
 

 

 
 
 

財
団
法
人
大
阪
国
際
児
童
文
学
館 

理
事
長 

松
居 

直 

大
阪
府
立
国
際
児
童
文
学
館
は 

ま
さ
に
日
本
の
至
宝
と
い
う
に
ふ
さ 

わ
し
い
存
在
で
す
。
こ
の
館
の
設
立 

と
運
営
に
つ
く
さ
れ
た
大
阪
府
の
貢 

献
に
対
し
て
、
心
か
ら
敬
意
を
表
す 

る
と
と
も
に
、
深
く
感
謝
す
る
次
第 

で
す
。 

 

今
般
、
計
ら
ず
も
中
川
正
文
前
理
事
長
の
志
し
を
引
き
つ
ぎ
、

そ
の
運
営
の
重
責
を
担
う
こ
と
と
な
り
、
光
栄
に
感
ず
る
と
と
も

に
責
任
の
重
大
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。 

 

大
阪
が
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
の
前
半
に
か
け
、
わ
が

国
の
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
の
変
革
と
近
代
化
に
果
た
し
た
先

見
性
は
み
ご
と
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
大
阪

府
立
国
際
児
童
文
学
館
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
館
が
日
本
の
児
童
文

学
、
児
童
出
版
文
化
、
児
童
出
版
美
術
に
関
す
る
貴
重
な
資
料

の
収
集
と
保
存
、
調
査
と
研
究
に
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
は
計

り
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
過
去
と
現
在
を
踏
ま
え
て
未
来
を
洞

察
す
る
歴
史
的
価
値
を
も
っ
た
、
国
宝
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
資

料
が
揃
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
成
果
の
上
に
た
っ
て
、
更
な
る
資
料
の
発
掘
と
収
集
に
務
め

る
と
と
も
に
、
そ
の
完
璧
な
整
理
と
保
存
、
分
析
と
研
究
の
機
能

の
一
層
の
充
実
を
目
指
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
ま
た
子
ど

も
た
ち
や
利
用
者
へ
の
よ
り
積
極
的
な
働
き
か
け
を
通
し
て
、
子

ど
も
が
生
き
る
未
来
像
の
探
求
に
努
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
の
た
め
に
必
要
な
研
究
組
織
と
施
設
の
強
化
は
必
須
で
す
。

ま
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
機
能
の
整
備
や
国
際
交
流
に
つ
い
て
も
、
国
際

子
ど
も
図
書
館
や
日
本
国
際
児
童
図
書
評
議
会
（JB

B
Y

）
な
ど

と
緊
密
に
連
携
し
、
わ
が
国
の
子
ど
も
文
化
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ

ー
と
し
て
、
国
内
外
に
向
け
て
の
情
報
発
信
の
役
割
を
担
う
べ
き

で
す
。
そ
れ
に
は
国
の
積
極
的
な
理
解
と
支
援
を
求
め
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。 

 

課
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
が
、
館
員
が
一
丸
と
な
っ
て
充
実
し
た

活
動
が
で
き
る
よ
う
に
、
全
員
で
組
織
運
営
に
取
組
み
た
い
と
念

願
し
て
い
ま
す
。 
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財
団
法
人
大
阪
国
際
児
童
文
学
館 

館
長 

向
川 

幹
雄 

昨
年
７
月
か
ら
中
川
正
文
先
生
の
後
任
と
し
て
向
川
が
館
長
に 

就
任
し
ま
し
た
。
今
年
度
か
ら
児
童
文
学
館
は
指
定
管
理
者
制
度 

が
と
り
い
れ
ら
れ
、
新
し
い
出
発
と
な
り
ま
す
。
館
の
発
展
の
た
め 

に
全
力
を
尽
く
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

館
の
歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
ス
タ
ッ
フ
数
が
減
る
な
ど
ず
い
ぶ 

ん
と
変
わ
り
ま
し
た
。
一
方
で
多
く
の
機
関
や
人
の
お
か
げ
で
、
資 

料
は
質
量
と
も
に
充
実
し
、
児
童
文
学
専
門
資
料
館
と
し
て
内
外 

に
誇
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
そ
れ
ら
の
貴
重
な
資
料
を
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
文
学
の
研
究
と
普
及
に
寄
与
し

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

子
ど
も
と
本
を
結
ぶ
事
業
や
国
際
事
業
な
ど
、
館
は
多
く
の
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、

職
員
と
と
も
に
力
を
尽
く
す
所
存
で
す
。
い
っ
そ
う
の
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

国
際
グ
リ
ム
賞
は
、
国
際
的
分
野
で
児
童
文
学
界
に
貢
献
し
た
研
究
者
に
対
し
、
隔
年
で
贈

ら
れ
る
賞
で
す
。
こ
の
事
業
は
、
財
団
法
人
金
欄
会
と
の
共
催
事
業
と
し
て
実
施
し
て
お
り
ま

す
。 第

１
０
回
受
賞
者
は
、
比
較
児
童
文
学
の
優
れ
た
研
究
者
で
あ
り
、
児
童
文
学
史
、
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
、
絵
本
論
な
ど
注
目
す
べ
き
刺
激
的
な
著
作
を
多
数
発
表
さ
れ
て
い
る
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム

大
学
教
授
、
マ
リ
ア
・ニ
コ
ラ
エ
ヴ
ァ
博
士
（
＝
写
真
）
に
決
定
し
ま
し
た
。 

１
１
月
１
３
日
（
日
）
に
当
館
講
堂
で
行
わ
れ
た
記
念
講
演
会 

「
児
童
文
学
に
お
け
る
『
力
』

―
誰
の
た
め
に
？
何
の
た
め
に
？
―
」で
は
、
児
童
文
学
と
は
子
ど
も
を
教
化
す
る
た
め
に
あ
る

の
か
、
子
ど
も
の
楽
し
み
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
っ
た
従
来
の
議
論
を
、
『
長
く
つ
下
の
ピ
ッ
ピ
』

を
は
じ
め
、
数
多
く
の
児
童
文
学
作
品
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
主
体
」
「
声
」
「
力
」
と
い
っ 

た
視
点
か
ら
切
り
込
ん
だ
、
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
と
な
り
ま
し
た
。 

講
演
の
後
に
は
、
日
本
イ
ギ
リ
ス
児
童
文
学
会
研
究
大
会

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ニ
コ
ラ
エ
ヴ
ァ
博
士
と
三
宅
興

子
氏
の
対
話
の
時
間
「
ニ
コ
ラ
エ
ヴ
ァ
博
士
に
聞
く
」
が
も
た
れ

ま
し
た
。
会
場
か
ら
の
質
問
も
汲
み
上
げ
ら
れ
、
ニ
コ
ラ
エ
ヴ
ァ

博
士
の
視
点
や
解
釈
、
講
演
内
容
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
刺
激
的
な
ひ
と
と
き
と
な
り
ま
し
た
。  

 
 

 
 

 
国
際
グ
リ
ム
賞 

マ
リ
ア
・
ニ
コ
ラ
エ
ヴ
ァ
氏
が
授
賞

 


