
『未明の部屋』
　小川未明文学館開館10周年を記念して、未明が昭和27年（1952）70歳のとき移り
住んだ高円寺の書斎部屋を再現しました。未明が愛用した文机やテーブル、脇息、
座布団などを置き、本棚には未明作品を並べています。小川未明文学館を訪れた際
には、この部屋で未明の執筆の雰囲気をお楽しみください。

高円寺の部屋にて（撮影 富樫啓）
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夜
空
の
蒼
穹
を
想
う

歌
手
・
女
優

加
藤 

登
紀
子

し
た
。

　
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
や
「
金
の
輪
」
な
ど
、
馴
染
み
の
深
い
作
品
で

は
あ
り
ま
し
た
が
、
言
葉
の
息
づ
か
い
や
、
間
の
取
り
方
や
、
語
り
方
の

絶
妙
さ
が
、
声
に
出
し
て
朗
読
す
る
こ
と
で
、
し
ん
し
ん
と
胸
に
届
い
て

く
る
の
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

未
明
と
い
う
名
前
に
は
、
薄
暮
に
対
比
し
た
明
け
や
ら
ぬ
朝
の
薄
明
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
私
に
は
、
や
は
り
夜
空
の

印
象
が
あ
り
ま
す
。

　

私
の
夫
が
最
後
の
闘
病
を
し
て
い
た
頃
、
ち
ょ
う
ど
な
く
な
る
１
ヶ
月

前
の
満
月
の
夜
に
、
夫
の
開
い
た
農
場
の
あ
る
里
山
の
小
さ
な
頂
き
に
、

友
人
と
登
っ
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
も
満
月
が
明
る
く
て
、
い

つ
も
は
足
元
が
真
っ
暗
な
山
道
を
、
月
明
か
り
だ
け
で
登
っ
た
の
で
す
。

　

山
頂
に
は
轟
々
と
風
が
吹
き
、
青
い
光
を
放
っ
た
月
が
真
っ
暗
な
空
に

孤
光
を
放
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
れ
が
も
う
直
ぐ
死
に
向
か
お
う
と
す

る
夫
の
姿
に
見
え
て
、
言
葉
も
な
く
魅
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
夜
の
月
を
、
夫
の
姿
に
重
ね
て
歌
っ
た
の
が
「
青
い
月
の
バ
ラ
ー

ド
」。夫
の
他
界
し
た
翌
年
に
は
こ
の
タ
イ
ト
ル
で
２
人
の
思
い
出
を
綴
っ

た
本
も
出
し
ま
し
た
。

　

な
ん
だ
か
小
川
未
明
さ
ん
の
童
話
の
シ
ー
ン
の
よ
う
で
、
そ
の
夜
の
月

が
異
様
に
明
る
か
っ
た
こ
と
が
、
あ
の
「
金
の
輪
」
と
同
じ
意
味
を
持
つ

よ
う
に
も
思
え
る
の
で
す
。

　

こ
の
農
場
の
あ
る
南
房
総
の
鴨
川
に
１
２
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ

　

私
が
「
小
川
未
明
童
話
選
集
」
の
朗
読
の
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
し
た
の

は
２
０
０
３
年
の
夏
で
し
た
。
私
の
夫
が
他
界
し
て
ち
ょ
う
ど
１
年
。

　

そ
れ
だ
け
に
、
小
川
未
明
の
透
明
な
言
葉
が
私
の
心
に
深
く
響
く
の
で

小川未明文学館
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「
大
山
不
動
尊
」
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
海
か
ら
は
車
で
30
分
も
か

か
る
山
の
上
に
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
お
寺
に
灯
る
蝋
燭
は
、
太
平
洋
を

航
行
す
る
船
に
は
灯
台
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
を
読
む
と
、
私
は
ど
う
し
て
も
こ
の
お
寺
を
思

い
浮
か
べ
ま
す
。

　

小
川
未
明
さ
ん
の
童
話
は
、
私
の
中
で
、
ど
う
し
て
も
夫
と
の
思
い
出

に
繋
が
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

小
さ
な
国
と
大
き
な
国
の
国
境
の
青
年
と
老
人
の
話
を
描
い
た
「
野
薔

薇
」
や
、「
殿
様
の
茶
碗
」
な
ど
も
夫
が
好
き
そ
う
な
お
話
で
、
心
の
中

で
つ
い
彼
と
話
し
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

　

朗
読
の
Ｃ
Ｄ
を
聞
き
直
し
て
み
る
と
、
静
か
な
時
間
を
夫
と
過
ご
し
て

い
る
よ
う
で
、
懐
か
し
さ
や
、
嬉
し
さ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
12
年
経
っ
て
去
年
、「
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
」
の
番
組
で
、
小
川

未
明
さ
ん
の
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
に
選
ん
で
い
た
だ
い
て
、
上
越
市
高
田
を
訪

ね
歩
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
っ
た
１
日
で
し
た
け
れ
ど
、
直
ぐ
そ
こ
に
未
明
さ
ん
を
感
じ
る
こ
と

が
出
来
、
童
話
の
世
界
と
は
ま
た
別
の
、
小
さ
か
っ
た
頃
の
未
明
さ
ん
や
、

新
し
い
こ
と
や
時
代
へ
の
抵
抗
に
挑
ん
だ
青
春
時
代
な
ど
の
、
生
々
し
い

息
づ
か
い
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　

童
話
の
中
の
自
由
な
キ
ラ
キ
ラ
と
し
た
心
象
と
は
違
っ
て
、
写
真
の
中

の
未
明
さ
ん
は
、
い
つ
も
立
派
な
ド
ン
と
落
ち
着
い
た
人
な
の
が
不
思
議

で
し
た
が
、
坪
田
譲
治
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
未
明
さ
ん
は
た
い
そ
う
気
の
短

小川未明文学館を訪れた加藤登紀子さん
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加藤登紀子さん色紙

い
人
だ
っ
た
そ
う
で
、
食
事
を
し
て
も
、
お
酒
を
飲
ん
で
も
サ
ッ
サ
と
済

ま
せ
て
し
ま
っ
て
、
長
っ
た
ら
し
い
の
が
嫌
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

　

１
遍
ず
つ
が
短
い
童
話
が
好
き
だ
っ
た
の
も
、
き
っ
と
気
が
短
か
っ
た

せ
い
だ
、
と
言
う
坪
田
さ
ん
の
説
を
知
っ
て
か
ら
、
こ
の
未
明
さ
ん
の
風

貌
か
ら
も
、
軽
妙
さ
や
可
笑
し
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

生
涯
の
最
後
に
残
さ
れ
た
最
愛
の
言
葉
が
、

　

�「
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
」

だ
っ
た
そ
う
で
、
サ
ラ
サ
ラ
と
テ
ン
ポ
の
良
い
、
簡
潔
な
言
葉
で
語
る
、　

小
川
未
明
の
作
風
の
極
意
が
こ
こ
に
あ
る
、
と
思
い
ま
し
た
。

　

残
さ
れ
た
童
話
の
作
品
数
が
膨
大
な
の
に
、
童
謡
に
な
っ
て
い
る
も
の

が
少
な
い
の
が
、
残
念
な
の
で
す
が
、
き
っ
と
ど
こ
か
に
埋
も
れ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

番
組
の
時
に
お
会
い
し
た
上
越
教
育
大
学
教
授
、
小
埜
裕
二
さ
ん
の
編

纂
さ
れ
た
「
新
選
小
川
未
明
」
と
い
う
著
作
集
を
読
ん
で
い
る
と
、
歌
に

な
り
そ
う
な
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。

　

