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二
月
十
七
日
（
土
）、
半
田
市
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
に
て
、
第

三
十
五
回
新
美
南
吉
童
話
賞
の
表
彰
式
を
行
い
ま
し
た
。

二
月
半
ば
に
し
て
は
寒

さ
も
和
ら
い
だ
こ
の

日
。
総
計
一
五
六
九

編
の
応
募
の
中
か
ら
、
見
事
入

賞
を
果
た
し
た
受
賞
者
十
七
名

が
、
晴
れ
や
か
な
笑
顔
を
見
せ

て
く
れ
ま
し
た
。

　

式
で
は
ま
ず
半
田
市
教
育
長

の
挨
拶
の
後
、
表
彰
状
の
授
与

を
行
い
ま
し
た
。誇
ら
し
げ
に
、

あ
る
い
は
少
し
恥
ず
か
し
そ
う

に
賞
状
を
受
け
取
る
受
賞
者
の

皆
さ
ん
へ
拍
手
が
送
ら
れ
、
そ

れ
か
ら
審
査
員
で
児
童
文
学
作

家
の
山
本
悦
子
先
生
が
、「
今

年
は
本
当
に
粒
ぞ
ろ
い
の
良
い

作
品
ば
か
り
で
し
た
。
そ
の
中

で
も
最
優
秀
賞
の
〝
コ
ン
カ
ラ

ド
ウ
ジ
〟
が
抜
き
ん
で
て
い
ま

し
た
が
、
他
の
作
品
も
本
当
に

面
白
か
っ
た
ん
で
す
。
時
流
に

乗
っ
と
っ
て
生
成
Ａ
Ｉ
を
題
材

に
し
た
作
品
が
多
く
、
今
を
見

る
こ
と
も
お
話
を
つ
く
る
う
え

で
大
切
な
こ
と
な
の
で
、
良
い

傾
向
だ
な
と
思
い
ま
し
た
」
と

総
評
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
半
田
市
長
か
ら
、
今

年
も
全
国
か
ら
応
募
が
あ
っ
た

こ
と
や
、
遠
い
半
田
の
地
へ
足

を
運
ん
で
く
れ
た
出
席
者
へ
感

謝
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
受
賞
者
を
代
表
し
、

最
優
秀
賞
に
輝
い
た
萱か

や

野の

智と
も

さ

ん
に
ス
ピ
ー
チ
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。「
子
ど
も
の
頃
か
ら

読
ん
で
き
た
児
童
文
学
は
、
今

の
私
を
形
作
り
、
ゆ
る
ぎ
な
い

根
幹
と
な
っ
て
私
を
支
え
て
く

れ
て
い
ま
す
。
私
は
小
学
生
の

時
か
ら
ず
っ
と
児
童
文
学
作
家

に
な
り
た
い
と
考
え
て
き
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち
が
最
初
に

で
あ
う
文
学
で
あ
る
児
童
文
学

を
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
書
き

続
け
て
い
ら
れ
る
よ
う
精
進
し

て
い
き
ま
す
」
と
の
言
葉
に
、

南
吉
は
じ
め
数
々
の
作
家
か
ら

繋
が
れ
て
き
た
バ
ト
ン
が
見
え

る
よ
う
で
し
た
。

　

最
後
に
、
萱
野
さ
ん
の
作
品

〝
コ
ン
カ
ラ
ド
ウ
ジ
〟
を
、〝
南

吉
童
話
お
話
の
会　

で
ん
で
ん

む
し
〟
の
舘
山
典
昭
さ
ん
が
朗

読
し
て
閉
式
へ
。
受
賞
者
の
皆

様
、お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

童
話
作
家
へ
続
く
道

童
話
作
家
へ
続
く
道
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自
由
創
作
部
門
最
優
秀
賞
を

受
賞
さ
れ
た
、
萱
野
智
さ
ん
に

お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

―
―
受
賞
の
連
絡
が
来
た
時
の

こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

一
歳
の
娘
と
一
緒
に
い
た
ん

で
す
け
ど
、
電
話
が
終
わ
っ
て

「
入
賞
や
っ
て
」
と
い
っ
た
ら
、

「
コ
ン
カ
ラ
」
っ
て
い
わ
れ
た

よ
う
な
気
が
し
て
（
笑
）
た
ぶ

ん
気
の
せ
い
だ
と
思
う
ん
で
す

け
ど
、
寝
か
し
つ
け
な
が
ら
ぶ

つ
ぶ
つ
い
っ
て
い
た
の
が
残
っ

て
た
の
か
な
、
と
。

―
―
「
コ
ン
カ
ラ
ド
ウ
ジ
」
と

い
う
存
在
は
ど
の
よ
う
に
思
い

つ
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
？

　

