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今
年
の
七
月
三
十
日
、
児
童
文
学
者
・
新
美
南
吉
の
生
誕
100
年

を
迎
え
ま
す
。
こ
の
機
に
、
そ
の
生
涯
と
作
品
世
界
に
つ
い
て
特

集
い
た
し
ま
す
。
三
人
の
作
家
が
語
る
作
品
の
魅
力
、
児
童
文

学
研
究
者
に
よ
る
解
説
な
ど
を
通
し
、
彼
の
人
と
な
り
や
思
想
を
、

か
い
間
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

い
し
い
　
む
つ
み

　

一
九
五
七
年
、
神
奈
川
県
生

ま
れ
。
出
版
社
勤
務
を
経
て
、

執
筆
活
動
に
入
る
。『
五
月
の

は
じ
め
、
日
曜
日
の
朝
』
で

新
美
南
吉
児
童
文
学
賞
な
ど

を
受
賞
。
著
書
に
「
す
み
れ

ち
ゃ
ん
」
シ
リ
ー
ズ
（
偕
成
社
）

な
ど
。
光
村
図
書
小
学
校
『
国

語
』
教
科
書
編
集
委
員
。

作
家
　
石
井
睦
美

ど
れ
ほ
ど
優
し
く
見
え
た
と
し
て
も

る
。
す
べ
て
の
ラ
ン
プ
を
灯
し
て
、
木
に
ぶ
ら
下

げ
、
そ
れ
に
石
を
投
げ
つ
け
て
は
壊
し
て
い
く
。

ひ
と
つ
ま
た
ひ
と
つ
と
ラ
ン
プ
は
壊
れ
、
消
え
て

い
く
。
三
つ
目
の
ラ
ン
プ
が
消
え
て
な
く
な
っ
た

と
き
、
巳
之
助
は
も
う
ラ
ン
プ
を
壊
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
巳
之
助
の
悔
し
さ
が
伝
わ
る
。
寂

し
さ
が
染
み
る
。

　

そ
ん
な
巳
之
助
に
こ
こ
ろ
を
寄
せ
、
時
代
の
流

れ
を
残
酷
な
も
の
に
感
じ
た
の
は
、
小
学
生
の
と

き
の
こ
と
だ
っ
た
。
以
来
ず
っ
と
、
そ
れ
は
わ
た

し
の
な
か
に
あ
り
続
け
た
。

　

お
と
な
に
な
っ
て
読
み
返
し
た
と
き
、
巳
之
助

が
ラ
ン
プ
を
壊
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
、
い
や
、
ほ

ん
と
う
の
意
味
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

巳
之
助
に
と
っ
て
、
ラ
ン
プ
は
た
だ
の
商
売
道
具

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
巳
之
助
を
経
済
的
に

助
け
、
字
を
覚
え
さ
せ
書
物
を
読
む
こ
と
を
教
え

た
。
つ
ま
り
、
孤
児
の
少
年
巳
之
助
の
親
代
わ
り

と
も
い
え
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
か
け
が
え
の

な
い
も
の
で
あ
り
、
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の

だ
。

　

初
め
て
触
れ
た
南
吉
の
作
品
は
『
お
じ
い
さ
ん

の
ラ
ン
プ
』
だ
っ
た
。

　

孤
児
の
巳み

之の

助す
け

少
年
が
、
町
で
「
花
の
よ
う
に

あ
か
る
い
ガ
ラ
ス
の
ラ
ン
プ
」
を
目
に
す
る
。
巳

之
助
の
住
む
村
で
は
ま
だ
ラ
ン
プ
を
灯
す
家
な
ど

な
か
っ
た
た
め
、
彼
に
は
初
め
、
そ
れ
が
な
ん
な

の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
暗
い
夜
を
あ
か

る
ま
せ
る
う
つ
く
し
い
も
の
は
、
巳
之
助
の
こ
こ

ろ
を
捉
え
、
動
か
し
、
つ
い
に
彼
は
ラ
ン
プ
屋
と

し
て
身
を
た
て
る
に
至
っ
た
。
時
は
流
れ
、
町
に

は
電
気
が
ひ
か
れ
た
。
早
晩
、
そ
れ
は
村
に
も

や
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
受
け
入
れ
が
た
い
思

い
が
巳
之
助
を
苛さ
い
なむ
。
け
れ
ど
、
時
の
流
れ
を
止

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
一
番
に
知
っ
て
い

る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
巳
之
助
自
身
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
電
気
は
あ
の
日
の
巳
之
助
の
ラ
ン
プ
そ
の
も

の
な
の
だ
か
ら
。

　

新
し
か
っ
た
も
の
は
や
が
て
古
い
も
の
と
な

り
、
新
し
く
き
た
も
の
に
、
そ
の
位
置
を
奪
わ
れ

る
。
滅
び
る
も
の
、
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
、

痛
み
や
悲
し
み
が
、
優
し
い
語
り
口
に
滲に
じ

ん
で
い

　

巳
之
助
が
、
幼
少
の
こ
ろ
母
親
を
亡
く
し
た
南

吉
に
重
な
る
。
死
に
よ
っ
て
母
親
を
奪
わ
れ
た
南

吉
は
、
そ
の
不
条
理
を
受
け
入
れ
て
は
い
な
か
っ

た
の
だ
。
い
ち
ば
ん
大
事
な
も
の
を
他
者
に
よ
っ

て
奪
わ
れ
失
わ
れ
る
な
ら
自
分
の
手
で
、
南
吉
は

そ
う
願
わ
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
巳
之
助
は
そ
う
願

わ
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
『
ご
ん
ぎ

つ
ね
』
で
ご
ん
を
殺
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

の
も
同
じ
理
由
か
も
し
れ
な
い
。

　

南
吉
の
文
体
は
優
し
く
静
か
だ
。
で
も
、
そ
の

な
か
に
は
狂
気
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
狂
気
こ
そ

が
、
物
語
に
命
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
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作
家
が
語
る 

南
吉
作
品
の
魅
力
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な
す
だ
　
じ
ゅ
ん

　

一
九
五
九
年
、
静
岡
県

生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
卒
。

一
九
九
五
年
か
ら
ド
イ
ツ
の

ベ
ル
リ
ン
市
に
在
住
。
著
書

に
、
坪
田
譲
治
文
学
賞
受
賞

作
『
ペ
ー
タ
ー
と
い
う
名
の

オ
オ
カ
ミ
』（
小
峰
書
店
）
な

ど
、
共
訳
書
に
『
新
訳　

飛

ぶ
教
室
』（
角
川
つ
ば
さ
文

庫
）
な
ど
が
あ
る
。

　

