
「
絵
本
の
里
を
つ
く
ろ
う
！
」
か
ら
の
30
年

け
ん
ぶ
ち
絵
本
の
里
を
創
ろ
う
会
　
会
長
　
下
田
　
秀
樹

剣
淵
町
の「
け
ん
ぶ
ち
絵
本
の
里
を
創
ろ
う
会
」

　

北
海
道
北
部
、名
寄
盆
地
の
南
端
に
位
置
す

る
剣
淵
町（
け
ん
ぶ
ち
ち
ょ
う
）は
、基
幹
産
業

が
農
業
と
い
う
、北
海
道
で
言
え
ば「
ど
こ
に

で
も
あ
り
そ
う
な
町
」で
す
。現
在
、人
口
が
約

3
2
0
0
人
と
い
う
こ
の
小
さ
な
自
治
体
で
、

住
民
組
織
の「
け
ん
ぶ
ち
絵
本
の
里
を
創
ろ
う

会
」が
生
ま
れ
、来
年
６
月
に
結
成
30
年
を
迎
え

ま
す
。結
成
当
初
は
、絵
本
な
ど
ま
っ
た
く
似
合

わ
な
い
、30
代
か
ら
50
代
の
商
店
主
や
農
家
の

お
や
じ
14
名
で
の
ス
タ
ー
ト
。「
何
と
か
し
て
町

を
有
名
に
し
て
、人
を
呼
び
込
み
た
い
」と
い
う

思
い
か
ら
始
ま
っ
た
活
動
で
し
た
。当
時
の
剣
淵

町
は
、道
内
で
も「
け
ん
ぶ
ち
？
北
海
道
に
あ
る

の
？
ど
こ
に
あ
る
の
？
」と
聞
か
れ
る
ほ
ど
無
名

の
町
だ
っ
た
た
め
、青
年
達
は
真
剣
に
考
え
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
町
を
有
名
に
す
る
た
め
に「
絵
本
で
ま
ち

づ
く
り
」に
し
た
の
で
す
か
？
と
よ
く
聞
か
れ
ま

す
。こ
れ
は
、1
9
8
8
年
に
開
催
し
た「
ま
ち

づ
く
り
講
演
会
」が
き
っ
か
け
で
し
た
。町
の
商

工
会
青
年
部
が
講
師
に
招
い
た
銅
版
画
家
の
小

池
暢
子
氏
か
ら
、「
日
本
人
は
金
と
物
を
大
事
に

す
る
が
、人
と
心
、芸
術
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
世

界
で
信
用
さ
れ
な
い
」と
言
わ
れ
、で
は
芸
術
に

つ
い
て
学
ぼ
う
で
は
な
い
か
、と
出
版
社
の
編
集

長
を
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が「
絵
本
」と

の
出
合
い
の
始
ま
り
で
し
た
。そ
の
方
が
剣
淵
に

来
町
さ
れ
た
際
、「
こ
の
町
に
は
南
フ
ラ
ン
ス
の
よ

う
な
美
し
い
田
園
風
景
が
広
が
っ
て
い
る
」と
絶

賛
し
、「
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
絵
本
と
そ
の
原
画

を
集
め
た
美
術
館
が
あ
れ
ば
い
い
の
に
」と
い
う

お
話
を
受
け
、「
絵
本
の
美
術
館
を
つ
く
ろ
う
」と

1
9
8
8
年
６
月
、「
け
ん
ぶ
ち
絵
本
の
里
を
創

ろ
う
会
」は
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

「
け
ん
ぶ
ち
絵
本
の
里
を
創
ろ
う
会
」か
ら

「
絵
本
の
里
け
ん
ぶ
ち
」へ

　

絵
本
を
知
ら
な
い
お
や
じ
た
ち
は
、ま
ず
町
民

と
一
緒
に「
絵
本
文
化
」を
学
ぼ
う
と
、絵
本
原
画

展
を
精
力
的
に
開
催
し
ま
し
た
。町
民
の
方
か
ら

は
、「
絵
本
で
飯
が
食
え
る
か
！
」と
お
叱
り
を
受

け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、1
9
8
9
年
竹

下
登
内
閣
の「
ふ
る
さ
と
創
生
資
金
」1
億
円
交

付
の
時
は
、当
時
の
町
長
の
理
解
を
得
て
、交
付

金
の
半
分
を
使
っ
て
旧
役
場
庁
舎
を
整
備
し
、原

画
収
蔵
室
、展
示
室
な
ど
を
設
け
、1
9
9
1
年

８
月
に「
絵
本
の
館
」を
開
館
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。当
時
は
寄
贈
な
ど
も
含
め
て
絵
本
の
蔵