最
初
は
忘
れ
ら
れ
た
妖
怪
の

話
に
し
よ
う
と
思
っ
て
、
ま
ず

は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
か
ら
、
朴ほ

お

の

葉
っ
ぱ
の
顔
を
し
た
妖
怪
を
思

い
つ
き
ま
し
た
。
後
は
ど
ん
な

妖
怪
に
し
よ
う
か
、
木
枯
ら
し

の
妖
怪
に
し
よ
う
、
木
枯
ら
し

の
語
感
に
近
く
て
、
乾
い
て
冷

た
い
よ
う
な
音
が
何
か
な
い
か

な
…
…
と
考
え
て
、
名
前
を
思

い
つ
き
ま
し
た
。

―
―
今
話
に
出
た
朴
の
葉
に
つ

い
て
、
作
中
で
は
夢
と
現
実
の

世
界
を
つ
な
ぐ
、
大
切
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

　

何
年
か
前
、
岩
手
の
宮
沢
賢

治
記
念
館
に
行
っ
た
時
、
裏
手

の
坂
を
下
っ
て
い
る
と
朴
の
葉

が
落
ち
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時

は
「
朴
葉
焼
き
美
味
し
そ
う
だ

な
」
と
し
か
思
っ
て
な
か
っ
た

ん
で
す
け
ど
（
笑
）
宮
沢
賢
治

の
世
界
に
半
分
浸
り
な
が
ら
歩

い
て
い
た
あ
の
時
の
情
景
が
、

今
回
の
作
品
に
つ
な
が
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
造
形
す

る
う
え
で
工
夫
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？
　
た
と
え
ば
カ
ン

タ
く
ん
の
〝
訛
り
〟
と
か
。

　

私
が
大
阪
の
人
間
な
の
で
カ

ン
タ
が
喋
っ
て
い
る
の
も
大
阪

弁
に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
る
と

思
う
ん
で
す
け
ど
、
関
西
の
言

葉
っ
て
良
く
も
悪
く
も
無
遠
慮

で
す
よ
ね
。
相
手
と
の
距
離
を

詰
め
や
す
い
言
葉
な
の
か
な
と

思
っ
て
い
て
、
ま
だ
親
し
く
な

か
っ
た
シ
ョ
ウ
ジ
と
カ
ン
タ
が

一
緒
に
な
っ
て
話
を
つ
く
っ
て

い
く
う
え
で
、
自
然
と
カ
ン
タ

の
言
葉
が
大
阪
弁
に
な
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
標

準
語
の
シ
ョ
ウ
ジ
が
い
る
こ
と

で
、
転
校
生
な
の
か
な
、
カ
ン

タ
と
同
じ
ク
ラ
ス
に
な
る
前
も

転
校
し
て
き
た
の
か
な
と
か
、

そ
う
い
う
印
象
が
出
れ
ば
い
い

な
と
い
う
の
は
あ
り
ま
し
た
。

―
―
童
話
を
書
く
う
え
で
大
切

に
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

　

リ
ア
リ
テ
ィ
と
言
葉
の
流
れ

で
す
。
繰
り
返
し
声
に
出
し
て

読
む
と
、
詰
ま
り
や
不
要
な
言

葉
が
見
え
て
く
る
の
で
、
そ
う

い
う
の
を
取
っ
て
い
き
ま
し

た
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
だ
か
ら
こ

そ
本
当
に
そ
こ
に
あ
る
と
感
じ

て
も
ら
う
た
め
、
で
き
る
だ
け

シ
ン
プ
ル
に
、
想
像
が
し
や
す

い
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

―
―
創
作
を
始
め
ら
れ
た
き
っ

か
け
は
な
ん
で
し
ょ
う
？

　

子
ど
も
の
時
か
ら
本
当
に
本

が
好
き
で
、
物
語
に
心
揺
す
ぶ

ら
れ
た
経
験
も
た
く
さ
ん
あ
っ

た
の
で
、
自
分
で
も
書
き
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
る
の
は
自
然

な
こ
と
で
し
た
。
ち
ゃ
ん
と
創

作
に
向
き
合
っ
て
書
く
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
大
学
を
卒
業
し