と
き
と
し
て
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
お
き
る
。

　

で
も
、
そ
ん
な
と
き
こ
そ
、
僕
ら
は
立
ち
止
ま

り
、
も
う
一
度
自
分
の
あ
し
も
と
を
見
つ
め
な
お

す
よ
い
機
会
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

東
日
本
大
震
災
も
そ
う
だ
っ
た
。

　

僕
は
今
、
東
京
と
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
に
、
年

に
半
分
ず
つ
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
当
時

は
ベ
ル
リ
ン
に
い
て
、
入
っ
て
く
る
ニ
ュ
ー
ス
に

胸
を
痛
め
た
。
そ
し
て
、
す
ぐ
に
ド
イ
ツ
の
友
人

た
ち
と
一
緒
に
、
被
災
地
に
向
け
て
支
援
物
資
を

送
る
と
し
た
ら
な
に
が
よ
い
か
と
話
し
合
っ
た
も

の
だ
。
そ
の
一
つ
に
ラ
ン
プ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、

電
気
も
通
ら
な
い
と
こ
ろ
で
使
え
る
か
ら
役
に
立

つ
の
で
は
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
結
局
、
被
災

地
の
受
け
入
れ
が
難
し
い
と
の
こ
と
で
送
ら
な

か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
と
き
、
僕
は
新
美
南

吉
の
『
お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
』
を
思
い
出
さ
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
ン
プ
売
り
の
お
じ
い
さ
ん
が
、
新
し
い
電
灯

時
代
の
到
来
で
商
売
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
た

こ
と
を
嘆
き
、
村
に
電
灯
を
引
き
込
む
こ
と
を
決

め
た
区
長
さ
ん
を
恨
ん
で
家
に
火
を
つ
け
に
い
く
。

そ
こ
で
、
火
打
石
を
使
お
う
と
す
る
が
、
な
か
な

か
火
が
つ
か
ず
、
こ
ん
な
古
く
せ
え
も
の
は
、
い

ざ
と
な
る
と
間
に
合
わ
な
い
の
だ
と
悪
態
を
つ
く
。

だ
が
そ
の
と
き
察
す
る
の
だ
、
世
の
中
が
進
ん
で
、

自
分
の
ラ
ン
プ
こ
そ
、
そ
の
「
古
く
せ
え
」
も
の

に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
。

　

今
に
な
っ
て
、
ラ
ン
プ
の
ほ
う
が
か
え
っ
て
便

利
な
こ
と
も
あ
る
と
思
う
の
は
皮
肉
に
感
じ
る
が
、

こ
の
物
語
の
核
心
は
、
文
明
の
発
達
や
新
し
い
時

代
へ
の
讃
美
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

　

人
と
い
う
も
の
は
弱
い
も
の
だ
。
う
ま
く
い
か

な
か
っ
た
と
き
に
人
の
せ
い
に
し
、
恨
ん
だ
り
妬

ん
だ
り
す
る
。
で
も
、
そ
こ
で
自
分
に
負
け
て
は

だ
め
だ
と
南
吉
は
、
お
じ
い
さ
ん
の
口
を
通
し
て
、

孫
に
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
。

　

後
悔
し
、
改
め
る
。
こ
れ
は
、『
花
の
き
村
と

盗
人
た
ち
』
な
ど
他
の
南
吉
の
物
語
に
も
通
じ
る

世
界
観
で
あ
る
。

　

南
吉
の
扱
う
物
語
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
み
な

ど
こ
か
問
題
が
あ
っ
た
り
、
頼
り
な
か
っ
た
り
す

る
。
そ
ん
な
彼
ら
は
そ
の
弱
み
ゆ
え
に
流
さ
れ
そ

う
に
な
る
が
、
で
も
最
後
で
踏
み
と
ど
ま
り
、
前

を
向
い
て
生
き
よ
う
と
す
る
の
だ
。

　

南
吉
の
物
語
を
読
ん
で
流
す
涙
が
あ
た
た
か
い

の
は
、
あ
あ
、
僕
も
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
な
あ

と
思
い
つ
つ
、
主
人
公
た
ち
の
改
心
と
い
っ
た
生
き

方
に
救
わ
れ
、
ど
こ
か
で
癒
さ
れ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

過
ち
に
気
が
つ
い
た
ら
直
す
。
そ
れ
は
人
と
し

て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
も
の
に
違
い
な
い
。

　

災
害
や
い
じ
め
、
不
況
に
と
揺
れ
る
今
と
い
う

時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
も
う
一
度
、
自
分
を
見
つ
め

る
た
め
に
も
、
ゆ
っ
く
り
南
吉
の
物
語
と
向
き

合
っ
て
み
た
い
と
思
う
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。

作
家
　
那
須
田
　
淳

人
と
し
て
忘
れ
た
く
な
い
も
の
─
─
南
吉
の
物
語
世
界

0405

　

別
の
町
か
ら
越
し
て
き
て
中
学
に
入
っ
た
僕
に

は
友
達
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
、

体
が
小
さ
く
虚
弱
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
い
じ
め

を
受
け
、
学
校
へ
行
く
の
が
辛
く
な
っ
た
。

　

あ
る
日
の
昼
休
み
に
、
い
じ
め
っ
子
達
か
ら
避

難
し
た
い
気
持
ち
か
ら
学
校
の
図
書
室
に
入
っ
た
。

棚
の
本
の
背
表
紙
を
見
て
回
っ
て
す
ぐ
に
、
僕
は

「
新
美
南
吉
」
と
い
う
著
者
名
に
関
心
を
そ
そ
ら

れ
た
。

（
新
し
く
美
し
い
）

　

と
は
何
と
い
い
言
葉
だ
ろ
う
。
い
じ
め
か
ら
逃

れ
た
い
と
い
う
思
い
が
新
し
く
美
し
い
世
界
に
い

る
自
分
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
し
て
抜
き
取
っ
た
童
話
集
で
『
ご
ん
狐ぎ
つ
ね』

を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
新
美
南
吉
作
品
と

出
会
っ
た
。

　