大
人
の
童
話
を
集
め
た
秀
作
童
話
50
「
ヒ
ト
リ
ボ
ッ
チ
ノ
少
年
」
と
い

う
本
の
中
の
「
海
の
彼
方
」
と
い
う
童
話
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
歌
に
は
な

ら
な
い
け
れ
ど
、
曲
が
聴
こ
え
て
来
そ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
ね
。
音
楽

が
好
き
だ
っ
た
未
明
さ
ん
の
ロ
マ
ン
か
ら
、
何
か
歌
を
作
っ
て
み
た
い
と
、

し
き
り
に
思
え
ま
す
。

　

小
川
未
明
作
品
は
ま
さ
に
イ
メ
ー
ジ
の
宝
庫
、
ま
だ
ま
だ
丁
寧
に
読
み

進
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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報　

告

朗
読
研
修
会６

月
26
日
・
７
月
10
日
・
７
月
24
日

参
加
者　

28
名

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
。
初
め
に
、
基
本
的
な
声
の
作
り
方

や
表
現
力
の
磨
き
方
、
基
礎
練
習
や
発
声
練
習

方
法
と
そ
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、

未
明
童
話
「
金
の
輪
」「
野
ば
ら
」
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
。

◆
文
学
館
１
年
の
記
録
◆

童
話
創
作
講
座

７
月
26
日
・
８
月
30
日
・
９
月
６
日

参
加
者　

12
名

小
川
未
明
文
学
賞
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
、

テ
ー
マ
や
構
成
な
ど
に
つ
い
て
基
本
的
な
講
義

を
受
け
た
後
、
受
講
者
が
創
作
し
た
童
話
の
講

評
を
受
け
ま
し
た
。
つ
ぎ
に
、
受
講
者
同
士
で

お
互
い
の
作
品
に
つ
い
て
意
見
交
換
し
あ
い
、

今
後
の
創
作
の
参
考
に
し
ま
し
た
。
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
図
書
館
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

開
館
10
周
年
特
別
展 

「
移
動
す
る
未
明
―
高
田
・
早
稲
田
・
高
円
寺
―
」

10
月
3
日
～
11
月
8
日

来
場
者　

２
９
４
０
名

未
明
の
人
生
を
「
空
間
」（
住
ま
い
）
と
い

う
切
り
口
か
ら
高
田
時
代
・
早
稲
田
時
代
・
高

円
寺
時
代
の
３
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

の
作
品
や
仲
間
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
し
た
。

　

会
期
中
の
10
月
18
日
に
は
未
明
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
力
で
特
別
展
お
は
な
し

会
を
開
催
し
、
15
名
の
方
か
ら
参
加
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

ま
た
、
開
館
10
周
年
を
記
念
し
て
、
未
明
が

晩
年
を
過
ご
し
た
高
円
寺
の
書
斎
を
再
現
し
、

実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
身
の
回
り
品
を
展
示
し

て
作
品
執
筆
時
の
雰
囲
気
を
再
現
し
ま
し
た
。

（
詳
し
く
は
【
報
告
】
特
別
展
の
８
・
９
頁
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。）

文
学
館
講
座11

月
7
日
・
11
月
21
日
・
12
月
6
日

参
加
者　

67
名

未
明
に
ち
な
ん
だ
３
回
の
講
座
を
開
催
し
ま

し
た
。
講
師
は
、第
１
回�

千
葉
俊
二
さ
ん
（
早

稲
田
大
学
教
授
）「
憧
憬
の
作
家　

小
川
未
明
」、

第
２
回�

成
實
朋
子
さ
ん
（
大
阪
教
育
大
学
准

教
授
）「
近
代
中
国
に
お
け
る
小
川
未
明
童
話
」、

第
３
回�

小
埜
裕
二
さ
ん
（
上
越
教
育
大
学
教

授
）「
小
川
未
明
の
詩
碑
〈
雲
の
如
く
〉」
で
し

た
。（
詳
し
く
は
【
報
告
】
文
学
館
講
座
の

11
・
12
頁
、
お
よ
び
『
小
川
未
明
文
学
館　

紀

要
』
創
刊
号
（
平
成
28
年
３
月
発
行
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。）
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報　

告

小
川
未
明
フ
ォ
ー
ラ
ム（
上
越
文
化
会
館
）

「
今
よ
み
が
え
る
未
明
の
愛

　
　
～
未
明
の
功
績
を
今
の
世
に
問
う
～
」

11
月
８
日

参
加
者　

１
２
８
名

松
本
猛
さ
ん
（
美
術
・
絵
本
評
論
家
、
ち
ひ

ろ
美
術
館
常
任
顧
問
）
に
よ
る
「
い
わ
さ
き
ち

ひ
ろ
と
小
川
未
明
」
と
題
し
た
基
調
講
演
の
ほ

か
、
宮
川
健
郎
さ
ん
（
武
蔵
野
大
学
教
授
）
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
に
よ
り
、小
埜
裕
二
さ
ん（
上

越
教
育
大
学
教
授
）、
千
葉
俊
二
さ
ん
（
早
稲

田
大
学
教
授
）、
杉
み
き
子
さ
ん
（
児
童
文
学

作
家
）、
堀
越
千
秋
さ
ん
（
画
家
・
陶
芸
家
）、

松
本
猛
さ
ん
が
、
未
明
の
功
績
と
そ
の
神
髄
に

つ
い
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま

し
た
。（
詳
し
く
は『
小
川
未
明
文
学
館　

紀
要
』

創
刊
号
（
平
成
28
年
３
月
発
行
）
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。）

第
24
回　

小
川
未
明
文
学
賞
贈
呈
式

３
月
28
日

「
小
川
未
明
の
文
学
精
神
を
次
の
世
代
に
継

承
し
、子
ど
も
た
ち
の
心
に
夢
と
希
望
を
育
む
」

こ
と
を
目
的
に
平
成
４
年
か
ら
募
集
し
て
い
る

第
24
回
小
川
未
明
文
学
賞
の
贈
呈
式
を
、
東
京

都
内
の
学
研
ビ
ル
で
開
催
し
ま
し
た
。
大
賞
は

こ
う
だ
ゆ
う
こ
さ
ん
の
「
四
年
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ

組
」、
優
秀
賞
は
中
村
お
と
ぎ
さ
ん
の
「
野
生

の
力
が
の
り
う
つ
る
」、江
森
葉
子
さ
ん
の
「
停

車
場
通
り
の
も
の
が
た
り
─
み
ん
な
、
生
き
た
。

昭
和
10
年
オ
ム
ニ
バ
ス
─
」、水
都
さ
ん
の
「
夏

休
み
の
音
色
」で
し
た
。（【
小
川
未
明
文
学
賞
】

の
13
頁
で
、
大
賞
の
こ
う
だ
さ
ん
の
「
受
賞
の

ひ
と
こ
と
」
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。）

文
学
館
お
は
な
し
会

　
　

毎
月
第
２
・
第
４
日
曜
日

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
、
月
２

回
の
お
は
な
し
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
平
成
27

年
度
は
24
回
で
３
３
０
名
の
皆
さ
ん
に
ご
参
加

い
た
だ
き
ま
し
た
。
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
作
品
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
開

催
し
ま
し
た
。
学
校
や
福
祉
施
設
な
ど
、
27
年

度
は
30
カ
所
（
１
２
９
４
名
）
を
訪
問
し
ま
し

た
。（
詳
し
く
は【
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
だ
よ
り
】
の
14
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）
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〈
会
期
〉
10
月
３
日
～
11
月
８
日

〈
会
場
〉�

小
川
未
明
文
学
館

　

