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新
美
南
吉
は
今
か
ら
八

十
年
前
の
三
月
二
十

二
日
に
亡
く
な
り

ま
し
た
。
半
田
市
で
は
南
吉
の

命
日
を
「
貝
殻
忌
」
と
呼
ん
で

毎
年
記
念
行
事
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
数
年
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
中
止
が
続

い
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
三

月
十
八
日
（
土
）
～
二
十
二
日

（
水
）
に
か
け
て
、
大
々
的
に

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

期
間
中
は
、
南
吉
作
品
を
朗

読
や
講
談
、
琵
琶
の
演
奏
な
ど

で
楽
し
め
た
ほ
か
、
忌
名
の
由

来
と
な
っ
た
南
吉
の
詩「
貝
殻
」

の
碑
が
立
つ
雁
宿
公
園
で
ネ
イ

チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
を
開
催
し
ま
し

た
。
作
品
に
出
て
く
る
植
物
を

探
し
て
ビ
ン
ゴ
カ
ー
ド
を
埋
め

た
り
、
貝
殻
笛
を
作
っ
た
り
、

そ
う
し
た
遊
び
を
通
し
て
、
南

吉
を
偲
ん
で
も
ら
え
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
命
日
当
日
に
は
、
四

年
ぶ
り
と
な
る
「
貝
殻
忌
」
式

典
も
行
い
ま
し
た
。
今
年
は

新
美
南
吉
生
誕
百
十
年
で
す
。

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
〝
さ
あ

こ
の
泉
を
汲
ん
で
く
れ
〟
は
、

南
吉
の
詩
「
泉
」
か
ら
取
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
ス
ト
ッ
プ
モ
ー

シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
ご

ん
」
で
兵
十
役
を
つ
と
め
た
声

優
の
入
野
自
由
さ
ん
を
お
呼
び

し
、
こ
の
「
泉
」
を
朗
読
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
穏
や
か
で

あ
り
な
が
ら
、
力
強
く
訴
え
か

け
る
よ
う
な
朗
読
か
ら
は
、
自

身
の
作
品
を
〝
汲
ん
で
く
れ
〟

と
う
た
う
南
吉
の
想
い
が
見
え

る
よ
う
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
地
元
の
つ
ば
さ
幼

稚
園
の
園
児
た
ち
が
「
貝
殻
」

の
歌
を
披
露
し
て
、
式
典
は
閉

幕
へ
。
快
晴
の
空
の
下
、
朗
々

と
子
ど
も
た
ち
の
明
る
い
声
が

響
き
ま
し
た
。

①①③③

②②

新美南吉没後80年「貝殻忌」
①「貝殻」を歌うつばさ幼稚園の園児たち
② 詩「泉」の朗読（声優・入

いり

野
の

自
み ゆ

由さん）
③ ネイチャーゲームで南吉の「貝殻」詩碑を訪れる

参加者（雁宿公園にて）
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ま
た
「
貝
殻
忌
」
の
行
事
と

し
て
、
三
月
十
九
日
（
日
）
に

新
美
南
吉
生
誕
百
十
年
記
念
レ

ク
チ
ャ
ー
＆
コ
ン
サ
ー
ト
「
音

楽
で
た
ど
る
新
美
南
吉
の
生

涯
」
も
開
催
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
南
吉
の
ふ
る
さ
と
半
田
と
彼

が
女
学
校
教
師
と
し
て
赴
任
し

た
安
城
で
の
連
続
企
画
で
す
。

南
吉
の
生
涯
を
前
・
後
半
に
わ

け
、
半
田
篇
で
は
幼
少
期
～
東

京
外
国
語
学
校
学
生
時
代
ま
で

を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

レ
ク
チ
ャ
ー
を
務
め
た
の
は

ピ
ア
ニ
ス
ト
の
加
藤
希き

お央
さ
ん

で
す
。
こ
の
日
は
、
南
吉
が
小

学
校
の
綴
方
帳
に
唱
歌
「
虫
の

こ
え
」「
は
る
が
き
た
」
か
ら

着
想
を
得
た
作
文
を
書
い
て
い

る
こ
と
や
、
中
学
に
上
が
る
と

童
謡
に
傾
倒
し
て
作
曲
に
も
興

味
を
持
っ
た
こ
と
、
東
京
に
出

て
か
ら
は
レ
コ
ー
ド
喫
茶
に
通

い
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
好
ん
だ

こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
記
念
館
か
ら
南
吉
が

実
際
に
聴
い
た
蓄
音
機
も
登
場

し
、
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
の
音
色
を

楽
し
み
ま
し
た
。

　