ど
の
作
品
も
僕
に
は
悲
し
く
切
な
く
、
と
り
わ

け
『
ご
ん
狐
』
の
結
末
に
は
涙
を
誘
わ
れ
た
。

（
何
で
撃
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
よ
う
！
）

　

心
で
叫
ん
だ
が
、
そ
れ
は
け
し
て
兵
十
を
咎と
が

め

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

悲
し
く
切
な
く
て
も
そ
の
と
き
の
全
作
品
が
僕

の
心
に
美
し
く
染
み
た
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
だ
っ

た
ろ
う
。

　

高
校
に
進
学
し
て
ま
も
な
く
新
美
南
吉
の
作
品

を
読
み
返
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
読
ん

だ
作
品
に
限
っ
て
の
こ
と
で
、
作
品
の
数
に
し
て

も
三
十
点
に
届
か
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

新
美
作
品
に
は
『
仔
牛
』『
里
の
春
、
山
の
春
』

な
ど
の
よ
う
に
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
て
心
が
温
か
く

な
る
よ
う
な
作
品
も
多
い
の
に
、
い
や
む
し
ろ
、

そ
う
い
う
作
品
の
ほ
う
が
主
流
な
の
に
、
や
は
り
、

読
後
は
悲
し
く
切
な
い
も
の
が
胸
に
染
み
て
く
る
。

そ
れ
が
新
美
南
吉
の
作
品
の
魅
力
で
あ
り
、
か
つ

秘
密
に
僕
に
は
思
え
た
。

　

高
校
か
ら
歩
い
て
十
五
、六
分
の
と
こ
ろ
に
谷や

保ぼ

天
満
宮
が
あ
り
、
そ
の
頃
、
そ
こ
へ
散
策
に

行
っ
た
。
拝
殿
の
横
手
の
ほ
う
に
湧
き
水
の
小
池

が
あ
っ
て
山わ
さ
び葵
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
水
が
湧
い

て
い
る
と
こ
ろ
は
水
面
が
ぼ
こ
ぼ
こ
盛
り
上
が
っ

て
い
た
。

　

そ
の
さ
ま
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
新
美
南
吉
は

湧
き
水
の
よ
う
に
あ
ふ
れ
る
悲
し
み
で
物
語
を
紡

い
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
は
っ
と
思
っ
た
。

そ
の
悲
し
み
は
新
美
南
吉
の
と
て
も
深
淵
で
純
粋

な
人
間
性
か
ら
湧
き
出
て
い
る
も
の
で
、
悲
し
く

辛
い
気
持
ち
で
読
ん
だ
読
者
の
そ
の
悲
し
み
辛
さ

さ
え
も
き
れ
い
に
洗
い
清
め
る
力
を
持
っ
て
い
る
。

　

ず
っ
と
後
年
に
な
っ
て
僕
は
読
み
聞
か
せ
活
動

を
始
め
た
が
、
自
作
の
童
話
を
読
み
聞
か
せ
る
と

き
も
新
美
南
吉
の
悲
し
み
の
力
を
借
り
て
い
る
。

作
家
　
志
茂
田
景
樹

悲
し
み
の
湧
き
水
で
洗
わ
れ
る
世
界

し
も
だ
　
か
げ
き

　

一
九
四
〇
年
、
静
岡
県
生

ま
れ
。
中
央
大
学
法
学
部
卒
。

一
九
七
六
年
、『
や
っ
と
こ
探

偵
』
で
小
説
現
代
新
人
賞
を

受
賞
し
、
執
筆
活
動
を
開
始
。

一
九
八
〇
年
、『
黄
色
い
牙
』

で
直
木
賞
受
賞
。「
よ
い
子
に

読
み
聞
か
せ
隊
」
を
結
成
し
、

全
国
各
地
で
読
み
聞
か
せ
の

活
動
を
行
っ
て
い
る
。
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の
魅
力
で
あ
る
。

　

昭
和
七
年
四
月
、
東
京
外
国
語
学
校
（
現
・
東

京
外
国
語
大
学
）
英
語
部
文
科
に
入
学
。
幼
年
童

話
を
書
き
始
め
、
北
原
白
秋
の
勉
強
会
に
出
席
し
、

傾
倒
し
て
い
た
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
小
説
や
ミ

ル
ン
の
童
謡
の
翻
訳
、
評
論
「
バ
イ
ロ
ン
に
つ
い

て
」
の
執
筆
な
ど
を
し
て
い
る
。
南
吉
が
こ
の
時

期
に
出
会
っ
た
都
会
的
・
西
洋
的
な
文
化
は
、
後

の
創
作
活
動
の
豊
か
な
養
分
と
な
っ
た
。
結
核
の

再
発
に
よ
っ
て
四
年
半
の
東
京
生
活
を
終
え
、
南

吉
は
昭
和
十
一
年
十
一
月
に
帰
郷
す
る
。
以
後
は

半
田
で
、
美
し
い
自
然
と
素
朴
な
人
々
に
詩
を
見

い
出
し
な
が
ら
創
作
を
続
け
、
昭
和
十
八
年
三
月

二
十
二
日
に
、
喉
頭
結
核
の
た
め
二
十
九
歳
七
ヶ

月
の
短
い
生
涯
を
閉
じ
た
。

　

南
吉
の
幼
年
童
話
は
五
十
編
あ
る
。
そ
の
内
の

約
三
十
編
は
東
京
外
国
語
学
校
四
年
生
の
昭
和
十

年
五
月
に
書
か
れ
た
。
南
吉
が
「
い
い
兄
さ
ん
」

と
慕
っ
て
い
た
巽た
つ
み

聖せ
い

歌か

（
※
）
か
ら
、
幼
年
童
話

集
出
版
の
話
が
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、
実
現
は
し
な

か
っ
た
。
い
ず
れ
も
原
稿
用
紙
三
枚
ほ
ど
の
短
い

話
な
の
に
、
南
吉
が
評
論
「
童
話
に
於お

け
る
物
語

性
の
喪
失
」（
昭
和
十
六
年
）
で
主
張
し
た
物
語

性
─
─
「
文
体
の
簡
潔
、
明
快
、
生
新
さ
、
内
容

の
面
白
さ
」
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
と
動
物
と
の
、

ほ
の
ぼ
の
と
し
た
交
流
を
描
く
「
こ
ぞ
う
さ
ん
の

お
き
ょ
う
」「
里
の
春
、
山
の
春
」、
ア
ン
デ
ル
セ

ン
を
連
想
さ
せ
る
幻
想
的
な
「
木
の
祭
」「
去
年

の
木
」、
哲
学
的
な
「
か
げ
」、
意
表
を
つ
く
（
反

転
す
る
）
結
末
が
面
白
い
「
飴あ
め

だ
ま
」「
赤
い
ろ

う
そ
く
」
な
ど
、
多
様
な
世
界
が
開
花
し
て
い
る
。

ナ
ン
セ
ン
ス
な
お
か
し
さ
が
あ
り
、
幼
い
人
の
柔

ら
か
く
み
ず
み
ず
し
い
心
に
届
く
優
し
さ
で
語
ら

れ
て
い
て
、
教
材
や
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
に
向

く
作
品
が
多
い
。

子
ど
も
が
抱
く
哀
し
み

　