書
1
3
0
0
0
冊
で
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
が
、そ

の
後
平
成
16
年
６
月
に
、町
の
公
民
館
図
書
室

と
統
合
し
て
新
築

し
、「
剣
淵
町
絵
本

の
館
」と
し
て
開

館
し
ま
し
た
。現

在
、絵
本
の
蔵
書

は
約
４
万
冊
で
、

施
設
全
体
の
蔵
書

７
万
３
千
冊
の
半

分
以
上
を
占
め
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、今
年
度

で
27
回
目
を
数

え
る「
け
ん
ぶ
ち

絵
本
の
里
大
賞
」

は
、そ
の
審
査
方

法
が「
剣
淵
町
絵

本
の
館
に
来
館

し
、応
募
さ
れ
た

絵
本
を
読
ん
だ

特集8
北海道

旧絵本の館現在の剣淵町絵本の館

162018.1



方
々
に
投
票
し
て

も
ら
う
」と
い
う
ユ

ニ
ー
ク
な
も
の
で
す

が
、
創
設
当
時
は
、

審
査
員
を
引
き
受
け

て
く
れ
る
方
が
居
な

か
っ
た
の
も
あ
り
、こ

の
よ
う
な
形
に
な
り

ま
し
た
。こ
の
賞
は
、

1
9
9
7
年
の
第
７

回
か
ら
、剣
淵
町
を
は
じ
め
と
し
た
機
関
･
団

体
が「
け
ん
ぶ
ち
絵
本
の
里
づ
く
り
実
行
委
員

会
」を
組
織
し
て
主
催
し
、現
在
で
は
町
を
挙
げ

て
の
行
事
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
商
工
会

や
農
業
･
福
祉
と
の
連
携
や
協
力
で
、「
絵
本
の

里
け
ん
ぶ
ち
」を
冠
し
た
商
品
や
活
動
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

子
ど
も
も
大
人
も
み
ん
な
で「
絵
本
」

　

け
ん
ぶ
ち
絵
本
の
里
を
創
ろ
う
会
の
結
成
当

初
は
、絵
本
は
お
母
さ
ん
と
子
ど
も
の
た
め
の
も

の
、と
思
う
会
員
も
少
な
か
ら
ず
い
ま
し
た
。だ

か
ら
で
し
ょ
う
か
、い
い
歳
を
し
た
お
や
じ
た
ち

が
絵
本
の
読
み
き
か
せ
を
し
て
い
る
姿
が
、新
し

い
試
み
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。

　

共
働
き
が
多
い
今
の
子
育
て
世
代
は
、男
女

関
係
な
く
絵
本
に
親
し
み
、子
ど
も
に
読
み
き
か

せ
た
り
、絵
本
を
一
緒
に
選
ん
だ
り
す
る
親
子
が

よ
く
見
ら
れ
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、孫
に
読
ん
で
あ

げ
る
絵
本
を
探
す
大
人
も
増
え
て
い
ま
す
。自

分
が
子
ど
も
の

頃
に
読
ん
で
も

ら
っ
た
思
い
出

の
絵
本
、人
気

作
家
さ
ん
の
デ

ビ
ュ
ー
作
な
ど
、

探
し
て
い
る
本

は
人
そ
れ
ぞ
れ

で
す
。

　

私
の
「
お

気
に
入
り
の

１
冊
」は
、第
１
回
け
ん
ぶ
ち
絵
本
の
里
大
賞

を
受
賞
し
た『
お
ば
あ
さ
ん
の
す
ー
ぷ
』（
絵
･

水
野
二
郎
、文
･
林
原
玉
枝
、女
子
パ
ウ
ロ
会
、

1
9
9
0
年
）で
、森
の
お
ば
あ
さ
ん
が
、わ
ず
か

ば
か
り
の
ス
ー
プ
を
森
の
動
物
達
に
少
し
ず
つ
分

け
与
え
る
と
い
う
内
容
で
す
。読
み
進
む
う
ち
に

自
然
と
優
し
い
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
、「
絵
本
と

い
う
も
の
は
、こ
れ
ほ
ど
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
力

を
持
っ
て
い

る
の
だ
」
と

感
動
し
た
作

品
で
し
た
。

　

絵
本
は

短
い
ペ
ー
ジ

の
な
か
に
厳

選
さ
れ
た
文

と
、
作
品
の

世
界
を
鮮
や

か
に
表
現
す

る
絵
が
一
つ

に
な
っ
て
、人

の
心
を
豊
か
に
し
た
り
育
て
た
り
す
る
も
の
な

の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。ま
た
、単
な
る「
お
は
な

し
」で
は
な
く
、１
つ
の
芸
術
作
品
と
し
て
完
成

さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。会
が

結
成
さ
れ
て
か
ら
の
30
年
の
間
で
、「
絵
本
学
会
」

や「
絵
本
専
門
士
」、ま
た
は
絵
本
を
専
門
に
扱

う
施
設
な
ど
、絵
本
に
関
係
す
る
も
の
が
増
え
た

よ
う
に
思
え
ま
す
。そ
れ
だ
け
、全
国
的
に
も「
絵

本
」が
大
切
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

絵
本
の
里
づ
く
り
の
今
後

　

長
年
の
活
動
を
経
て
、今
で
は
全
国
的
に「
絵

本
の
里
け
ん
ぶ
ち
」を
知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。「
剣
淵
町
絵
本
の
館
」の
来
館
者

は
年
間
約
3
2
0
0
0
人
、ま
た
道
の
駅
施
設

で
は
、年
間
50
万
人
以
上
の
方
に
利
用
さ
れ
、30

年
前
の「
剣
淵
を
有
名
に
し
た
い
」と
い
う
目
標

は
達
成
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、全
国
的
な
問
題

で
あ
る
人
口
減
少
は
こ
の
町
で
も
深
刻
で
、現
在

の
3
0
0
0
人
台
を
維
持
し
て
い
け
る
か
が
課

題
で
す
。今
後
も「
絵
本
の
ま
ち
づ
く
り
」を
継
続

し
、「
剣
淵
町
」

の
町
民
と
し
て

元
気
に
過
ご
し

て
い
く
た
め
に
、

次
の
若
い
世
代

を
育
て
な
が

ら
、新
し
い「
お

気
に
入
り
の
絵

本
」を
探
そ
う

と
思
い
ま
す
。

剣淵の絵本の里づくりが映画『じんじん』に

おはなし会のようす

剣淵町絵本の館館内（えほんのへや）

けんぶち絵本の里大賞投票会場のようす
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