休
憩
を
挟
み
、
後
半
は
「
新

美
正
八
が
聴
い
た
音
楽
」
と
題

し
た
コ
ン
サ
ー
ト
へ
。
加
藤
さ

ん
の
ピ
ア
ノ
、
矢
口
十と

し

こ
詩
子
さ

ん
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
高
居
洋

子
さ
ん
の
ソ
プ
ラ
ノ
で
、
南
吉

＝
新
美
正
八
が
聴
い
た
音
楽
が

奏
で
ら
れ
ま
し
た
。
あ
え
て
南

吉
で
は
な
く
本
名
の
正
八
を
冠

し
た
の
は
、加
藤
さ
ん
い
わ
く
、

作
家
・
南
吉
で
は
な
く
、
一
人

の
青
年
と
し
て
、
人
々
の
つ
な

が
り
の
中
で
音
楽
を
聴
い
て
い

た
こ
と
を
強
調
し
た
の
だ
そ
う

で
す
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う

に
、
演
目
も
、
南
吉
が
中
学
時

代
に
よ
く
口
ず
さ
ん
で
い
た
と

い
う
「
叱
ら
れ
て
」
や
、
恋
敵

の
家
で
聴
い
た
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ

ル
・
ソ
ナ
タ
」
な
ど
、
彼
の
青

春
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
曲
が
並

び
ま
し
た
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
作
曲
家
の

高
山
葉
子
さ
ん
が
曲
を
つ
け
た

南
吉
の
詩
「
明
日
」
を
披
露
し

て
、
拍
手
の
中
、
コ
ン
サ
ー
ト

は
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　

講
演
会
で
は
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ

の
先
生
に
、
作
家
と
し
て
デ

ビ
ュ
ー
す
る
ま
で
の
お
話
を

語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
山

本
先
生
は
元
々
書
く
こ
と
が
好

き
で
、
小
学
校
教
員
と
し
て
働

く
傍
ら
、
童
話
賞
な
ど
の
コ
ン

ク
ー
ル
に
何
度
も
応
募
を
重

ね
、
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
さ

れ
ま
し
た
。
学
校
で
は
子
ど
も

た
ち
か
ら
た
く
さ
ん
お
話
の
タ

ネ
を
も
ら
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
の
た
め
山
本
先
生
が
書
く
お

話
は
学
校
を
舞
台
に
し
た
も
の

が
多
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

一
方
、
富
安
先
生
は
自
身
の

創
作
の
ル
ー
ツ
と
し
て
、
家
族

と
の
思
い
出
を
挙
げ
ら
れ
ま
し

た
。
父
方
の
家
が
一
家
揃
っ
て

「
ホ
ラ
吹
き
」
で
、
い
ろ
ん
な

話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
と
い
い

ま
す
。
富
安
先
生
も
小
さ
い
頃

か
ら
書
く
こ
と
が
好
き

で
、
高
校
を
卒
業
す
る

時
に
ご
両
親
が
自
費
出

版
し
て
く
れ
た
短
編
童

話
集
が
、
デ
ビ
ュ
ー
の

き
っ
か
け
と
な
り
ま
し

た
。富
安
先
生
の
場
合
、

夢
で
見
た
内
容
を
お
話

に
す
る
こ
と
も
多
い
そ

う
で
す
。

　

続
く
、
そ
ん
な
お
二

人
の
対
談
で
は
、
同
じ

く
童
話
賞
の
審
査
員

で
あ
る
酒
井
晶ま

さ

代よ

先

生
（
愛
知
淑
徳
大
学
教

授
）
の
司
会
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
創
作
法
や
童
話

を
書
き
た
い
人
へ
の
ア
ド
バ
イ

ス
、
聴
講
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

質
問
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
印
象
に
残
っ
た
の

は
「
作
品
を
仕
上
げ
る
た
め
に

は
捨
て
る
勇
気
と
書
き
上
げ
る

し
つ
こ
さ
」
が
必
要
だ
、
と
い

う
富
安
先
生
の
言
葉
で
す
。
お

二
人
と
も
特
に
長
編
作
品
と
な

る
と
、
書
い
た
も
の
を
修
正
し

た
り
ボ
ツ
に
す
る
こ
と
は
し
ば

し
ば
だ
そ
う
。
山
本
先
生
の
場

合
は
ま
ず
プ
ロ
ッ
ト
を
立
て
る

の
で
、
書
き
始
め
て
か
ら
「
違

う
」
と
思
う
こ
と
は
な
い
も
の

の
、
自
分
が
何
気
な
く
書
い
た

も
の
が
伏
線
に
な
っ
た
り
、
登

場
人
物
が
当
初
想
定
し
て
い
な

か
っ
た
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ

る
と
い
い
ま
す
。
富
安
先
生
も

そ
れ
に
頷
い
て
、
創
作
を
し
て

い
る
と
、
作
者
が
思
っ
て
も
み

な
か
っ
た
不
思
議
を
体
験
で
き

る
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　

講
演
の
感
想
に
は
「
お
話
が

書
き
た
く
な
っ
た
」
と
い
う
声

も
多
く
、
今
後
童
話
賞
へ
の
応

募
が
増
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
五
月
二
十
一
日
（
日
）、
児
童
文
学
作
家
で
新
美
南
吉
童
話
賞
の
審
査
員
で
も
あ
る
富
安
陽
子
先
生
と