幼
年
童
話
「
で
ん
で
ん
む
し
の　

か
な
し
み
」

は
、
平
成
十
年
九
月
に
イ
ン
ド
で
開
催
さ
れ
た
Ｉ

Ｂ
Ｂ
Ｙ
（
国
際
児
童
図
書
評
議
会
）
世
界
大
会
で

の
ビ
デ
オ
に
よ
る
講
演
で
、
皇
后
美
智
子
様
が
幼

年
期
に
心
の
支
え
に
な
っ
た
話
と
し
て
言
及
さ
れ
、

注
目
を
浴
び
た（『
橋
を
か
け
る
』文
藝
春
秋
）。〈
人

は
誰
で
も
悲
し
み
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自

分
で
自
分
の
悲
し
み
に
耐
え
な
い
と
い
け
な
い
〉

と
い
う
南
吉
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
子
ど
も
た
ち
が

生
き
る
こ
と
を
つ
ら
く
感
じ
る
時
の
心
の
支
え
と

な
る
。
南
吉
は
、
一
貫
し
て
こ
の
こ
と
を
作
品
で

書
き
続
け
た
。

　

東
京
外
国
語
学
校
卒
業
後
、
失
恋
・
発
病
・

失
業
と
い
う
人
生
最
悪
の
時
期
を
経
て
、
昭
和

十
三
年
に
県
立
安
城
高
等
女
学
校
に
就
職
。
社
会

的
・
経
済
的
に
も
健
康
面
で
も
安
定
を
得
た
南
吉

は
、
友
人
で
満
州
に
い
た
江
口
榛し
ん

一い
ち

か
ら
「
哈ハ

爾ル

賓ピ
ン

日
日
新
聞
」
と
い
う
発
表
の
場
を
与
え
ら
れ

て
、
意
欲
的
に
創
作
を
始
め
る
。
昭
和
十
四
年

か
ら
十
六
年
に
か
け
て
、「
久き
ゅ
う

助す
け

君
の
話
」「
屁へ

」

「
川
」「
嘘う
そ

」
な
ど
の
子
ど
も
を
主
人
公
に
内
面
を

描
く
連
作
を
発
表
。
特
に
、
学
校
で
は
お
ど
け
者

の
兵へ
い

太た

郎ろ
う

が
と
っ
く
み
あ
い
の
後
で
見
せ
た
寂
し

げ
な
表
情
に
驚
き
、
久
助
が
「
一
つ
の
新
し
い
悲

し
み
」
を
抱
く
「
久
助
君
の
話
」
を
重
視
し
て
い

た
。
こ
の
作
品
で
、
南
吉
は
、
子
ど
も
の
屈
折
し

た
心
（
悲
し
み
・
孤
独
・
不
安
・
懐
疑
・
エ
ゴ
・

劣
等
感
な
ど
）
に
着
眼
し
、新
し
い
表
現
技
法
（
子

ど
も
の
内
面
を
子
ど
も
自
身
に
独
モ
ノ
ロ
ー
グ白で
語
ら
せ
る

手
法
）
を
試
み
て
成
功
し
た
か
ら
だ
。〈
何
と
い

う
こ
と
か
。
い
っ
た
い
、
こ
れ
は
誰
だ
ろ
う
。
な

ん
だ
、
や
は
り
兵
太
郎
君
じ
ゃ
な
い
か
。〉
と
い

児
童
文
学
研
究
者

　
谷
　
悦
子

南
吉
の
生
涯

　

新
美
南
吉
は
、
愛
知
県
知
多
半
島
の
東
海
岸

に
あ
る
半
田
町
（
現
・
半
田
市
）
で
、
大
正
二

（
一
九
一
三
）
年
七
月
三
十
日
に
、
父
・
渡
辺
多

蔵
、
母
・
り
ゑ
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
本
名

は
正し
ょ
う

八は
ち

。
父
が
好
き
だ
っ
た
講
談
師
の
柳
川
庄
八

に
由
来
し
、
生
後
す
ぐ
に
亡
く
な
っ
た
兄
の
名
を

継
い
だ
。
四
歳
で
母
・
り
ゑ
を
失
い
、
二
年
後
に

継
母
・
志
ん
が
来
て
異
母
弟
の
益
吉
が
生
ま
れ
て

い
る
。
八
歳
の
時
、
叔
父
（
母
の
弟
）
が
死
去
し

た
た
め
母
方
の
新
美
家
の
養
子
と
な
り
、
戸
籍
上

は
新
美
正
八
と
な
っ
た
。
養
家
で
血
の
つ
な
が
ら

な
い
祖
母
と
二
人
き
り
で
過
ご
し
た
寂
し
い
幼
年

期
の
体
験
は
、
最
晩
年
の
「
小
さ
い
太
郎
の
悲
し

み
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
六
年
、
県
立
半
田
中
学
校
を
卒
業
後
、
岡

崎
師
範
学
校
を
受
験
し
た
が
体
格
検
査
で
不
合
格

と
な
り
、
母
校
の
半
田
第
二
尋
常
小
学
校
の
代
用

教
員
を
勤
め
る
。
十
七
歳
の
南
吉
は
、こ
の
時「
ご

ん
狐ぎ
つ
ね」
を
作
り
、
子
ど
も
た
ち
に
実
際
に
語
っ
て

聞
か
せ
た
。
こ
の
年
の
一
月
に
復
刊
し
た
『
赤
い

鳥
』
に
、童
話
（
鈴
木
三
重
吉 

選
）
と
童
謡
（
北

原
白
秋 

選
）
を
熱
心
に
投
稿
し
、「
ご
ん
狐
」
は

翌
年
の
『
赤
い
鳥
』
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
中
学
二
年
頃
か
ら
創
作
を
始
め
た
南
吉
は
、