小
川
未
明
は
上
越
市
の
高
田
に
生
ま
れ
、
高

校
時
代
ま
で
の
多
感
な
青
春
時
代
を
当
地
で
過

ご
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
早
稲
田
大
学
へ
と
進

学
し
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
人
々
―�

師
坪
内
逍

遥
や
小
泉
八
雲
、
友
人
相
馬
御
風
の
ほ
か
、
片

上
伸
、
正
宗
白
鳥
、
坪
田
譲
治
や
浜
田
広
介
等

の
同
世
代
の
友
人
・
知
人
や
先
輩
・
後
輩
と
の

交
流
が
未
明
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し

た
。
そ
し
て
、
終
の
棲
家
と
し
て
移
り
住
ん
だ

高
円
寺
で
、
未
明
は
童
話
創
作
に
専
念
し
文
化

功
労
者
と
し
て
表
彰
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
生
涯

を
終
え
ま
す
。

　

未
明
の
人
生
は
、「
空
間
」（
住
ま
い
）
を
移

動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
文
学
も
、
未
明
を

取
り
巻
く
仲
間
た
ち
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
か
ら
、未
明
の
人
生
を
「
空
間
」（
住

ま
い
）
か
ら
高
田
・
早
稲
田
・
高
円
寺
の
３
つ

の
時
期
に
分
け
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
「
文
学
」、

「
仲
間
」
の
移
り
変
わ
り
を
紹
介
し
ま
し
た
。

報　

告

開
館
10
周
年
記
念

「
移
動
す
る
未
明

―
高
田
・
早
稲
田
・
高
円
寺
―
」

平
成
27
年
度
特
別
展

　

未
明
は
明
治
15
年
（
１
８
８
２
）
4
月
、
高

田
の
五
分
一
（
現
上
越
市
幸
町
）
の
衰
微
し
た

足
軽
長
屋
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
町
か
ら
少
し
は

ず
れ
た
所
で
、「
黒
い
杉
の
森
が
沢
山
あ
っ
て
、

寺
の
多
い
処
」
と
未
明
は
書
い
て
い
ま
す
。
家

か
ら
小
学
校
ま
で
は
、
職
人
町
な
ど
の
町
中
を

通
り
抜
け
て
2
キ
ロ
弱
で
し
た
。
高
等
小
学
校
、

中
学
校
と
進
み
、
15
歳
の
頃
、
一
家
は
父
澄
晴

が
創
設
し
た
春
日
山
神
社
に
移
り
住
み
ま
す
。

未
明
は
そ
れ
ま
で
も
、
母
に
言
わ
れ
て
た
び
た

び
神
社
建
築
中
の
様
子
を
見
に
行
っ
て
い
ま
し

た
。
春
日
山
か
ら
五
分
一
ま
で
は
5
キ
ロ
、
中

学
ま
で
は
7
キ
ロ
ほ
ど
あ
り
、
そ
の
往
復
が
未

明
に
北
国
越
後
の
自
然
を
深
く
教
え
こ
み
ま
し

た
。 第

一
章
　
北
国
に
生
ま
れ
て
─
高
田
─

　

未
明
は
小
学
校
へ
入
る
前
か
ら
、
私
塾
で
漢

学
や
数
学
を
習
っ
て
お
り
、
小
学
校
入
学
後
は
、

学
校
が
退
け
る
と
剣
術
を
習
い
、
そ
の
あ
と
私

塾
で
論
語
や
日
本
外
史
を
勉
強
し
ま
し
た
。
中

学
で
は
佐
久
間
象
山
の
高
弟
で
あ
る
北
澤
乾
堂

な
ど
か
ら
漢
詩
の
指
導
を
受
け
、
ま
た
考
古
学

に
も
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
し
か
し
、
数
学
が

苦
手
で
落
第
を
繰
り
返
し
、
教
師
の
勧
め
も

あ
っ
て
大
学
に
行
く
こ
と
を
決
意
、
4
年
生
で

中
退
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。　
　
　

　

ひ
と
り
っ
子
で
孤
独
な
心
を
抱
え
て
い
た
未

明
で
し
た
が
、
中
学
で
は
生
涯
の
友
と
な
る
相

馬
御
風
や
、
文
芸
部
で
一
緒
に
活
動
す
る
同
じ

趣
味
の
仲
間
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
34
年
（
１
９
０
１
）
4
月
6
日
、
夕
暮

れ
の
上
野
駅
に
降
り
立
っ
た
未
明
は
、
翌
日
か

ら
牛
込
区
原
町
に
下
宿
。
東
京
専
門
学
校
（
翌

年
早
稲
田
大
学
と
改
称
）
英
文
哲
学
科
（
の
ち

に
英
文
科
に
転
科
）
に
入
学
し
ま
す
。

　

そ
の
頃
の
早
稲
田
は
、
ま
だ
鶴
巻
町
な
ど
も

な
く
、
大
学
の
周
辺
は
一
面
の
青
田
で
し
た
。

　

住
ま
い
は
学
校
の
寄
宿
舎
で
は
な
く
下
宿
で

し
た
が
、
そ
こ
の
家
の
人
た
ち
と
な
じ
む
の
が

い
や
で
、
早
い
と
こ
ろ
は
3
日
、
一
週
間
く
ら

い
で
引
っ
越
す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

早
稲
田
大
学
で
未
明
は
、
そ
の
後
の
人
生
に

大
い
に
影
響
を
受
け
る
師
た
ち
…
坪
内
逍
遥
、

小
泉
八
雲
、
島
村
抱
月
ら
に
出
会
い
ま
す
。

第
二
章
　
都
会
に
生
き
る
─
早
稲
田
─

高田中学校時代（未明　上段右端）

新潟県立高田中学校（現・高田高校）

未
明
と
母
チ
ヨ
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明
治
37
年
（
１
９
０
４
）
に
「
漂
浪
児
」
で

文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
未
明
は
、
翌
年
発
表
し

た「
霰
に
霙（
あ
ら
れ
に
み
ぞ
れ
）」（「
新
小
説
」）

で
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
ま
す
。
明
治

39
年
に
は
休
刊
し
て
い
た
「
早
稲
田
文
学
」
が

復
刊
し
、
そ
の
第
二
次
「
早
稲
田
文
学
」
の
創

刊
号
に
も
小
説
「
乞
食
」
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
も
60
以
上
の
小
説
や
感
想
な
ど
を
同
誌

に
発
表
し
、
最
も
多
く
寄
稿
し
た
作
家
の
一
人

と
な
り
ま
し
た
。明
治
40
年
に
第
一
短
編
集『
愁

人
』、第
二
短
編
集
『
緑
髪
』
を
次
々
と
発
表
し
、

そ
の
後
も
生
活
の
困
窮
・
二
児
の
喪
失
に
鞭
打

た
れ
な
が
ら
も
、
小
説
や
童
話
を
創
作
し
続
け

ま
し
た
。

　

か
ん
し
ゃ
く
持
ち
で
人
付
き
合
い
の
苦
手
な

未
明
で
し
た
が
、
大
学
生
時
代
は
親
友
と
い
え

る
友
人
も
で
き
、
一
緒
に
散
歩
し
た
り
町
を
歩

き
回
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た

同
期
の
人
々
と
は
、
明
治
38
年
の
卒
業
年
か
ら

「
三
八
会
」
と
名
付
け
た
会
合
を
開
き
、
そ
の

後
も
長
く
付
き
合
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

文
壇
で
は
、
第
二
次
「
早
稲
田
文
学
」
の
編

集
に
携
わ
っ
て
い
た
人
、
同
誌
に
寄
稿
し
て
い

た
人
々
と
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　

都
会
の
下
町
を
愛
し
、
19
歳
か
ら
約
30
年
も

の
間
、
牛
込
・
小
石
川
を
中
心
に
転
々
と
住
ま

い
を
変
え
て
き
た
未
明
一
家
。
家
を
持
つ
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
は
、
ま
と
ま
っ
た
収
入
が
あ