山
本
悦
子
先
生
を
お
招
き
し
て
、
対
談
・
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。（
会
場
：
雁
宿
ホ
ー
ル
講
堂
）

童
話「
牛
を
つ
な
い
だ
椿
の
木
」に
登
場
す
る

「
井
戸
新
」ゆ
か
り
の
品
と
石
碑
を
寄
贈

日
誌
抄‥

富
安
陽
子×

山
本
悦
子「
わ
た
し
の
創
作
の〝
泉
〞」
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三
月
（
弥
生
）

▼
４
日　
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
朗

読
リ
レ
ー
参
加
者
説
明
会
。
於

ク
ラ
シ
テ
ィ
▼
5
日　
「
南
吉

さ
ん
と
お
や
つ
」。
於
亀
崎
図

書
館
▼
8
日　

さ
く
ら
小
学
校

で
出
前
授
業
。
50
人
参
加
▼
18

～
22
日　

新
美
南
吉
没
後
80
年

「
貝
殻
忌
」。
８
５
９
人
参
加
▼

19
日　

レ
ク
チ
ャ
ー
＆
コ
ン

サ
ー
ト
「
音
楽
で
た
ど
る
新
美

南
吉
の
生
涯
」
半
田
篇
。
２
３

７
人
参
加
▼
23
日　

花
園
小
学

校
で
出
前
授
業
。
１
１
８
人
参

加
▼
26
日　

第
１
８
８
回
新
美

南
吉
読
書
会
。
14
人
参
加

四
月
（
卯
月
）

▼
8
日　
「
不
思
議
の
庫く

ら

無む

本ぼ
ん

工
房
」
紙
芝
居
上
演
会
。
15
人

参
加
▼
同
日　
「
南
吉
祭
」。
地

元
岩
滑
区
の
山
車
二
輌
が
記
念

館
駐
車
場
に
揃
う
▼
9
日　

企

画
展
「
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
ご
ん
の
世
界

２
０
２
３
」
終
了
。
会
期
中
観

覧
者
数
１
１
５
３
８
人
▼
15
日

企
画
展
「
ぼ
く
は
井
戸
で
あ
る

～
「
牛
を
つ
な
い
だ
椿
の
木
」

考
～
」
始
ま
る
（
～
7
月
2
日
）

▼
30
日　
「
音
楽
で
た
ど
る
新

美
南
吉
の
生
涯
」
安
城
篇

　

新
美
南
吉
記
念
館
で
は
、
７

月
２
日
（
日
）
ま
で
企
画
展
「
ぼ

く
は
井
戸
で
あ
る
～
『
牛
を
つ

な
い
だ
椿
の
木
』
考
～
」
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
合
わ

せ
、
童
話
に
登
場
す
る
井
戸
新

ゆ
か
り
の
品
や
石
碑
が
記
念
館

へ
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

＊

　
「
牛
を
つ
な
い
だ
椿
の
木
」

は
、
明
治
時
代
の
岩
滑
新
田
を

舞
台
に
、
海
蔵
と
い
う
人
力
曳

き
の
青
年
が
街
道
を
行
き
交
う

人
々
の
た
め
に
井
戸
を
掘
ろ
う

と
す
る
話
で
す
。
井
戸
新
は
、

物
語
に
登
場
す
る
井
戸
掘
り
屋

で
、
そ
の
モ
デ
ル
は
岩
滑
新
田

で
井
戸
掘
り
を
稼
業
に
し
て
い

た
井
戸
新
こ
と
、
榊
原
新
一
さ

ん
（
明
治
23
～
昭
和
59
・
写
真

①
）
で
し
た
。

　

南
吉
は
、
実
感
を
込
め
て
リ

ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
作
品
を
書
く

た
め
に
、
実
在
の
人
を
モ
デ
ル

に
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し

た
。「
牛
を
つ
な
い
だ
椿
の
木
」

の
場
合
は
、
直
接
、
井
戸
新
を

訪
れ
、
井
戸
の
掘
り
方
や
費
用

に
つ
い
て
根
ほ
り
葉
ほ
り
尋
ね

た
と
言
い
ま
す
。
そ
の
時
は
何

の
た
め
に
そ
ん
な
こ
と
を
尋
ね

ら
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た

新
一
さ
ん
で
す
が
、
後
年
、
作

品
に
自
分
が
出
て
く
る
と
聞
い

て
、
執
筆
の
た
め
の
取
材
だ
っ

た
と
気
づ
い
た
そ
う
で
す
。

　