日
記
に
「
悲
哀
、
即
ち
愛
を
含
め
る
ス
ト
ー
リ
ィ

を
か
こ
う
」
と
記
し
て
い
る
が
、
初
期
の
代
表
作

「
ご
ん
狐
」
に
は
、
こ
の
考
え
が
反
映
し
て
い
る
。

〈
孤
独
な
魂
が
愛
を
求
め
て
奏
で
る
哀
切
な
響
き

の
美
し
さ
〉
と
〈
い
じ
ら
し
く
、
優
し
く
、
ひ
た

む
き
な
ご
ん
狐
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
〉
と
が
、
作
品

0607

半田中学校時代の南吉

『赤い鳥』（昭和７年１月号）と，掲載された「ごん狐」

※白秋のまな弟子で「たきび」を作った童謡詩人。
　南吉童話を世に出すことに尽力した人。

安城高等女学校教員時代の南吉

新
美
南
吉 

人
と
作
品
　
─
─
哀
の
あ
る
愛
の
世
界
─
─
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た
に
　
え
つ
こ

　

一
九
四
四
年
、
徳
島
県
生
ま
れ
。
大
阪
市
内
の
公
立
小
学
校
教
諭
、
梅
花

女
子
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
、
同
大
学
名
誉
教
授
。
著
書
に
『
新
美
南
吉
童

話
の
研
究
』（
く
ろ
し
お
出
版
）、『
ま
ど
・
み
ち
お　

詩
と
童
謡
』（
創
元
社
）

な
ど
、
編
書
に
『
新
美
南
吉
詩
集
』（
ハ
ル
キ
文
庫
）
な
ど
が
あ
る
。

う
よ
う
に
。
昭
和
八
年
に
書
か
れ
た
評
論
「
外
か

ら
内
へ
」
で
の
主
張
〈
子
ど
も
の
内
側
に
入
っ
て

子
ど
も
の
五
感
で
世
界
を
捉
え
よ
う
〉
を
、
実
作

と
し
て
結
実
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

よ
く
知
っ
て
い
る
人
間
の
全
く
別
の
側
面
を
見

た
五
年
生

4

4

4

の
久
助
君
の
驚
き
（
悲
し
み
）
に
つ
い

て
、
大
阪
の
小
学
六
年
生
の
子
ど
も
は
ア
ン
ケ
ー

ト
で
、「
大
人
に
な
る
道
を
一
歩
進
ま
し
た
重
大

な
発
見
だ
」「
私
た
ち
が
な
や
ん
で
い
る
こ
と
を

と
い
て
く
れ
る
」
と
感
想
を
書
い
て
い
た
。「
久

助
君
の
話
」
は
、
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
過
渡
期

に
あ
る
子
ど
も
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
自
分
が

自
分
で
あ
る
こ
と
）
を
覚
醒
さ
せ
る
。

　

南
吉
は
、
安
城
高
等
女
学
校
で
、
南
吉
の
赴
任

と
と
も
に
入
学
し
た
十
三
歳
の
少
女
た
ち
（
十
九

回
生
）
を
卒
業
ま
で
の
四
年
間
担
任
し
、
熱
心
に

日
記
指
導
を
し
た
。
そ
の
中
で
、
思
春
期
の
子
ど

も
た
ち
が
抱
く
悲
し
み
・
喜
び
・
悩
み
、
物
事
に

対
す
る
感
じ
方
や
考
え
方
と
実
際
に
出
会
い
、
作

品
に
反
映
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

昭
和
十
八
年
一
月
に
、
南
吉
は
の
ど
の
痛
み
に

耐
え
な
が
ら
、
再
び
子
ど
も
を
主
人
公
に
し
た

「
小
さ
い
太
郎
の
悲
し
み
」「
疣い
ぼ

」「
狐
」
を
書
い
た
。

こ
の
三
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
角
度
で
、
子

ど
も
が
人
間
と
し
て
成
長
し
て
い
く
過
程
で
必
要

な
人
生
上
の
認
識
が
、
完
成
度
の
高
い
洗
練
さ
れ

た
文
体
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。「
小
さ
い

が
〈
世
の
た
め
人
の
た
め
に
な
る
生
き
方
〉
を
模

索
す
る
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い

う
テ
ー
マ
を
描
く
た
め
に
は
、
社
会
と
時
代
に
関

わ
っ
て
生
き
て
き
た
大
人
の
主
人
公
を
必
要
と
し

た
わ
け
だ
が
、
南
吉
の
名
を
不
朽
の
も
の
と
し
た

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
子
ど
も
た
ち
に
〈
人
は
い
か

に
生
き
る
べ
き
か
〉
を
語
っ
て
い
る
。

　

な
か
で
も
「
お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
」
は
、
主

題
・
構
成
・
表
現
の
い
ず
れ
の
点
で
も
児
童
文
学

と
し
て
の
完
成
度
が
高
く
、
深
い
美
し
さ
が
あ
る
。

太
郎
の
悲
し
み
」
は
〈
泣
い
て
も
消
す
こ
と
の
で

き
な
い
悲
し
み
〉
を
、「
疣
」
は
笑
い
を
織
り
こ

み
な
が
ら
〈
悲
し
み
に
耐
え
る
力
〉
を
描
き
、
心

の
面
で
困
難
な
時
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
へ
の

励
ま
し
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
「
狐
」
は
、

初
期
の
「
ご
ん
狐
」「
手
袋
を
買
い
に
」
と
中
期

の
久
助
君
シ
リ
ー
ズ
の
融
合
形
で
、
祭
り
の
晩
に

新
し
い
下
駄
を
は
い
た
た
め
に
、
友
だ
ち
か
ら
狐

が
憑つ

い
た
と
疎
外
さ
れ
て
悲
し
む
文ぶ
ん

六ろ
く

を
母
親
が

十
三
歳
の
少
年
で
孤
児
の
巳み

之の

助す
け

は
、
つ
ね
づ
ね

身
を
立
て
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、〈
自
分
の
た

め
の
立
身
〉
が
〈
人
の
た
め
〉
に
も
な
る
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
。
最
初
の
ラ
ン
プ
屋
で
は
、「
お

