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童話が生まれた場所「未明の部屋」について

　

一
、
未
明
の
部
屋
の
公
開

　

平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
十
月
、
当
館
の
一
室
を
改
装
し
、
未
明
の
部
屋
が
一

般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
未
明
が
晩
年
を
過
ご
し
た
東
京
都
杉
並
区
高
円
寺
の
家

の
書
斎
を
再
現
し
た
も
の
で
す
。

　

平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）、
高
円
寺
の
家
は
老
朽
化
を
理
由
に
取
り
壊
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
際
、
遺
族
の
方
々
に
よ
り
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
生
前
の
品
々
は
、
当

館
に
寄
託
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
貴
重
な
品
々
を
多
く
の
人
々
か
ら
ご
覧
い
た
だ
く

た
め
、
ま
た
、
文
学
館
開
館
十
周
年
記
念
の
一
環
と
し
て
、
文
学
館
内
に
新
た
に
再
現

を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

未
明
童
話
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
の
部
屋
は
、
床
の
間
も
備
え
た
八
畳
一
間
の
一
室
で

あ
り
、
壺
な
ど
を
置
く
た
め
の
飾
り
棚
を
設
け
た
出
窓
を
配
し
、
周
囲
の
造
付
書
棚
に

は
多
数
の
書
籍
が
所
狭
し
と
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
部
屋
の
中
央
に
は
テ
ー
ブ

ル
、
脇
息
、
座
布
団
、
火
鉢
が
置
か
れ
、
窓
際
に
は
文
机
と
電
気
ス
タ
ン
ド
を
配
置
、

出
窓
に
は
ラ
ジ
オ
、
床
の
間
に
は
未
明
直
筆
の
書
を
飾
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
展
示
品
は

い
ず
れ
も
未
明
が
生
前
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
一
旦
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た

書
斎
が
文
学
館
の
中
に
新
た
に
甦
り
ま
し
た
。

　

再
現
に
当
た
っ
て
は
、
当
時
の
写
真
や
遺
族
の
方
々
か
ら
の
聞
き
取
り
等
を
参
考
に
、

塗
装
や
加
工
に
よ
っ
て
生
前
の
書
斎
の
雰
囲
気
や
佇
ま
い
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
処
理

し
て
い
ま
す
。
柱
や
襖
の
色
、
壁
紙
の
質
感
、
欄
間
の
建
材
を
細
く
加
工
す
る
な
ど
、

細
か
い
点
も
忠
実
に
再
現
し
て
い
ま
す
。
出
窓
に
設
置
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
戸
は
唯
一
残
っ

た
高
円
寺
の
家
の
建
具
で
あ
り
、
昭
和
期
の
建
物
の
雰
囲
気
を
よ
り
一
層
際
立
た
せ
て

お
り
ま
す
。

　

こ
の
他
、
未
明
の
部
屋
の
展
示
場
で
は
三
台
の
展
示
ケ
ー
ス
を
新
た
に
配
置
し
、
未

明
の
自
筆
原
稿
や
昭
和
期
に
発
表
さ
れ
た
童
話
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
の
一

台
に
は
万
年
筆
や
鉛
筆
、
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
、
ハ
ン
チ
ン
グ
帽
、
眼
鏡
、
懐
中
時

童
話
が
生
ま
れ
た
場
所
「
未
明
の
部
屋
」
に
つ
い
て

渡

辺

真

守

再現した未明の部屋
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計
な
ど
の
愛
用
の
品
々
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
未
明
の
部
屋
と
合
わ
せ
て
観
覧
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
り
、
未
明
の
執
筆
当
時
の
状
況
や
雰
囲
気
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

二
、
晩
年
の
未
明

　　

未
明
は
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）、
四
十
八
歳
の
時
高
円
寺
に
移
り
住
み
ま
す
。
そ

れ
ま
で
は
神
楽
坂
や
雑
司
ヶ
谷
な
ど
、
に
ぎ
や
か
な
下
町
で
借
家
暮
ら
し
を
し
て
き
ま

し
た
が
、
よ
う
や
く
自
分
の
家
を
持
ち
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
二
十
年
あ
ま
り
の
ち
、
二
度
の
空
襲
に
も
焼
け
残
っ
た
家
で
穏
や
か
に
暮

ら
し
て
い
た
未
明
で
し
た
が
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
七
十
歳
の
時
、
隣
人
が

