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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