て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
大
学
の

友
人
で
絵
の
上
手
な
子
が
い

て
、
二
人
で
創
作
ユ
ニ
ッ
ト
を

組
ん
で
、
雑
貨
や
本
を
作
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

―
―
最
後
に
今
後
の
目
標
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

小
学
生
の
時
か
ら
ず
っ
と
児

童
文
学
作
家
に
な
り
た
か
っ
た

の
で
、
プ
ロ
の
作
家
に
な
り
た

い
で
す
！

　

毎
年
、
記
念
館
が
発
行
し
て

い
る
『
研
究
紀
要
』
で
は
、
新

美
南
吉
や
そ
の
作
品
に
関
す
る

研
究
・
寄
稿
・
資
料
の
紹
介
な

ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

最
新
の
第
三
十
号
は
三
月
末

発
行
予
定
で
す
。
そ
の
目
次
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▪�

新
美
南
吉
の
著
作
権
管
理
と

作
品
使
用
の
軌
跡

（
藤
田
の
ぼ
る
）

▪�

講
演
録
「
音
楽
で
た
ど
る
新

美
南
吉
の
生
涯
」（

加
藤
希
央
）

▪�

【
資
料
紹
介
】
石
垣
藤
九
郎

氏
の
絵
に
見
る
昔
の
岩
滑

（
遠
山
光
嗣
）

　

巽
聖
歌
亡
き
後
、「
新
美
南

吉
著
作
権
管
理
委
員
会
」
が
発

足
し
た
あ
ら
ま
し
や
、
当
時
世

間
か
ら
南
吉
作
品
が
ど
れ
ほ
ど

求
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
著
作

権
管
理
事
務
の
記
録
か
ら
紐
解

い
て
い
く
藤
田
氏
の〝
覚
え
書
〟

は
必
見
で
す
。
い
か
に
南
吉
が

特
異
な
作
家
で
あ
っ
た
か
が
、

著
作
権
と
い
う
切
り
口
か
ら
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

　

講
演
録
は
、
昨
年
開
催
し
た

半
田
・
安
城
連
続
レ
ク
チ
ャ
ー

＆
コ
ン
サ
ー
ト
の
内
容
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
。
ほ
か
、
南
吉

と
ほ
ぼ
同
年
代
で
、
南
吉
の
生

家
か
ら
道
を
挟
ん
だ
場
所
に
暮

ら
し
て
い
た
故
石
垣
藤
九
郎
氏

が
、
当
時
の
岩
滑
の
街
並
み
や

風
景
を
描
い
た
絵
八
枚
（
例
・

左
写
真
）
を
資
料
と
し
て
紹
介

し
て
い
ま
す
。

　

販
売
は
記
念
館
受
付
に
て
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
通
信
販
売
の

取
扱
い
も
い
た
し
ま
す
。

▲ 南吉生家を裏手から見る

受
賞
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

令
和
五
年
度

『
新
美
南
吉
記
念
館
研
究
紀
要
』

刊
行
予
告
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こ
の
石
の
上
を
過よ

ぎ
る

　

小
鳥
達
よ
、

　

し
ば
し
こ
こ
に
翼は

ね

を
や
す
め
よ

　

こ
の
石
の
下
に
眠
つ
て
ゐ
る
の
は
、

　

お
前
達
の
仲
間
の
一
人
だ

　

何
か
の
間
違
ひ
で

　

人
間
に
生
れ
て
し
ま
つ
た
け
れ
ど

　
（
彼
は
一
生
そ
れ
を
悔
ひ
て
ゐ
た
）

　

魂
は
お
前
達
と
ち
つ
と
も
異
ら
な
か
つ
た

（「
墓
碑
銘
」
よ
り
）

　

も
し
も
「
人
間
」
と
し
て
生
れ
て
こ
な
け
れ
ば
、

何
に
生
れ
て
き
た
か
っ
た
だ
ろ
う
と
、
考
え
て
み
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
新
美
南
吉
の
詩
「
墓
碑
銘
」

に
は
、
何
か
の
間
違
い
で
人
間
に
「
生
れ
て
し
ま
っ

た
」
鳥
が
過
酷
な
人
間
界
を
ず
た
ぼ
ろ
に
な
っ
て
生

き
、
世
を
去
る
―
―
そ
の
一
生
を
労
り
、
悼
む
作
者

の
思
い
が
え
が
か
れ
て
い
ま
す
。

　