子
ど
も
た
ち
に
童
謡
を
教
え
る
よ
う
に
な
り
、
ピ
ア
ノ
の
音
と
大
き
な
歌
声
が
、
す
ぐ

そ
ば
の
書
斎
で
原
稿
を
書
く
未
明
を
悩
ま
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
と
う
と
う
引
っ
越
し

を
決
意
。
今
回
再
現
し
た
「
晩
年
の
家
」
に
移
っ
た
の
で
し
た
。

　

自
然
や
路
傍
の
石
こ
ろ
に
も
、
魂
や
精
神
性
を
感
じ
る
未
明
の
居
宅
ら
し
く
、
広
い
縁

側
に
面
し
た
庭
に
は
、
石
の
灯
篭
、
水
鉢
、
岩
や
自
然
石
を
配
し
、
中
央
に
は
小
さ
な

池
が
二
つ
。
豊
か
な
緑
の
繁
る
、
落
ち
着
い
た
佇
ま
い
が
、
来
客
者
の
目
を
愉
し
ま
せ

文机とスタンド

ガラス戸、飾り棚、ラジオ
ガラス戸は高円寺の家の唯一残った建具

座布団と脇息
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童話が生まれた場所「未明の部屋」について

る
、
そ
ん
な
家
で
し
た
。

　

書
斎
で
は
北
向
き
の
窓
辺
に
趣
味
の
骨
董
を
、
縁
側
に
は
盆
栽
や
蘭
の
鉢
を
置
い
て
、

七
十
九
歳
で
こ
の
部
屋
で
息
を
引
き
取
る
ま
で
執
筆
活
動
を
続
け
ま
し
た
。

　

書
斎
で
の
仕
事
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
午
前
中
は
こ
の
書
斎
で
執
筆
し
て
、
午
後
に
な

る
と
編
集
者
や
若
い
作
家
、
友
人
が
訪
ね
て
来
て
接
客
を
し
た
り
、
近
隣
の
蕎
麦
屋
や

ラ
ー
メ
ン
屋
、
時
に
は
新
宿
の
店
ま
で
飲
み
に
行
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
特
に
同
郷
の
作
家
・
小
田
嶽
夫
と
は
親
し
く
、
近
く
の
中
華
料
理
店
で
、
チ
ャ
ー

シ
ュ
ー
と
ビ
ー
ル
で
晩
酌
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　

趣
味
だ
っ
た
マ
ッ
チ
箱
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
も
、
高
円
寺
駅
、
中
野
駅
な
ど
近
所
の

店
は
も
ち
ろ
ん
新
宿
、
銀
座
の
喫
茶
店
の
も
の
も
多
く
あ
っ
た
こ
と
か
ら
い
ろ
い
ろ
な

店
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

散
歩
好
き
の
未
明
で
し

た
が
、
晩
年
の
家
で
あ
る

こ
の
住
ま
い
に
移
っ
て
か

ら
は
散
歩
に
出
る
こ
と
を

億
劫
に
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。「
長
い
間
机
の

前
に
坐
っ
て
仕
事
を
し
て

い
た
か
ら
、
運
動
不
足
で

し
ぜ
ん
に
足
が
弱
く
な
っ

た
の
だ
ろ
う
」
と
、
未
明

は
時
折
思
い
立
っ
た
よ
う

に
、
杖
を
つ
き
な
が
ら
庭

を
歩
き
、
足
を
鍛
え
よ
う

と
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

三
、
未
明
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　　

そ
の
よ
う
な
未
明
の
も
と
に
一
人
の
来
訪
者
が
現
れ
ま
す
。
中
郷
村
（
現
上
越
市
中

郷
区
）
の
村
長
松
井
泉
吉
氏
で
す
。
児
童
の
た
め
に
さ
さ
げ
る
未
明
の
情
熱
を
村
内
の

青
少
年
教
育
振
興
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
よ
う
と
、
未
明
の
詩
碑
を
建
て
た
い
旨
を
伝
え
に

来
た
の
で
し
た
。
未
明
は
断
り
ま
し
た
が
、
松
井
村
長
は
何
度
も
訪
れ
て
説
得
を
続
け
、

つ
い
に
詩
碑
建
設
の
約
束
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
夏
、
詩
碑
が
建
設
さ
れ
、
十
一
月
二
十
三
日
に
こ
の

詩
碑
の
除
幕
式
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
未
明
は
現
地
に
向
か
お
う
と

し
ま
し
た
が
、
足
腰
が
弱
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
断
念
。
松
井
氏
の
懇
請
に
応
じ
て
、

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
あ
い
さ
つ
の
言
葉
を
吹
き
込
み
、
除
幕
式
で
流
す
こ
と
と
し
ま