っ
た
こ
と
で
し
た
。
大
正
15
年
（
１
９
２
６
）

か
ら
始
ま
っ
た
い
わ
ゆ
る
円
本
ブ
ー
ム
で
、
未

明
に
も
予
期
せ
ぬ
印
税
が
入
っ
て
き
た
の
で
す
。

昭
和
5
年
（
１
９
３
０
）、
未
明
は
杉
並
区
高

円
寺
に
最
初
の
家
を
構
え
ま
し
た
。　

　

そ
れ
か
ら
20
年
あ
ま
り
、
２
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
、
70
歳
の
頃
、
近
所
の
音
楽
教
室

の
音
が
、
書
斎
で
原
稿
を
書
く
未
明
を
悩
ま
せ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
と
う
と
う
引
っ

越
し
を
決
意
し
、
幸
い
す
ぐ
近
く
に
見
つ
か
っ

た
家
に
移
っ
た
の
で
し
た
。
昭
和
27
年
（
１
９

５
２
）
暮
れ
の
こ
と
で
す
。

　

大
正
15
年
（
１
９
２
６
）
4
月
に
『
小
川
未

明
選
集
』
全
6
巻
が
完
結
し
た
の
を
機
に
、
未

明
は
童
話
に
専
念
す
る
こ
と
を
決
意
、
以
後
小

説
の
筆
を
折
り
ま
す
。
そ
し
て
「
東
京
日
日
新

聞
」
に
発
表
し
た
「
今
後
を
童
話
作
家
に
」
で

次
の
よ
う
に
述
べ
ま
し
た
。

―
「
過
去
の
体
験
と
、
半
生
の
作
家
生
活
に
お

い
て
、
那
辺
に
多
少
の
天
分
を
存
す
る
か
を

知
っ
た
私
は
、
更
生
の
喜
び
と
勇
気
の
中
に
、

今
後
、
童
話
作
家
と
し
て
、
邁
進
を
つ
づ
け
よ

う
と
思
っ
て
い
る
」

　

そ
の
後
は
昭
和
12
年
（
１
９
３
７
）
に
童
話

雑
誌
「
お
話
の
木
」
を
主
宰
す
る
な
ど
、
童
話

ひ
と
す
じ
の
道
を
歩
み
続
け
、
戦
後
は
日
本
児

童
文
学
者
協
会
初
代
会
長
に
選
出
さ
れ
る
な
ど
、

児
童
文
学
界
の
重
鎮
と
し
て
活
動
し
ま
し
た
。

　

創
作
は
75
歳
、
昭
和
32
年
（
１
９
５
７
）
頃

ま
で
続
け
ら
れ
、
そ
の
総
数
は
童
話
だ
け
で
約

１
２
０
０
編
に
及
び
ま
す
。

　

童
話
作
家
と
な
り
高
円
寺
に
移
っ
て
か
ら
は
、

児
童
文
学
に
関
わ
る
人
た
ち
と
の
交
流
が
多
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。
未
明
を
慕
っ
て
訪
ね
て
く

る
後
輩
作
家
も
多
く
、
よ
く
一
緒
に
新
宿
に
飲

み
に
出
か
け
ま
し
た
。
戦
後
も
未
明
の
好
ん
だ

居
酒
屋
、
新
宿
「
樽
平
」
で
の
会
合
が
た
び
た

び
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
早
稲
田
大
学
出

身
の
童
話
作
家
と
は
、
生
涯
親
密
な
繋
が
り
を

持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。秋
田
雨
雀
・

坪
田
譲
治
・
浜
田
広
介
・
酒
井
朝
彦
の
ほ
か
に

も
、
吉
田
甲
子
太
郎
・
楠
山
正
雄
・
渋
沢
青
花

な
ど
と
親
交
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
多
く
の
友
人
・
知
人
に
支
え
ら
れ

な
が
ら
未
明
は
執
筆
活
動
を
続
け
、
昭
和
36
年

（
１
９
６
１
）、
79
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
ま

し
た
。

第
三
章
　
終
の
棲
家
─
高
円
寺
─

坪内逍遙主催の読書研究会（未明　後列右から5番目）

三八会　於新宿丸銀　昭和 14 年（1939）12 月 18 日
（未明　後列右から2番目）

未明と児童文学者たち　昭和 26 年（1951）5月８日

報　

告
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報　

告

　

小
川
未
明
文
学
館
10
周
年
記
念
の
一
環
と
し

て
平
成
27
年
10
月
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。（
表

紙
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）
小
川
未
明
が
生

前
書
斎
と
し
て
使
用
し
て
い
た
部
屋
を
文
学
館

内
に
新
た
に
再
現
し
た
も
の
で
す
。
未
明
が
生

前
愛
用
し
た
品
も
展
示
し
て
お
り
、
今
回
は
そ

の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

未
明
の
部
屋 

紹
介

　

万
年
筆
は
握
り
ぶ
と
の
ウ
オ
タ
ー
マ
ン
、
原

稿
用
紙
は
神
田
の
文
房
堂
の
四
百
字
詰
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
机
上
に
は
い
つ
も
、
そ
の
こ
ろ
あ
っ

た
ア
テ
ナ
・
イ
ン
キ
の
大
き
な
び
ん
が
置
い
て

あ
っ
た
。

　

未
明
の
次
女
の
岡
上
鈴
江
さ
ん
は
『
父
未
明

と
わ
た
し
』（
樹
心
社�

昭
和
57
年
）
で
、
当
時

の
思
い
出
を
こ
う
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　
未
明
の
机
上
に
て

未明万年筆

　

机
に
向
か
い
、
原
稿
用
紙
の
ひ
と
枡
ひ
と
枡

を
真
剣
に
文
字
で
埋
め
る
未
明
は
、
あ
る
と
き

は
、
暗
い
北
国
の
人
び
と
の
人
生
を
描
き
、
ま

た
あ
る
と
き
は
、
虐
げ
ら
れ
る
弱
者
に
か
わ
り
、

社
会
の
不
公
平
を
怒
り
、
次
の
時
代
、
社
会
を

に
な
う
子
供
た
ち
の
た
め
に
数
々
の
童
話
を
書

い
て
き
ま
し
た
。

　

当
館
で
保
存
し
て
い
る
未
明
の
現
存
す
る
原

稿
の
多
く
が
万
年
筆
に
よ
る
筆
跡
の
も
の
で
す
。

遺
品
の
中
に
は
ト
ン
ボ
鉛
筆
や
真
鍮
製
の
鉛
筆

削
り
も
あ
り
ま
す
が
、
見
つ
か
っ
た
書
き
か
け

の
原
稿
用
紙
に
ペ
ン
書
き
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

真鍮製の鉛筆削りと鉛筆、消しゴム 書きかけの原稿

　
未
明
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク

　

未
明
と
言
え
ば
坊
主
頭
に
眼
鏡
、
万
年
筆
を

持
っ
て
原
稿
に
向
か
う
姿
が
印
象
的
で
す
。

　

実
際
、
現
存
す
る
未
明
の
写
真
に
は
坊
主
頭

以
外
の
も
の
は
な
く
、
岡
上
鈴
江
さ
ん
の
『
父

　

小
川
未
明
』（
新
評
論�

昭
和
45
年
）
で
は
、

そ
の
髪
が
少
し
で
も
伸
び
た
だ
け
で
床
屋
に

行
っ
て
つ
る
つ
る
に
剃
っ
て
も
ら
い
、
風
呂
に

入
っ
た
あ
と
で
頭
に
蘭
の
花
の
よ
う
な
良
い
香

り
の
す
る
ロ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
て
い
た
こ
と
が

思
い
出
と
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
伸
ば
さ
な

い
理
由
と
し
て
は
、
頭
が
重
く
な
る
の
が
嫌

だ
っ
た
か
ら
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

未
明
は
い
つ
も
和
装
で
過
ご
し
、
午
前
を
原

稿
の
執
筆
に
あ
て
、
午
後
は
散
歩
や
友
人
と
の

将
棋
を
指
す
時
間
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
て
外
出
す
る
際
に
は
和
装
の
上
に
二