童
話
作
家
と
し
て
の
南
吉
に
親
し
ん
で
い
た
私

が
、
こ
の
詩
に
出
会
っ
た
の
は
三
十
代
半
ば
の
頃

だ
っ
た
の
で
す
が
、
ま
ず
こ
の
「
鳥
の
魂
を
持
っ
た

人
間
」
の
登
場
に
驚
き
、胸
を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
ま
し
た
。

　

自
分
も
生
き
て
い
く
上
で
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
た

り
、
人
を
傷
つ
け
、
あ
る
い
は
傷
つ
け
ら
れ
た
経
験

が
あ
っ
て
、
そ
の
た
び
に
「
な
ぜ
、
人
間
に
生
れ
て

き
た
ん
だ
ろ
う
」と
考
え
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

ミ
ミ
ズ
に
生
れ
て
い
た
な
ら
、
落
ち
葉
や
土
を
食
べ

て
排
泄
を
し
、
豊
か
な
土
を
作
る
。
他
者
を
傷
つ
け

る
こ
と
も
な
く
す
こ
や
か
に
生
き
て
い
け
た
だ
ろ
う

に
、
と
。
誰
に
も
言
え
ず
に
き
た
内
心
を
初
め
て
分

か
っ
て
も
ら
え
た
、
慈
し
ん
で
も
ら
え
た
よ
う
で
、

救
わ
れ
る
思
い
が
し
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

南
吉
の
「
詩
」
は
、
童
話
に
く
ら
べ
る
と
そ
こ
ま

で
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
南
吉
の
素
直
な
感
情
や

心
の
動
き
が
じ
か
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
多
い
よ
う

に
思
い
ま
す
。小
学
校
の
代
用
教
員
時
代
に
書
い
た
、

純
真
で
心
は
ず
む
よ
う
な
詩
。
失
恋
の
痛
手
の
渦
中

で
書
か
れ
た
詩
。
か
な
し
み
や
、
さ
び
し
さ
。
風
景

や
人
の
温
か
さ
。
自
然
の
摂
理
の
う
つ
く
し
さ
。
厳

し
い
人
生
の
な
か
で
、
創
作
の
喜
び
と
そ
の
感
覚
を

清
冽
に
う
た
っ
た
も
の
。
そ
の
ど
れ
も
が
す
っ
と
心

に
入
っ
て
き
ま
す
。　
　

　

そ
ん
な
南
吉
の
故
郷
・
半
田
市
岩
滑
や
知
多
半
島

周
辺
を
初
め
て
訪
ね
た
の
は
、
二
〇
二
一
年
二
月
の

こ
と
。
実
際
に
南
吉
の
生
れ
育
っ
た
地
や
ゆ
か
り
の

地
を
こ
の
目
で
み
て
、
歩
き
、
そ
れ
ら
の
風
景
が
作

品
に
生
き
生
き
と
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
肌
で
感

じ
取
り
、
な
ん
と
も
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。　

　

南
吉
の
作
品
（
童
話
・
詩
）
に
は
「
小
さ
き
者
、

弱
き
者
、
孤
独
な
者
、
し
い
た
げ
ら
れ
し
者
（
被
差

別
側
）」
へ
の
深
い
共
感
、
憐
憫
、
慈
愛
の
念
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
が
と
き
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

は
南
吉
自
身
が
そ
れ
を
自
分
事
と
し
て
体
験
し
て
き

た
か
ら
、と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
作
品
に
お
い
て
、
人
間
は
も
ち
ろ
ん
、
狐
を

筆
頭
と
し
た
動
物
、
鳥
、
昆
虫
、
両
生
類
、
魚
な
ど

あ
ら
ゆ
る
生
き
物
が
主
役
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
こ

れ
ら
に
は
上
か
ら
講
釈
を
た
れ
た
り
、
教
訓
め
い
た

こ
と
を
押
し
つ
け
る
よ
う
な
作
品
が
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
解
釈
は
読
み
手
に
委
ね
ら
れ
る
。
こ
の
多

種
多
様
な
生
の
痛
み
、喜
び
を
心
に
浮
か
べ
る
と
き
、

私
た
ち
は
他
者
の
生
を
想
像
し
、
生
き
て
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
真
に
豊
か
な
文
学
の
あ
り
よ
う
と
い
う