金
も
も
う
か
っ
た
が
」
自
分
の
村
の
暗
い
家
々

に
「
文
明
開
化
の
明
る
い
火
を
一
つ
一
つ
と
も
し

て
ゆ
く
」
の
が
喜
び
で
も
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
。

そ
し
て
「
青
や
か
な
光
」
の
「
花
の
よ
う
に
明
る

い
ガ
ラ
ス
の
ラ
ン
プ
」
は
、
商
品
以
上
に
美
へ
の

憧
れ
と
文
明
の
象
徴
で
あ
り
「
希
望
の
ラ
ン
プ
」

と
し
て
存
在
す
る
。
電
気
が
登
場
す
る
と
、「
世

の
中
の
た
め
に
な
る
新
し
い
し
ょ
う
ば
い
に
か
わ

ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
巳
之
助
は
本
屋
に
な

る
。
電
気
屋
で
は
な
く
本
屋
に
な
っ
た
の
は
、「
字

が
読
め
な
い
じ
ゃ
、
ま
だ
ほ
ん
と
う
の
文
明
開
化

じ
ゃ
ね
え
」
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
る
が
、
物
質

文
明
以
上
に
精
神
文
明
の
大
切
さ
を
主
張
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
主テ
ー
マ題

の
深
さ
が
あ
る
。

　

こ
の
作
品
の
美
し
さ
は
、
大
野
の
町
で
初
め
て

見
た
「
出
会
い
の
ラ
ン
プ
の
明
る
さ
（
希
望
）」
が
、

電
気
の
登
場
に
よ
っ
て
暗
く
屈
折
（
絶
望
）
し
た

後
に
、
半
田
池
で
の
光
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
「
別
れ
の

ラ
ン
プ
の
明
る
さ
（
煩は
ん

悶も
ん

を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
後
の

希
望
）」
へ
と
発
展
し
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
生
ま

れ
て
く
る
。
巳
之
助
の
人
間
と
し
て
の
成
長
の
過

程
が
、
明
と
暗
の
対
照
法
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

半
田
池
の
ま
わ
り
の
木
に
つ
る
し
た
な
つ
か
し
い

ラ
ン
プ
を
パ
リ
ー
ン
と
割
っ
た
時
、
巳
之
助
の
目

に
は
涙
が
う
か
び
、
ラ
ン
プ
へ
の
愛
は
哀
に
変
わ

る
。
人
物
の
動
き
の
中
に
自
然
描
写
を
織
り
こ
み
、

視
覚
と
聴
覚
を
響
き
あ
わ
せ
て
、
詩
的
な
「
光
の

世
界
」
を
創
り
出
し
て
い
る
。

　

構
成
は
、
全
体
を
現
在
→
過
去
→
現
在
と
い
う

回
帰
型
に
す
る
こ
と
で
、
孫
の
東と
う

一い
ち

君
が
祖
父
の

若
か
っ
た
時
間
を
共
に
生
き
、
が
み
が
み
叱
る
だ

け
の
老
人
だ
と
思
っ
て
い
た
「
お
じ
い
さ
ん
は
え

ら
か
っ
た
ん
だ
」
と
感
動
し
て
認
識
を
変
え
、
本

屋
を
営
む
自
分
の
家
の
来
歴
を
知
る
と
い
う
巧
妙

な
プ
ロ
ッ
ト
（
因
果
関
係
）
に
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
作
品
を
味
わ
い
深
く
し
て
い
る
。

＊　

＊　

＊

　

南
吉
文
学
の
背
後
に
は
、
静
か
で
青
い
海
に
囲

ま
れ
た
柔
ら
か
な
緑
と
光
の
豊
か
な
知
多
半
島
が
、

南
吉
の
精
神
風
土
と
な
っ
て
広
が
っ
て
い
る
。
そ

の
基
調
に
は
、
の
び
や
か
な
明
る
さ
、
清せ
い

冽れ
つ

さ
、

透
明
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
郷
土
の
美
し
い
自
然

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

無
償
の
愛
で
包
む
物
語
で
あ
る
。
南
吉
は
創
作
活

動
の
最
後
に
、
母
と
い
う
最
も
身
近
な
大
人
の
愛

4

4

4

4

4

4

4

に
守
ら
れ
た
子
ど
も
の
〈
寂
し
さ
・
悲
し
み
〉
を

描
き
、
安
心
感
の
あ
る
世
界
（
子
ど
も
に
と
っ
て

何
が
大
切
か
）を
提
示
し
た
。「
狐
」は
ま
さ
に〈
哀

の
あ
る
愛
の
ス
ト
ー
リ
ー
〉
で
あ
る
。

無
償
の
愛
に
生
き
る

大
人
の
主
人
公

　

南
吉
は
人
生
最
悪
の
昭
和
十
二
年
に
、
思
想
の

根
幹
と
な
る
次
の
よ
う
な
認
識
に
達
し
た
。

 

「
人
と
い
ふ
も
の
は
皆
窮き
ゅ
う

極き
ょ
くに

於お
い

て
エ
ゴ
イ
ス
ト

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
る
と
き
わ
れ
わ
れ
は
完

全
な
孤
独
の
中
に
つ
き
お
と
さ
れ
る
」
が
、「
こ

こ
で
へ
た
ば
つ
て
は
い
け
な
い
。
こ
こ
を
通
り
ぬ

け
て
わ
れ
わ
れ
は
自
己
犠
牲
と
報
ひ
を
求
め
な
い

愛
と
の
築
設
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
う

い
ふ
試
練
を
経
て
来
た
後
の
愛
は
い
か
に
こ
の
世

を
す
み
よ
い
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
」（
日

記　

昭
和
十
二
年
三
月
一
日
付
）。

　

そ
し
て
、
病
気
が
悪
化
し
て
死
を
覚
悟
す
る
昭

和
十
七
年
四
月
と
五
月
に
、
大
人
を
主
人
公
に
し

た
「
お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
」「
牛
を
つ
な
い
だ

椿
の
木
」「
鳥
右
衛
門
諸
国
を
め
ぐ
る
」
な
ど
六

編
を
集
中
的
に
書
く
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、〈
孤

独
を
通
り
ぬ
け
て
無
償
の
愛
を
〉
と
い
う
思
想

安城高等女学校で担任した19 回生との写真（中央が南吉）

昭和 12 年３月１日付の日記



新美南吉
　  生誕　　 年100

人形劇俳優　
たいら じょう

1981年，北海道生まれ。
操演者自らも参加しなが
ら進行する独自のスタイ
ルで，全ての役柄を一人
で演じ分けるとともに，
脚本・演出・音楽・美術
も手がける。子ども向け
のオリジナル作品の厚
生労働大臣表彰など受
賞多数。