重
回
し
の
マ
ン
ト
や
ハ
ン
チ
ン
グ
帽
を
被
っ
て

ス
テ
ッ
キ
を
つ
き
、
好
み
の
新
刊
書
を
探
し
に

丸
善
に
い
き
、
ま
れ
に
魚
屋
で
好
物
の
蟹
を
ふ

と
こ
ろ
に
入
れ
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
文
学
館
に
置
か
れ
て
い
る
ハ
ン
チ
ン
グ

帽
も
そ
ん
な
未
明
の
日
常
と
共
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
未
明
の
遺
品

　

未
明
の
部
屋
に
は
小
川
家
か
ら
寄
託
さ
れ
、

未
明
が
生
前
愛
用
し
た
品
々
を
展
示
し
て
い
ま

す
。

　

外
出
す
る
際
に
被
っ
て
い
た
ハ
ン
チ
ン
グ
帽

を
は
じ
め
、
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
も
い
え
る
眼

鏡
。
オ
リ
ン
パ
ス
製
の
懐
中
時
計
や
原
稿
を
書

く
際
に
使
わ
れ
た
万
年
筆
や
鉛
筆
な
ど
も
あ
り

ま
す
。

　

当
文
学
館
で
は
、
こ
の
よ
う
な
愛
用
品
も
ま

た
、
当
時
の
未
明
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
大

切
に
保
管
し
て
い
ま
す
。

懐中時計

ハンチング帽

眼鏡
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平
成
27
年
度
の
文
学
館
講
座
は
、
千
葉
俊
二
さ
ん
、

成
實
朋
子
さ
ん
、
小
埜
裕
二
さ
ん
を
講
師
に
開
催
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
講
座
内
容
の
一
部
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

第
１
回

「
憧
憬
の
作
家　

小
川
未
明
」（
講
座
要
旨
）

11
月
７
日
（
土
）　

千
葉 
俊
二
さ
ん

（
早
稲
田
大
学
教
授
）

文
学
館
講
座

報　

告

　

未
明
の
第
一
創
作
集
『
愁
人
』
に
坪
内
逍
遥
が
序

文
を
書
い
て
い
ま
す
。「
思
う
に
此
作
家
の
造
詣
は

果
た
し
て
如
何
ば
か
り
に
及
ぶ
べ
き
か
、
今
は
も
と

よ
り
知
り
が
た
し
と
雖
も
、
其
の
作
ら
れ
た
る
人
に

あ
ら
ず
し
て
生
ま
れ
た
る
人
た
る
こ
と
は
争
ふ
べ
か

ら
ず
。
多
年
早
稲
田
学
堂
に
学
び
た
る
人
に
は
相
違

な
け
れ
ど
、
読
書
の
人
に
も
記
誦
の
人
に
も
あ
ら
ず

し
て
、
瞑
想
の
児
、
憧
憬
の
児
た
り
し
此
作
家
は
、

諸
講
師
の
口
頭
よ
り
果
し
て
幾
ば
く
の
獲
る
所
か
あ

り
し
甚
だ
覚
束
な
し
」
と
。
そ
こ
か
ら
「
憧
憬
」
と

い
う
言
葉
を
借
り
て
き
ま
し
た
が
、
今
日
は
、
作
品

集
『
物
言
は
ぬ
顔
』
の
中
か
ら
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て

い
る
未
明
の
代
表
作
の
一
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
「
薔

薇
と
巫
女
」、
お
よ
び
「
死
」
と
い
う
２
つ
の
作
品

を
紹
介
し
な
が
ら
話
を
展
開
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
薔
薇
と
巫
女
」
の
薔
薇
は
こ
の
陰
欝
で
な
ん
の
刺

激
も
な
い
現
実
社
会
に
刺
激
を
与
え
る
美
の
象
徴
、

巫
女
は
神
秘
あ
る
い
は
現
実
の
世
界
の
不
思
議
の
象

徴
と
思
わ
れ
ま
す
。「
巫
女
は
過
去
、
未
来
、
現
在

の
こ
と
を
言
ひ
当
て
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
数
学
の

方
程
式
に
お
け
る
Ｘ
と
同
じ
Ｘ
と
い
う
町
に
住
ん
で

い
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
巫

女
は
、
私
た
ち
の
現
実
の
生
と
い
う
も
の
の
統
一
的

原
理
Ｘ
を
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
、
謎
め
い
た
神
秘
的
な
存
在
で
す
。
そ
の
巫

女
を
主
人
公
が
探
索
に
出
か
け
る
こ
と
が
こ
の
作
品

の
根
幹
に
な
っ
て
い
ま
す
。
人
生
に
お
け
る
究
極
の

真
実
、
真
理
を
求
め
て
旅
立
っ
た
け
れ
ど
も
、
当
然

そ
ん
な
も
の
は
求
め
得
ら
れ
よ
う
は
ず
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
こ
の
現
実
に
寂
し
く
戻
っ
て
来
ま
す
。

北
国
の
単
調
な
冬
の
生
活
に
も
う
一
度
生
き
て
行
か

ざ
る
を
得
な
い
自
分
自
身
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
、

あ
る
い
は
運
命
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
自
己
確
認

し
ま
す
。
そ
れ
を
こ
う
し
た
一
編
の
美
し
い
象
徴
的

な
散
文
詩
の
よ
う
な
作
品
に
仕
上
げ
た
と
い
っ
て
差

し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　

「
死
」
は
若
い
時
に
御
殿
女
中
を
務
め
て
い
て
、

い
ま
だ
に
薄
汚
れ
て
擦
り
切
れ
た
ぺ
な
ぺ
な
な
絹
の

着
物
を
着
て
、
プ
ラ
イ
ド
だ
け
高
く
、
ひ
と
り
暮
ら

し
し
て
い
る
老
婆
が
、
道
端
で
行
き
倒
れ
て
し
ま
う

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
う
し
た
老
婆
の
姿
の

中
に
近
代
化
し
て
ゆ
く
時
代
の
変
遷
の
象
徴
と
い
う

も
の
を
読
ん
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
う
ひ
と

り
そ
の
老
婆
の
死
骸
の
そ
ば
に
立
っ
て
い
る
助
教
師

の
物
語
と
が
こ
の
作
品
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。

助
教
師
は
「
家
に
は
、
彼
の
妻
と
老
婆
と
３
人
の
子

供
が
あ
つ
た
。
彼
は
、
無
口
で
極
く
好
人
物
で
あ
つ

た
け
れ
ど
、
は
た
ら
き
が
な
か
つ
た
た
め
彼
の
妻
と

老
婆
と
は
、
や
は
り
家
に
ゐ
て
内
職
を
し
て
暮
ら
し

を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
」
と
描
か
れ
て
い

ま
す
。
上
京
し
た
主
人
公
が
久
し
ぶ
り
に
帰
郷
し
て

み
る
と
、
助
教
師
の
妻
は
、
こ
の
春
に
死
ん
だ
と
言

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
月
目
に
は
と
う
と
う
、
そ
の

妻
を
虐
め
抜
い
た
因
業
な
老
婆
の
姑
も
、
ま
た
こ
の

世
を
去
り
ま
し
た
。
死
ぬ
の
を
忘
れ
た
よ
う
な
姑
に

い
じ
め
ぬ
か
れ
て
死
ん
で
い
っ
た
嫁
。
憐
れ
き
わ
ま

り
な
い
話
で
す
け
ど
、
逆
に
現
在
で
は
人
間
が
死
ね

な
く
な
っ
た
悲
劇
と
い
う
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
医
療
が
あ
ま
り
に
高
度
に
な
り
す
ぎ
て