も
の
を
私
は
南
吉
か
ら
、
教
わ
り
ま
し
た
。

1974 年東京生まれ。近
代詩伝道師、著述業。思
潮社に在籍時は多くの詩
書編纂に携わる。2008
年より、詩の朗読及び伝
道活動を開始。翌年から

詩の読書会「ポエトリーカフェ」を主催。
他著作に『心に太陽をくちびるに詩を』、
インタビュー集に『一篇の詩に出会った話』。

　病気や失恋、就職に悩
まされながら、最期まで
創作の火を燃やし続けた
新美南吉の生涯を、彼の
詩と重ね合わせて紹介し
た一冊。著者が南吉のふ
るさとを訪ねた文学散歩
記なども収録されている。

執筆者プロフィール 著作紹介／『人間に生れてしまったけれど
――新美南吉の詩を歩く』（かもがわ出版）

南吉とわたし 南吉とわたし ㉕ 近代詩伝道師



新美南吉没後81年「貝殻忌」
3月22日（金）、新美南吉は81回目の命日を迎えます。
様 な々イベントを通して新美南吉を偲びましょう。

・「貝殻忌」式典（三谷昇　紙芝居「いつのことだか」上演（由木凛）、
 　　　　　　つばさ幼稚園園児によるうた、献花）
・りん〇りん-南吉の息吹を生きる4人のアーティスト-（朗読と音楽）
・蓄音機コンサート
・デコパージュでオリジナルウッドキーホルダーを作ろう！

3月22日（金）「命日」　※入館無料

3月20日（祝）

3月24日（日）

・折花体験ワークショップ

3月20日（祝）～24日（日）

・南吉クイズ（中学生以下）

・蓄音機コンサート
・ディッピングキャンドルを作ろう！
・歌とお話の会　　・新美南吉読書会

3月23日（土）

・貝殻忌ウォーク～ガイドと歩く文学散歩～
・文学講座「兄さんは僕についてすべてを知ってる～南吉にとっての巽聖歌～」
・AMI 南吉を歌う　　・貝殻笛づくり

由木 凛 氏

キャンドルと折花

3/20（祝）
3/24（日）

“君は即ち春を吸いこんだのだ企画展
～南吉のセンス・オブ・ワンダー”
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ご
寄
付
の
お
礼

十
二
月
（
師
走
）

▼
8
～
10
日　

第
76
回
「
半
田

市
美
術
展
」。
新
美
南
吉
生
誕

１
１
０
年
を
記
念
し
南
吉
賞
が

設
け
ら
れ
る
。
於
瀧
上
工
業
雁

宿
ホ
ー
ル
▼
16
～
28
日　
「
手

袋
を
買
い
に
の
日
」。
館
内
で

白
銅
貨
を
見
つ
け
た
子
ど
も
に

缶
バ
ッ
チ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
２

　

新
美
南
吉
顕
彰
基
金
へ

ご
寄
付
く
だ
さ
っ
た
皆
さ

ま
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
令
和
五
年

度
に
一
万
円
以
上
の
ご
寄

付
を
さ
れ
た
方
の
お
名
前

を
掲
載
い
た
し
ま
す
。（
希

望
者
の
み
・
五
十
音
順
・

敬
称
略
）

▪
田
中　

千
恵
子

▪
宮
島
　
正
子

▪
み
う
ら
書
店

８
１
人
参
加
▼
17
日　
「
折
花

体
験
」。
27
人
参
加
▼
23
・
24

日　
「
え
と
人
形
に
絵
付
け
を

し
よ
う
」。
48
人
参
加

一
月
（
睦
月
）

▼
4
日　

令
和
5
年
度
「
半
田

市
新
美
南
吉
読
書
感
想
画
コ
ン

ク
ー
ル
」
受
賞
作
品
展
始
ま
る

（
～
2
月
4
日
）
▼
20
日　

ガ

イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
南
吉
案

内
人
」
例
会
▼
21
日　

企
画
展

「
詩
と
游あ

そ

ぶ
・
新
美
南
吉
と
知

多
の
自
然
」
終
了
。
会
期
中
観

覧
者
数
９
５
４
４
人
▼
27
日　

「
榊
原
澄す

み

香こ

ペ
ー
パ
ー
ア
ー
ト

展
」
始
ま
る
（
～
4
月
7
日
）

▼
28
日　

第
１
９
４
回
新
美
南

吉
読
書
会
。
20
人
参
加

　南吉の自然に対する鋭く豊かな感性とそ
こから生まれた作品について、レイチェル・
カーソンの遺作「センス・オブ・ワンダー」
との共通点から紹介します。
会期　4月13日（土）～6月30日（日）

記念館からのお知らせ記念館からのお知らせ

日
誌
抄‥