し
た
。
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　

今
度
松
井
村
長
さ
ん
お
よ
び
、皆
様
の
お
力
に
よ
り
ま
し
て
、私
の
詩
碑
が
夕
日
ヶ

丘
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
た
い
へ
ん
に
こ
れ
を
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
今
度
、
除
幕
式
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
何
分
、
私
は
歳
を
と
っ
て
ま
し
て
、
寒
い

越
後
に
帰
る
こ
と
が
骨
が
折
れ
ま
す
の
で
、
帰
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
非

常
に
私
は
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
子
ど
も
の
時
分
、
故
郷
か
ら
東
京
へ
来
る
間
、
光
が
原
の
裏
の
園
を
通
っ
て
、

行
き
来
し
ま
し
て
、
あ
の
秀
麗
な
妙
高
山
を
眺
め
、
ま
た
故
郷
の
春
日
山
に
帰
っ
て
、

日
本
海
を
眺
め
、
幾
日
か
を
過
ご
し
た
記
憶
が
頭
に
あ
り
あ
り
と
残
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
子
ど
も
の
時
分
か
ら
妙
高
山
が
非
常
に
好
き
で
あ
り
ま
し
て
、
あ
の
実
に
美

し
い
姿
の
秀
麗
な
、
朝
晩
私
の
眺
め
る
た
び
に
崇
高
な
感
じ
を
つ
か
っ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

そ
し
て
ま
た
私
は
故
郷
の
春
日
山
に
帰
り
ま
し
て
、
あ
の
松
風
の
恐
ろ
し
い
渺
茫

た
る
日
本
海
の
姿
を
眺
め
て
、
空
想
に
耽
り
、
昔
の
謙
信
の
姿
に
憧
憬
し
た
も
の
で

す
。
謙
信
は
、
あ
な
た
が
た
ご
存
知
の
と
お
り
、
実
に
立
派
な
日
本
精
神
の
持
ち
主
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で
あ
り
ま
し
て
、
戦
争
を
す
る
敵
に
塩
を
送
っ
た
と
い
う
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
私
は
日
本
海
を
眺
め
て
私
の『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』と
い
う
作
品
を
作
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
ど
う
ぞ
日
本
の
子
ど
も
と
し
て
、
こ
の
次
の
日
本
を
担
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
方
た
ち
で
す
。
ど
う
か
日
本
精
神
と
い
う
も
の
を
忘
れ
ず
、
日
本
の

子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
誇
り
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
し
っ
か
り
勉
強
を
や
っ
て
く
だ

さ
い
。

　　

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
十
九
歳
で
上
京
し
、
半
世
紀
以
上
に
も
わ
た
っ
て
東
京
で
生
活

を
し
て
き
た
未
明
の
遠
き
故
郷
を
懐
か
し
む
心
と
、
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
へ
の

励
ま
し
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
録
音
テ
ー
プ
は
現
在
当
館
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
肉
声
は
展
示
場

で
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
未
明
の
書
斎
で
録
音
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
肉
声
を
聞
き
な
が
ら
未
明
の
部
屋
を
ご
覧
い
た
だ

く
と
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て
執
筆
を
し
て
い
た
の
か
、
未
明
作
品
を
な
お
一
層

身
近
な
も
の
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　　

四
、
展
望

　　

未
明
の
部
屋
で
は
、
定
期
的
に
展
示
品
の
入
れ
替
え
を
行
い
、
未
明
の
愛
用
品
や
高

円
寺
時
代
に
書
き
残
し
た
童
話
作
品
な
ど
を
紹
介
し
て
い
く
予
定
で
す
。
ま
た
、
未
明

童
話
読
書
コ
ー
ナ
ー
も
臨
時
的
に
設
け
、
未
明
の
部
屋
を
傍
ら
に
感
じ
な
が
ら
、
童
話

作
品
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
も
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
未
明
の
部

屋
で
の
童
話
読
み
聞
か
せ
を
実
施
す
る
企
画
も
現
在
検
討
中
で
す
。

　

開
館
十
周
年
を
迎
え
、
小
川
未
明
文
学
館
の
魅
力
を
ま
す
ま
す
向
上
さ
せ
る
べ
く
、

こ
の
未
明
の
部
屋
を
文
学
館
の
新
し
い
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
今
後
も
広
く
一
般
の
方
々

に
公
開
し
て
い
く
と
と
も
に
、
来
場
者
の
皆
様
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
企
画
に
取
り

組
ん
で
い
く
予
定
で
お
り
ま
す
。
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