死
ね
な
い
が
ゆ
え
に
さ
ま
ざ
ま
な
悲
劇
が
起
こ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
日
の
よ
う
な
こ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て
未
明
の

作
品
を
読
ん
で
み
た
ら
意
外
と
新
鮮
で
、
こ
の
老
人

世
界
の
中
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
行
き
詰
ま
り
的
な

状
況
も
、
こ
の
「
死
」
と
い
う
作
品
の
中
に
は
的
確

に
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。「
薔
薇
と
巫
女
」
も
こ

の
私
た
ち
の
生
き
て
ゆ
く
人
生
の
本
当
に
根
源
に
あ

る
法
則
と
は
何
か
、
真
理
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ

と
を
読
者
に
問
い
か
け
て
き
ま
す
。
数
学
の
方
程
式

の
Ｘ
を
解
く
よ
う
に
そ
の
Ｘ
の
値
を
未
明
は
生
涯
追

い
続
け
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
軌
跡
が

未
明
文
学
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

暗
い
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
未
明
の
文
学
で
す
が
、

今
回
、
あ
る
一
面
か
な
り
現
代
性
を
帯
び
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。

第
２
回

「
近
代
中
国
に
お
け
る
小
川
未
明
童
話
」

（
講
座
要
旨
）

11
月
21
日
（
土
）　

成
實 

朋
子
さ
ん

（
大
阪
教
育
大
学
准
教
授
）

　

中
国
に
お
け
る
小
川
未
明
童
話
の
受
容
に
は
、
お

お
む
ね
２
回
の
波
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
最
初
が

１
９
２
０
年
代
か
ら
１
９
３
０
年
代
。
２
回
目
が
２

０
０
６
年
以
降
現
在
で
す
。

　

ま
ず
現
在
の
状
況
か
ら
言
え
ば
、
今
日
、
未
明
童

話
は
中
国
で
比
較
的
よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
改
革
開
放
政
策
に
よ
っ
て
、
中
国
の
経
済
活
動
が

活
発
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
日
本
か
ら

の
翻
訳
書
の
出
版
が
急
増
す
る
中
で
、
児
童
書
も
沢

山
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
中
で
未
明
童
話

も
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

今
日
、
未
明
童
話
が
中
国
で
積
極
的
に
翻
訳
出
版

さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
２
０
０
６
年
に

少
年
児
童
出
版
社
と
い
う
大
手
の
出
版
社
か
ら
出
た
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『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
で
す
。
こ
れ
は
周
龍
海
さ
ん

と
彭
懿
さ
ん
が
共
著
で
訳
さ
れ
た
も
の
で
す
。
彭
懿

さ
ん
は
作
家
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
た
方
な
の
で
す

が
、
日
本
の
童
話
を
読
ん
で
感
銘
を
受
け
、
東
京
学

芸
大
学
に
留
学
さ
れ
て
、
日
本
児
童
文
学
の
研
究
を

さ
れ
ま
し
た
。
帰
国
後
す
ぐ
に
ま
ず
は
安
房
直
子
の

童
話
を
翻
訳
さ
れ
て
、
続
い
て
宮
沢
賢
治
、
小
川
未

明
、
新
美
南
吉
と
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
彼
の
翻
訳
は
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
大
変
に
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

　

今
日
未
明
童
話
が
中
国
で
読
ま
れ
て
い
る
き
っ
か

け
は
、
こ
の
彭
懿
さ
ん
に
よ
る
翻
訳
紹
介
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
お
そ
ら
く
は
、
未
明
の
よ
う
な

作
風
が
好
ま
れ
る
と
い
う
土
壌
も
も
と
も
と
中
国
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
の

装
丁
な
ど
を
見
て
も
お
分
か
り
か
と
思
い
ま
す
が
、

日
本
の
童
話
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
見
し
て
分
か
る

よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
も
未
明
童
話
が
現
在
中

国
で
う
け
て
い
る
要
因
の
一
つ
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
先
に
述
べ
た
第
一
の
ピ
ー
ク
、
民
国
時

期
に
お
い
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
１
９
２

０
年
か
ら
１
９
３
０
年
と
い
う
の
は
、
中
国
の
文
学

史
の
中
で
と
て
も
重
要
な
時
期
で
す
。
か
つ
て
私
は

こ
の
時
期
の
児
童
文
学
を
知
る
為
に
、『
小
説
月
報
』

と
い
う
中
国
の
文
学
史
の
中
で
す
ご
く
重
要
な
雑
誌

を
調
べ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
１
９
２
１
年
頃
に
、

未
明
の
童
話
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
翻
訳
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
に
気
付
き
ま
し
た
。
他
の
日
本
の
童
話
作
家

の
中
で
、
こ
ん
な
に
沢
山
翻
訳
紹
介
さ
れ
て
い
る
人

な
ん
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
未
明
童
話
な
の
か
、
と
思

い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
時
に
翻
訳
紹
介
さ
れ
て
い

た
の
は
、
あ
ま
り
有
名
な
作
品
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
な
ぜ
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
の
よ
う
に
有
名

な
作
品
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
も
思
い
ま
し
た
。

　
『
小
説
月
報
』
以
外
に
も
、例
え
ば
『
児
童
世
界
』

と
い
う
日
本
の
『
赤
い
鳥
』
に
相
当
す
る
当
時
の
子

ど
も
向
け
文
芸
雑
誌
に
も
未
明
童
話
は
翻
訳
さ
れ
、

そ
う
し
て
翻
訳
さ
れ
た
未
明
童
話
は
、
や
が
て
単
行

本
の
形
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が『
牧
羊
兒（
羊

飼
い
の
子
ど
も
）』（
１
９
２
５
年　

商
務
印
書
館
）

と
い
う
短
編
集
で
す
。
こ
の
童
話
集
に
は
、
最
初
に

葉
紹
鈞
と
い
う
中
国
童
話
の
創
始
者
と
言
わ
れ
て
い

る
人
の
作
品
が
あ
り
、
そ
し
て
中
国
の
作
家
の
作
品

が
数
作
載
っ
た
後
に
未
明
の
童
話
が
３
作
品
、
ア
ン

デ
ル
セ
ン
の
童
話
が
３
作
品
載
っ
て
い
ま
す
。

　

中
表
紙
に
は
な
ん
と
未
明
の
写
真
が
載
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
次
の
ペ
ー
ジ
に
は
ア
ン
デ
ル
セ
ン
。
二
人

だ
け
破
格
の
扱
い
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
小
川

未
明
が
、
西
洋
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
に
匹
敵
す
る
人
物

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

西
洋
の
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
東
洋
の
小
川
未
明
に
続
い

て
、
自
分
た
ち
も
近
代
童
話
の
創
作
を
や
っ
て
い
こ

う
と
い
う
中
国
作
家
の
意
気
込
み
が
伺
え
ま
す
。

　

