」
が
第
一
一
回
芥
川
賞
候
補
に
、

翌
年
一
月
に
は
同
じ
く
「
平
賀
源
内
」
で
第
一
二
回

芥
川
賞
を
受
賞
し
ま
す
。
さ
ら
に
同
年
一
二
月
に
は

「
従
軍
タ
イ
ピ
ス
ト
」
で
、
第
一
回
野
間
文
芸
奨
励

賞
を
受
賞
。
そ
の
後
も
、
数
多
く
の
作
品
を
世
に
問

い
、
当
時
原
稿
料
が
一
枚
一
五
円
の
作
家
は
、
菊
池

寛
と
桜
田
だ
け
だ
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。 

 

「
黄
蜂
」
の
創
刊
時
、
桜
田
は
四
九
歳
。
帝
大
出

身
と
は
い
え
、
先
の
青
年
文
化
会
議
の
少
壮
文
化
人

グ
ル
ー
プ
と
は
世
代
が
違
い
ま
す
。
む
し
ろ
彼
ら
が 

 
 

 
 

  

の
「
暗
い
絵
」
が
「
近
代
文
学
」
の
平
野
謙
や
本
多
秋

五
な
ど
に
高
く
評
価
さ
れ
、
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
の
に

反
し
て
、
桜
田
の
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
無
視
に
近
い
扱
い

を
受
け
ま
す
。 

 

戦
後
桜
田
は
、
細
々
と
執
筆
を
続
け
な
が
ら
日
本
農

民
組
合
に
加
入
し
、
町
田
町
農
地
委
員
会
の
会
長
を
務

め
る
な
ど
、
地
域
の
農
民
運
動
の
指
導
者
と
し
て
尽
力

し
ま
す
。
晩
年
に
は
『
安
藤
昌
益
』（
東
邦
出
版
一
九
六

九
年
）
や
『
画
狂
人
北
斎
』（
同
七
一
年
）、『
山
上
憶
良
』

（
同
七
四
年
）
な
ど
、
歴
史
上
の
人
物
に
取
材
し
た
作

品
を
発
表
し
ま
す
が
、
一
九
八
〇
（
昭
和
五
五
）
年
三

月
、
町
田
市
中
町
の
あ
け
ぼ
の
病
院
で
、
〝
失
意
の
半

生
〟
と
自
嘲
し
た
八
三
年
の
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。 

 

生
前
、
桜
田
と
深
い
親
交
の
あ
っ
た
、
町
田
ジ
ャ
ー

ナ
ル
社
の
故
・
堀
江
泰
紹
氏
は
回
想
で
、「
桜
田
先
生
は

農
民
小
説
も
試
み
ら
れ
た
け
れ
ど
も
文
壇
へ
の
カ
ム

バ
ッ
ク
は
不
成
功
に
終
り
、
専
ら
町
田
町
農
地
委
員
長

と
し
て
農
地
改
革
に
全
精
力
を
傾
倒
す
る
の
で
あ
る
」

「
桜
田
先
生
に
と
っ
て
、
〝
芥
川
賞
〟
は
少
々
ど
こ
ろ

か
、
大
変
な
重
荷
で
は
な
か
っ
た
か
」「
小
説
家
が
小
説

を
書
く
場
を
も
た
ぬ
こ
と
ほ
ど
や
り
き
れ
な
い
も
の

は
な
い
。
私
は
、
桜
田
先
生
に
そ
の
苦
し
み
を
赤
裸
に

見
て
き
た
」（「
櫻
田
常
久
研
究
」
№
１
一
九
八
〇
年
）

と
記
し
て
い
ま
す
。 

 

「
一
人
の
マ
リ
ア
」
は
、
芥
川
賞
作
家
・
桜
田
常
久

が
、
戦
後
の
文
壇
に
然
る
べ
き
地
位
を
獲
得
す
べ
く
放

っ
た
、
渾
身
の
一
作
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

（
当
館
元
館
長 

守
谷
信
二
） 

(

注
：
引
用
の
旧
字
は
読
み
や
す
い
よ
う
新
字
に
変
え
て
い
ま
す) 

  

 
 「

一
人
の
マ
リ
ア
」
と
い
う
小
説 
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ことばらんど お宝紹介 
 

 2019年度お宝紹介展示（サロン）今後の予定 
（原稿・原画保護など諸般の事情により変更される場合もあります） 

 

●おぼ まこと マジカル★ツアー展（7/9~9/29） 

●中垣ゆたか『ハロウィン ゴーゴー!』 

絵本原画ミニ展示（10/1~10/27） 

●西村宗「サラリ君」展（10/29~12/28） 

●作家の手紙展（2020/1/5~3/15） 

●わたなべゆういち絵本原画展（3/17~） 
 

おぼ まこと  マジカル★ツアー 展 
★パートⅠ：モンスターがやってきた！ 

2019年 7月 9日（火）⇒ 8月 18日（日） 

★パートⅡ：世界童話旅行 

2019年 8月 20日（火）⇒ 9月 29日（日） 
 

 

 

 

心優しいモンスターや個性的な動物たちが登場する物語や、グリム童話、イソップ童

話などみんながよく知っている童話の原画、小川未明、宮沢賢治など日本の童話作

家の作品を紹介します。絵本作家・おぼまことさんの描く不思議な生き物やかわいい

動物たちと一緒に、ちょっとヘンテコでかなり可愛い〈おぼワールド〉を旅しましょう！ 
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