今
回
、
新
一
さ
ん
の
孫
の
榊

原
實
さ
ん
（
半
田
市
・
77
歳
）

か
ら
頂
い
た
品
は
、
井
戸
新
で

使
わ
れ
て
い
た
急
須
や
湯
呑
、

飯め
し
び
つ櫃
な
ど
で
、
井
戸
新
の
焼
き

印
が
押
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。
写
真
②
の
「
は
ん
ぎ

り
」
は
、
冠
婚
葬
祭
時
に
寿
司

や
餅
を
入
れ
た
木
箱
で
、「
新

田
」「
井
戸
新
」
と
大
き
く
墨

で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

石
碑
（
写
真
③
）
は
、
新
一

さ
ん
が
井
戸
掘
り
を
始
め
て
40

年
以
上
が
経
っ
た
こ
と
を
記
念

し
、
昭
和
38
年
に
自
宅
に
建
立

し
た
も
の
で
、「
探
清
泉
」
と
、

い
か
に
も
井
戸
掘
り
ら
し
い
言

葉
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
字
は

岩
滑
の
光
蓮
寺
住
職
で
南
吉
と

も
親
し
か
っ
た
本
多
忠た
だ
な
り孝

師
の

揮
毫
で
す
。

　

ゆ
か
り
の
品
の
一
部
は
企
画

展
で
展
示
し
、
石
碑
は
「
童
話

の
森
」
へ
移
設
し
ま
し
た
。
ぜ

ひ
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①①
②②

③③

半
田
市
の
水
、
南
吉
と
重
ね
て

　

三
月
、
半
田
市
上
水
道
課
と

市
水
道
指
定
工
事
店
協
同
組
合

が
、
新
美
南
吉
生
誕
百
十
年
記

念
ス
テ
ッ
カ
ー
を
制
作
し
ま
し

た（
左
写
真
）。
南
吉
の
詩「
泉
」

か
ら
引
用
し
た
生
誕
百
十
年
の

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
〝
さ
あ　

こ

の
泉
を
汲
ん
で
く
れ
〟
が
、
市

水
道
事
業
の
基
本
理
念「
安
心
・

安
全
な
水
を
い
つ
で
も
、
ど
こ

で
も
、
い
つ
ま
で
も
」
と
重
な

る
こ
と
か
ら
、
生
誕
記
念
と
水

道
事
業
の
両
方
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た

め
に
作
ら
れ
ま
し
た
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記念館からのお知らせ記念館からのお知らせ

新美南吉生誕110年
南吉と長野ヒデ子の母の世界展第35回新美南吉童話賞　作品募集

長野ヒデ子×長野麻子　対談講演会
お母さんと赤ちゃんの世界　＝南吉の詩から生まれた絵本『てんごく』＝

「南吉と長野ヒデ子の母の世界展」開催記念！

講演会後、お2人による
サイン会があります。
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「ごんぎつね」朗読会＆読み語りコンサート
　新美南吉生誕 110 年のメイン記念事業として、半田市内の小学生 24人が「ごんぎつね」の朗読に取
り組んでいます。南吉の誕生日である 7月 30日（日）にその成果を披露する朗読会を行い、子どもた
ちを指導する山根基世さんはじめ、プロの朗読家や演奏家による読み語りコンサートを開催します。

日　時　7 月 30 日（日）　13 時 30 分～ 16 時 15 分
場　所　アイプラザ半田　講堂
定　員　500 人（対象：小学生以上）
入場料　500 円

※新美南吉記念館、半田市立博物館、
アイプラザ半田、チケットぴあにて、
チケット販売中。詳細は QR コードへ。 ▲ 山根基世 ▲ 松平定知 ▲ 高本一郎

　麻子さんから見た母・ヒデ子さんのお話や、
ヒデ子さんの新作絵本『てんごく』の制作秘
話などを語っていただきます。

日時　8 月13日（日）　13 時 30 分～15 時 30 分
場所　アイプラザ半田　講堂
定員　550 名（入場無料・予約者優先）

申込みは 7 月８日（土）
９時 30 分から受け付けます。

▲  申込みフォーム

▼ 長野ヒデ子 ▼ 長野麻子

© 中山章太郎・渡辺裕子© 中山章太郎・渡辺裕子© 小幡崇© 小幡崇

© のら書店© のら書店

　今年も小学生から大人まで、創作童話を募集
しています。ふるってご応募ください。
募集期間　9 月 10 日（日）まで
賞金　最優秀賞 40 万円　ほか
※詳細は記念館 HP（右 QR コード）へ

　南吉の詩「天国」の絵本化を記
念し、絵本作家・長野ヒデ子が描
く南吉と親子の愛の世界を紹介。
会期　令和 5 年 7 月 15 日（土）

～ 10 月 29 日（日） © のら書店© のら書店

読み語りコンサート出演者