公式ウェブサイト：
http://tairajo.com

い
た
い
。
た
ぶ
ん
、
原
作
者
の
新
美
南
吉
も
そ
う

願
っ
て
い
る
は
ず
。
だ
か
ら
、
あ
え
て
描
か
ず
に
、

私
の
演
技
を
通
し
て
想
像
し
て
も
ら
う
ん
で
す
」

と
、
彼
は
語
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
想
像
力
に
ゆ

だ
ね
る
か
ら
こ
そ
共
感
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
見
る

者
の
心
を
動
か
す
の
で
し
ょ
う
。

　

作
品
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
の
出
会
い
は
、
小
学

校
の
教
科
書
で
し
た
。
読
ん
で
衝
撃
を
受
け
、
人

形
劇
俳
優
と
し
て
生
き
る
中
で
、
こ
の
作
品
は
当

然
、
演
じ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
い
続
け
て
き

た
の
だ
と
い
い
ま
す
。
他
の
人
た
ち
の
舞
台
を
見

る
に
つ
れ
、「
自
分
の
思
う
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
は

こ
う
。
自
分
の
思
う
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
を
作
ら
な

き
ゃ
」と
い
う
思
い
が
高
ま
り
、創
作
に
至
り
ま
す
。

　

彼
は
続
け
ま
す
。「
私
の
人
形
劇
は
、『
見
る
文

学
・
見
る
読
書
』
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
五
感
を

使
い
、
ど
っ
ぷ
り
と
作
品
に
浸
り
、
新
美
南
吉
の

本
を
読
み
終
え
た
と
き
の
幸
福
感
・
満
足
感
を
味

わ
っ
て
も
ら
い
た
い
」。
た
い
ら
氏
の
人
形
劇
を

通
し
、
南
吉
の
思
想
や
世
界
観
に
い
っ
そ
う
近
づ

く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

　

人
形
は
、
き
つ
ね
の
頭
と
尾
の
み
。
舞
台
に
は

黒
い
平
台
が
一
つ
だ
け
。
た
い
ら 

じ
ょ
う
氏
の

創
り
あ
げ
た
人
形
劇
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
は
、
余
計

な
も
の
を
極
限
ま
で
そ
ぎ
落
と
し
、
観
客
の
想
像

力
が
入
り
込
む
余
地
を
残
し
た
中
で
繰
り
広
げ

ら
れ
ま
す
。「
ご
ん
」
以
外
の
人
物
に
つ
い
て
は
、

彼
自
身
が
俳
優
と
し
て
演
じ
る
の
だ
と
い
い
ま
す
。

「
舞
台
の
上
に
は
彼
岸
花
も
な
い
し
、
川
も
流
れ

て
い
な
い
。
で
も
、
そ
こ
に
存
在
し
な
い
も
の
を

見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
演
劇
の
い
ち
ば
ん

の
魅
力
で
す
。『
彼
岸
花
が
赤
い
き
れ
の
よ
う
に

咲
き
続
く
』
景
色
を
お
客
さ
ん
に
見
せ
た
い
と
き

に
、
そ
れ
を
絵
で
描
い
て
し
ま
っ
た
ら
そ
こ
ま
で
。

私
は
、
受
け
取
り
手
そ
れ
ぞ
れ
に
、
自
分
が
い
ち

ば
ん
美
し
い
と
思
う
そ
の
景
色
を
想
像
し
て
も
ら

1011

南
吉
に
魅
せ
ら
れ
て

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
美
し
い
文
体
で
多
く
の
物
語
を
紡
い
で
き
た
新
美
南
吉
。

そ
の
作
品
の
世
界
は
、
今
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
に
よ
っ
て
姿
を
現
し
、
広
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
う
ち
、
ほ
ん
の
い
く
つ
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

人
形
劇
俳
優  

た
い
ら 
じ
ょ
う

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

人
形
劇

   ©TELECOM ANIME

テレコム・アニメーションフィルム制作／
25分／税込み1,400円
※公式ウェブサイトにて販売。
http://www.telecom-anime.com

シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
作
品
で
す
。
文
化
庁
の
若
手
ア

ニ
メ
ー
タ
ー
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
制
作
さ

れ
ま
し
た
。

　

作
中
で
は
、「
村
人
た
ち
の
生
活
を
明
る
く
し

た
い
」
と
い
う
主
人
公
・
巳み

之の

助す
け

の
真
っ
す
ぐ
な

心
根
と
、
変
わ
り
ゆ
く
時
代
が
、
温
か
く
色
彩
豊

か
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ラ
ン
プ
と
電
気
の
光
の
、

微
妙
な
描
き
分
け
は
、
見
る
者
の
目
を
奪
い
ま
す
。

　

南
吉
に
と
っ
て
初
め
て
の
童
話
集
の
表
題
作

「
お
ぢ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
」
が
脚
色
・
ア
ニ
メ
ー

「
お
ぢ
い
さ
ん
の
ラ
ン
プ
」

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

劇団 オクムラ宅

俳優・演出家の奥村拓が主
宰する演劇ユニット。2010
年４月に旗揚げ。
同氏は，1980年，福井県
生まれ。2012年10月，『ま
ばたき』で AAF 戯曲賞最
終候補。

公式ウェブサイト：
http://okumurataku.com

　

新
美
南
吉
自
身
の
生
き
方
を
取
り
上
げ
た
演
劇
。

南
吉
の
残
し
た
日
記
や
詩
を
も
と
に
、
彼
の
十
八

歳
か
ら
二
十
二
歳
頃
ま
で
の
出
来
事
が
物
語
と
し

て
描
か
れ
ま
す
。

　