こ
の
時
期
未
明
の
童
話
を
翻
訳
し
た
の
は
、
張
暁

天
と
い
う
人
で
す
。
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
記
載
か

ら
推
測
す
る
に
、
編
集
者
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
お

そ
ら
く
日
本
へ
の
留
学
経
験
が
あ
り
、
何
ら
か
の

き
っ
か
け
で
未
明
童
話
に
惚
れ
込
み
、
未
明
の
童
話

集
を
翻
訳
出
版
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

張
暁
天
は
『
小
説
月
報
』
誌
で
小
川
未
明
の
童
話

を
数
編
翻
訳
紹
介
し
て
以
来
、
未
明
の
童
話
を
多
数

翻
訳
し
、
１
９
３
１
年
に
は
、
上
海
新
中
国
書
局
よ

り
『
小
川
未
明
童
話
集
』
全
４
冊
を
出
版
し
ま
し
た
。

こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
形
で
翻
訳
出
版
さ
れ
た
童
話

作
家
は
こ
の
時
期
他
に
は
お
ら
ず
、
中
国
の
研
究
書

の
中
で
も
、
こ
の
４
冊
は
こ
の
時
期
最
も
影
響
力
の

高
か
っ
た
翻
訳
書
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

民
国
期
に
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
形
で
未
明

童
話
が
翻
訳
出
版
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
こ
の
時
期

の
中
国
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
童
話
は
自
分
た
ち
が

到
達
す
べ
き
近
代
的
な
文
芸
で
あ
り
、
未
明
童
話
が

そ
の
模
範
で
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
自
分
た
ち
が

お
手
本
に
で
き
る
よ
う
な
、
近
代
的
な
モ
チ
ー
フ
で

描
か
れ
た
童
話
、
当
時
の
中
国
で
は
そ
う
い
う
も
の

が
求
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
こ
が
ポ
イ
ン
ト

だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
童
話
集
の
存
在
は
未
明
も
知
っ
て
い
て
、
出

版
に
際
し
て
未
明
自
身
か
ら
も
中
国
語
版
に
対
す
る

序
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
か
な
か
他
で
目
に
す

る
機
会
が
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
私
が
翻
訳
し
た

も
の
で
恐
縮
で
す
が
、
こ
こ
で
ご
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

「
張
景
君
の
努
力
に
よ
り
、
私
の
童
話
集
が
善
良

で
正
義
を
愛
す
る
中
国
の
子
ど
も
た
ち
、
そ
し
て
大

人
た
ち
に
読
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ

を
私
は
心
か
ら
う
れ
し
く
思
う
。
人
々
は
各
々
の
良

心
に
従
っ
て
結
び
つ
き
あ
い
、
理
解
し
、
愛
し
合
う
。

た
だ
愛
だ
け
が
、
愛
の
み
に
よ
っ
て
、
我
々
は
人
の

た
め
の
道
を
探
し
あ
て
る
こ
と
が
で
き
、
世
界
は
平

和
と
幸
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
の
に
人
類
の

行
為
と
い
う
も
の
は
、
ま
こ
と
に
不
可
解
な
も
の
だ
。

確
か
に
社
会
の
仕
組
み
の
中
に
、
少
な
か
ら
ず
の
間

違
い
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
何
ゆ
え
今
日
の
如
く
互

い
に
争
い
あ
う
の
か
。
そ
の
う
え
な
ぜ
人
類
の
自
己

の
責
任
を
軽
視
し
、
か
つ
自
然
と
生
活
の
調
整
の
中

に
真
理
の
存
在
を
求
め
ず
、
悲
劇
に
盲
従
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
一
切
は
、
す
べ
て
精

神
文
化
を
軽
視
し
、
物
質
文
明
を
重
視
し
す
ぎ
た
た

め
で
あ
る
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、
本
来
人
の
た
め
に
発

明
し
た
機
械
が
、
い
つ
の
ま
に
か
、
人
を
機
械
に
隷

属
さ
せ
る
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

か
ら
も
分
か
る
。
私
の
童
話
は
、
誠
を
愛
す
る
者
が

心
を
こ
め
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
訳
本
が
貴

国
の
読
者
の
中
に
、
同
様
の
純
情
を
発
見
し
、
同
様

の
理
知
を
燃
や
す
友
人
を
多
く
発
見
す
る
で
あ
ろ
う

こ
と
に
、
作
者
と
し
て
無
限
の
満
足
を
感
ず
る
。」

　

「
人
類
の
行
為
と
い
う
も
の
は
、
本
当
に
不
可
解

な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
争
い
合
う
の
か
」
と
い
う
く

だ
り
が
、
今
日
の
日
中
関
係
に
ピ
タ
ッ
と
き
ま
す
。

１
９
３
０
年
代
当
時
の
日
中
関
係
も
随
分
緊
迫
し
た

状
況
下
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
未
明
童
話
が
翻

訳
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
感
慨
深
い
で
す
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
未
明
童
話
の
戦
前
の
受
容

の
さ
れ
方
は
、
今
日
の
も
の
と
は
少
し
違
い
ま
す
。

戦
前
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
未
明
童
話
が
翻
訳

紹
介
さ
れ
た
の
は
、
未
明
の
政
治
的
な
態
度
も
選
択

の
一
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し

何
よ
り
、
未
明
童
話
が
当
時
の
最
先
端
の
童
話
で
あ

り
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
魅
力
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
点
に
理
由
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
日

本
的
で
な
い
、
地
域
が
限
定
さ
れ
な
い
作
品
が
選
ば

れ
、
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
第
２
回
目
の

波
と
の
違
い
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

中
国
の
人
た
ち
は
２
回
の
波
の
中
で
未
明
の
作
品

を
読
ん
で
き
ま
し
た
。
彼
等
の
未
明
童
話
の
受
け
止

め
方
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
未
明

童
話
に
対
す
る
解
釈
に
も
新
た
な
可
能
性
が
生
ま
れ

て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

第
３
回

「
小
川
未
明
の
詩
碑
〈
雲
の
如
く
〉」

12
月
６
日
（
日
）　

小
埜 

裕
二
さ
ん

（
上
越
教
育
大
学
教
授
）

（
本
文
の
内
容
は
、『
小
川
未
明
文
学
館　

紀
要
』

創
刊
号
（
平
成
28
年
３
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
、
省
略
い
た
し
ま
す
。）

報　

告
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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
４
年
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
27
年
度
で
24
回
目
を
迎
え
、
こ
れ
ま
で

に
延
べ
１
０
０
０
０
編
を
超
え
る
作
品
が
国
内

外
か
ら
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

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
25
回
募
集
要
項

◆
募
集
作
品

①
部
門
（
小
学
校
低
学
年
向
け
）
…

400
字
詰
め
原
稿
用
紙
20
枚
～
30
枚

②
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
。

・
ワ
ー
プ
ロ
等
の
場
合
は
Ａ
４
サ
イ
ズ
で
縦
書
き
。

400
字
詰
め
換
算
枚
数
を
明
記
。

・
表
紙
に
題
名
、
筆
名
、
本
名
（
ふ
り
が
な
）、
年

齢
、
職
業
、
性
別
、
郵
便
番
号
、
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
28
年
10
月
31
日（
月
）（
消
印
有
効
）

◆
入
選
作

・�

大　

賞
１
作
（
賞
金
100
万
円
・
記
念
品
）

・
優
秀
賞　
　

（
賞
金
20
万
円
）

◆
発
表

平
成
29
年
３
月
（
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
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

応
募
・
問
合
せ

〒
943-

0832　

新
潟
県
上
越
市
本
町
３
─
３
─
２

　

上
越
市
文
化
振
興
課
内

　
　
　
　
　
　
　

「
小
川
未
明
文
学
賞
担
当
」

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
＊

　

『
四
年
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
組
』
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
。

　

小
川
未
明
文
学
賞
を
目
標
に
書
き
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
、
と

て
も
幸
せ
な
時
間
で
し
た
。

　

私
の
家
の
本
棚
に
は
、
未
明
先
生
の
『
月
と
ア
ザ
ラ
シ
』
が
あ
り
ま
す
。
本
の
裏
に
は

５
年
３
組
と
マ
ジ
ッ
ク
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
小
学
生
の
頃
か
ら
ず
っ
と
持
っ
て
い
る
も