脚
本
は
、
南
吉
の
日
記
や
詩
の
引
用
と
、
南
吉

の
人
物
像
を
解
説
す
る
よ
う
な
語
り
と
で
構
成
さ

れ
ま
す
。
脚
本
・
演
出
家
は
奥お
く

村む
ら

拓た
く

氏
。
彼
に
よ

れ
ば
、
本
作
品
の
劇
作
家
と
し
て
、「
南
吉
を
知

劇
団  

オ
ク
ム
ラ
宅

「
新
美
南
吉
の
日
記

 1
9

3
1

-1
9

3
5

」

演
劇

ら
な
い
人
に
は
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
」「
知
っ

て
い
る
人
に
は
も
っ
と
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
」

と
い
う
二
つ
の
使
命
を
も
っ
て
作
品
作
り
に
臨
ん

だ
と
の
こ
と
で
す
。

　

 

「
南
吉
の
作
品
が
大
好
き
で
、
演
劇
の
モ
チ
ー

フ
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
あ
る
と
き
、
俳
優
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
用
の
テ
キ
ス
ト
探
し
を
し
て
い
て
、
南
吉
の
日

記
に
出
会
い
、
こ
れ
を
題
材
に
演
劇
を
作
ろ
う
と

思
い
至
り
ま
し
た
。
僕
の
『
新
美
南
吉
論
』
が
ダ

イ
レ
ク
ト
に
伝
わ
る
脚
本
に
な
っ
て
い
る
は
ず
」

と
語
り
ま
す
。
奥
村
氏
が
捉
え
、
魅
了
さ
れ
た
南

吉
像
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
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展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　

芝
生
で
覆
わ
れ
た
波
打
つ
よ
う
な
屋
根
を
も
つ

新
美
南
吉
記
念
館
。
南
吉
が
生
ま
れ
育
っ
た
愛
知

県
半
田
市
岩や

滑な
べ

の
田
園
風
景
と
調
和
す
る
よ
う
、

建
物
全
体
を
地
下
に
埋
め
る
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て

い
ま
す
。
一
九
九
四
年
六
月
の
開
館
以
来
、
多
く

の
入
館
者
が
訪
れ
る
場
所
で
す
。

100
年
記
念
イ
ベ
ン
ト

　

新
美
南
吉
生
誕
100
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、

同
館
が
掲
げ
た
の
は
「
初
め
て
の
南
吉
、
再
び
出

逢
う
南
吉
」
と
い
う
言
葉
だ
と
い
い
ま
す
。
子
ど

も
に
は
、
こ
れ
を
機
に
南
吉
の
作
品
に
巡
り
会
っ

て
ほ
し
い
、
大
人
に
は
も
う
一
度
接
し
て
み
て
ほ

し
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
頃
、
だ
れ
も
が
一
度
は
触
れ
た
こ
と

　

同
館
で
は
、
先
頃
、
二
〇
一
三
年
の
新

美
南
吉
生
誕
100
年
に
先
立
っ
て
、
大
が
か

り
な
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
い
ま
し
た
。

南
吉
や
そ
の
作
品
の
理
解
、
ま
た
、
授
業

の
た
め
の
教
材
研
究
に
資
す
る
展
示
も
、

こ
れ
ま
で
以
上
の
充
実
ぶ
り
を
見
せ
て
い

ま
す
。
そ
の
主
な
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

が
あ
る
は
ず
の
南
吉
の
世
界
で
す
が
、
時
を
経
て
、

大
人
に
な
っ
て
か
ら
再
会
す
る
と
、
ま
た
違
っ
た

印
象
や
味
わ
い
を
感
じ
る
は
ず
で
す
。
南
吉
の
大

切
に
し
た
こ
と
、
語
り
か
け
る
言
葉
が
、
違
う
響

き
を
も
っ
て
届
い
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

生
誕
100
年
を
き
っ
か
け
に
、
子
ど
も
と
大
人
に
、

南
吉
作
品
を
間
に
置
い
て
、
語
り
合
っ
て
も
ら
え

た
ら
と
い
う
思
い
の
も
と
、
魅
力
的
な
展
覧
会
や

イ
ベ
ン
ト
が
さ
ま
ざ
ま
に
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
美
南
吉
記
念
館
へ
行
こ
う

「
新
美
南
吉
記
念
館
」（
愛
知
県
半
田
市
）
で
は
、
新
美
南
吉
の
生
誕
100
年
を
記
念

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
足
を
運
び
、

南
吉
が
育
っ
た
半
田
市
の
空
気
と
風
を
感
じ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　  「手袋を買いに」の帽子屋
　作中，子ぎつねが手袋を買い求めた帽子屋の正面部分が，原寸大で再
現されている。隣に作りつけられた本屋の入り口は，図書室への入り口と
なっている。

　 「ごんぎつね」のはりきり網
　展示室内には，兵十が魚を捕るときに使っ
ていたはりきり網の実物が展示されている。
写真やイラストでは分かりにくい，大きさや質
感を確かめることができる。

　「ごんぎつね」草稿
　デジタル資料閲覧コーナーでは，南吉直
筆の原稿や手紙などをスキャニングした画像
を閲覧することができる。ノートに書かれた

「ごんぎつね」の草稿が，全ページにわたっ
て閲覧可能となった。　

  2013 年開催　
  新美南吉生誕100年記念イベント

●新美南吉生誕100年没後70年記念　
　五木寛之講演会

3月24日（日）／雁
かり

宿
やど

ホール（半田市福祉文化会館）
　人間のエゴと美しい生き方を描く南吉文学を，作家・五
木寛之氏が語る。

●生誕100年記念特別展
7月13日（土）～ 10月27日（日）／新美南吉記念館
　南吉文学とふるさと知多半島との関わりを紹介。

  【新美南吉生誕祭】※会場は雁宿ホール。

●開幕式典・ことばの杜朗読会　
7月27日（土）
　元NHKアナウンサーと市内の小学生らによる南吉作品
の朗読会。

●生誕100年記念シンポジウム　
8月3日（土）
　南吉童話における，声に出し，耳から味わうことの大
切さを考えるシンポジウム。

●南吉の愛したクラシック音楽
8月4日（日）
　名古屋フィルによる演奏と中京テレビアナウンサーに
よる南吉作品の朗読。

※この他にもたくさんのイベントが予定されています。

新美南吉記念館
■所在地
〒475-0966　愛知県半田市岩滑西町1-10-1
TEL：0569-26-4888
URL：http://www.nankichi.gr.jp
■開館時間
9:30 ～ 17:30
■休館日
毎週月曜日・毎月第２火曜日（祝日・振替休日
のときは開館し，その翌日が休館となる）・年
末年始
■観覧料
210円（中学生以下無料）
団体20名以上は各160円