の
で
す
。

　

10
歳
の
こ
ろ
の
私
が
、
そ
の
繊
細
で
深
い
物
語
に
心
を
動
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
今

さ
ら
な
が
ら
驚
き
ま
す
。
子
ど
も
は
大
人
が
考
え
て
い
る
よ
り
も
、
ず
っ
と
多
く
の
こ
と

を
感
じ
理
解
し
て
い
る
の
だ
な
あ
と
、
こ
の
本
を
読
む
た
び
に
思
い
ま
す
。

　

今
回
、
賞
が
決
ま
る
前
の
最
終
選
考
に
作
品
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
、
上
越
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
知
り
ま
し
た
。
私
は
家
に
あ
る
『
月
と
ア
ザ
ラ
シ
』
の
本
を
抱
き
し
め
て
、

「
ど
う
か
通
し
て
く
だ
さ
い
」
と
未
明
先
生
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

願
い
が
叶
い
、
大
賞
に
選
ん
で
い
た
だ
き
、
と
て
も
嬉
し
い
で
す
。

　

『
四
年
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
組
』
は
、
お
と
な
し
い
性
格
で
、
な
る
べ
く
目
立
つ
こ
と
は
し

た
く
な
い
と
い
う
小
学
４
年
生
の
男
の
子
が
、
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
に
励
ま
さ
れ
て
、「
い
い

た
い
こ
と
は
言
う
べ
き
か
も
」
と
、
変
わ
っ
て
い
く
物
語
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
笑
え
る
こ
と
、
泣
け
る
こ
と
、
恐
ろ
し
い
こ
と
、
色
々
な
題
材
を
見
つ

け
、
子
ど
も
の
生
活
と
小
さ
な
不
思
議
を
物
語
に
書
い
て
い
き
た
い
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
選
考
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
、
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

小
川
未
明
文
学
賞
を
長
い
間
作
り
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
、
小
川
未
明
文
学
賞
委
員
会

と
上
越
市
の
皆
様
、
文
学
賞
を
支
え
て
こ
ら
れ
た
団
体
の
皆
様
に
、
心
か
ら
感
謝
い
た
し

ま
す
。

　

児
童
文
学
を
書
き
た
い
と
願
う
人
の
、
目
標
に
な
る
賞
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

小川未明文学賞贈呈式

第
24
回 

小
川
未
明
文
学
賞
大
賞
受
賞　
　

こ
う
だ 

ゆ
う
こ

　
　
　
　

 　

（
大
賞
作
品
「
四
年
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
組
」）

小
川
未
明
文
学
賞
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出張おはなし会 ～おもに小学校と児童クラブに行きました～

特別展おはなし会 　10 月 18日（日）

（グループ空）
「小さな草と太陽」では、キーボードの演奏をバッ
クに、小さな草の生長と心の変化の様子を、自作の
絵で表現しました。

（お話の会うさぎ）
子いたちときつねのおばさんの駆け引きが楽しいお
話です。子いたちはどんな知恵できつねのおばさん
をまくことでしょう。

（シャーフの会）
太陽から池の主に任命され自分の池が全世界だと思ってい
たかわず。ある日、ぶよから自分の池がちっぽけでまだま
だ広い世界があることを聞きます。さて、あせったかわず
はどうしたでしょうか。

小川未明文学館ビックブックシアター
小川未明文学館ができて10周年を記念して
特別展が開かれ、合わせて特別展おはなし
会を行いました。

★山の上の木と雲の話　グループさくら
★きつねのおばさん　　お話の会うさぎ
★太陽とかわず　　　　シャーフの会
★小さな草と太陽　　　グループ空
★二度と通らない旅人　未明童話の会

山部小学校（未明童話の会）
「月夜と眼鏡」「牛女」の２つの作品を楽し
みました。皆さん熱心に聞いてくださり、
楽しいおはなし会でした。

上下浜小学校（グループさくら）
　「野ばら」を紹介した後で、「感想を？」
との先生の問いかけに、２年生の男子が「戦
争をしてはいけないと思った」と。その言
葉を聞いて深く感動しました。

出
張
お
は
な
し
会
、
会
員
加
入
の
連
絡
先

　

上
越
市
文
化
振
興
課

　
　

 

〒
943-

0832　

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
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未明ボランティアネットワークだより

発　行：未明ボランティアネットワーク
発行日：2016年５月31日

12

・小川未明文学館ビックブックシアターおはなし会…全24回、延べ参加者330名
・出張おはなし会　(小学校、放課後児童クラブ等)…30ヵ所、1,294名
・特別展おはなし会（小川未明文学館ビックブックシアター）
・会員の研修会（小川未明ゆかりの詩碑巡り）

平成27年度
の活動

文学館でのおはなし会（毎月第２、４日曜に実施）

（シャーフの会）からすねこと　ぺるしゃねこ
黒いからすねこと白いぺるしゃねこ。色彩のコント
ラストとかわいい動きをペープサートを使ってユー
モラスに表現しました。

（グループ空）
真心のとどいた話
貧しくて、村人と米山
の薬師さまにお参りに
行けない女房が、家で
真心をこめて拝み、そ
の心が仏様に届いたと
いうお話です。

（お話の会うさぎ）水車のした話
水車小屋に大雪で閉じ込められた野ねずみが、一冬
水車と交わした会話をかわいく、ある時は切なく水
車が語ります。

　今年度は新グループ「シャーフの会」も
発足して、５グループで活動しました。本
型のスクリーンを使っての映像、パネルシ
アターや絵を使い、そして音響効果も加え
ながら、子ども達にも未明の作品により親
しみを持ってもらえるよう工夫していま
す。今回はその中から各グループで作った
幾つかの作品を紹介します。



16

小川未明関係資料の収集について
協力をお願いします！

　小川未明文学館では、未明に関係する
文学資料の収集に努めています。下記の
資料に関する情報をお持ちの方は、ご連
絡くださいますようお願いします。資料
の寄贈については、特定の場合（すでに
複数点を所蔵している資料等）を除きお
受けしますので、ご不明の点はお問合せ
ください。

【主な収集資料】
１．特別資料
小川未明原稿、書簡、遺品、その他自
筆資料（短冊・書軸等）、写真（オリ
ジナル）、小川未明関係者資料（未明
書簡、献本など）
２．図書
未明作品集（未明生前・没後刊行図
書）、全集・選集（未明作品を一部所
収した資料も含む）、初出雑誌（未明
作品掲載）、未明作品の外国語訳、絵
本・紙芝居
３．参考資料
未明に関する研究論文、エッセイ、記
事（雑誌・新聞等）

● お知らせ ●
 

小
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未
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か
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で
）
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日
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日
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日
が
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日
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翌
日
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日
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翌
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／
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／
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平成2８年度　小川未明文学館カレンダー

６～７月　朗読研修会
　　　　　　６月17日(金)・７月１日(金)・７月15日(金)

６～８月　童話創作講座
　　　　　　６月26日(日)・７月31日(日)・８月７日(日)

７～８月　特別展
　　　　　「小川未明文学賞25周年記念 大賞受賞作品展」
　　　　　　７月30日(土)～８月28日(日)

10～12月 特別展「小川未明　12冊の本展」
　　　　　　10月８日(土)～12月ころ

10月  　　小川未明文学賞締切　31日(月)

10～12月 文学館講座　（全３回）

３月 　　　小川未明文学賞贈呈式

＊通年で、所蔵品紹介の小展示を行っています

未明ボランティアネットワークによるおはなし会
＊毎月第２・４日曜日午後２時から文学館にて開催
＊学校等での出張おはなし会を随時開催


