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印
刷
　
東
海
逓
信
印
刷
㈱

植
物
油
イン
キ
使
用

見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

フ
ォ
ン
ト
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
紙
は
、「
弁
才
船
焼
き
そ
ば
」

　
　
　
で
す
。半
田
駅
前
商
店
街

（
蔵
し
っ
く
た
う
ん
）が
、半
田
の
魅

力
を
市
内
外
へ
発
信
し
た
い
と
の

想
い
で
、半
田
の
お
酢
を
使
用
し
た

新
し
い
グ
ル
メ
と
し
て
開
発
し
ま

し
た
。

　「
酢
と
焼
き
そ
ば
が
合
う
の
か

な
ぁ
」と
思
い
ま
し
た
が
、試
食
で
口

に
し
た
瞬
間
、酢
の
さ
わ
や
か
な
香

り
と
、ア
サ
リ
や
こ
ん
ぶ
な
ど
の
具

材
の
旨
み
が
マ
ッ
チ
し
て
と
て
も
美

味
し
か
っ
た
で
す
。

　
は
ん
だ
ま
ち
な
か
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル（
P
13
参
照
）で
食
べ
ら
れ
ま
す
の

で
、ぜ
ひ
1
度
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

  （
浅
野
）

Ｑ１ 今号でよかった内容や写真があれば教えてください。
Ｑ２ 今号を読んだことがきっかけで行動したこと、または、したいことはありましたか。
Ｑ３ 市報で取り上げてほしい内容や企画、広報に関するご意見・ご感想などありましたらお聞かせください。
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表

　
新
美
南
吉
記
念
館
で
開
催
中
の

安
城
下
宿
80
周
年
特
別
展
「
日
本

丁
抹
と
南
吉
の
暮
ら
し
」
（
〜
10

月
27
日
）
よ
り
南
吉
が
書
こ
う
と

し
た
都
築
弥
厚
の
伝
記
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
都
築
弥
厚
は
和
泉
村
（
現
安
城

市
）
の
豪
農
で
、
江
戸
後
期
に
矢

作
川
の
水
を
碧
海
台
地
に
導
く
大

規
模
用
水
の
開
発
を
計
画
し
た
人

物
で
す
。
彼
の
死
に
よ
り
、
計
画

は
い
っ
た
ん
頓
挫
し
ま
す
が
、
明

治
に
は
、
石
井
新
田
（
現
安
城
市
）

の
岡
本
兵
松
や
阿
弥
陀
堂
村
（
現

豊
田
市
）
の
伊
豫
田
与
八
郎
の
働

き
に
よ
り
明
治
用
水
と
し
て
完
成
。

こ
れ
が
、
日
本
丁
抹
と
呼
ば
れ
た

安
城
の
農
業
発
展
の
基
礎
に
な
り

ま
し
た
。

　
昭
和
16
年
10
月
に
『
良
寛
物
語

手
毬
と
鉢
の
子
』
を
出
版
し
た
南

吉
は
、
二
作
目
の
伝
記
に
「
都
築

弥
厚
」
を
選
び
ま
し
た
。
弥
厚
は

女
学
校
か
ら
遠
足
で
何
度
も
訪
れ

た
明
治
川
神
社
の
祭
神
で
、
さ
ら

に
女
学
校
で
担
任
し
た
生
徒
に
は
、

伊
豫
田
欣
子
と
い
う
用
水
開
削
功

労
者
の
子
孫
が
い
ま
し
た
。
遠
足

で
は
2
人
腰
か
け
て
都
築
弥
厚
の

ごん吉くんレポート

話
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
南
吉
は
伝
記
の
た
め
に
資
料

を
集
め
た
ほ
か
、
地
元
の
古
老
か

ら
聞
き
取
り
を
行
い
、
「
古
安
城

聞
書
」
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。

そ
し
て
伝
記
の
構
想
を
練
り
、
た

び
た
び
日
記
に
記
し
ま
し
た
。
昭

和
17
年
8
月
、
南
吉
は
長
野
と
群

馬
へ
伝
記
の
執
筆
旅
行
に
行
き
、

そ
の
こ
と
を
巽
聖
歌
と
女
学
校
の

教
え
子
に
手
紙
や
葉
書
で
知
ら
せ

ま
し
た
。
南
吉
が
弥
厚
の
伝
記
に

取
り
組
ん
だ
証
拠
は
、
現
在
で
は

こ
の
記
録
が
最
後
で
す
。

　
伝
記
は
つ
い
に
完
成
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
地
方
の
偉
人
で
あ
る
弥

厚
は
資
料
が
少
な
い
こ
と
、
ま
た

病
気
の
南
吉
に
十
分
調
査
を
行
い
、

書
き
上
げ
る
体
力
が
な
か
っ
た
こ

と
が
原
因
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
昭
和
18
年
1
月
、
病
が
重
く

な
っ
た
南
吉
は
、
療
養
の
た
め
半

田
に
帰
り
ま
し
た
。
2
月
、
女
学

校
の
教
え
子
が
見
舞
い
に
来
る
と
、

「
明
治
川
神
社
の
伊
豫
田
さ
ん
に

借
り
て
い
た
資
料
を
戸
田
先
生
か

ら
返
し
て
も
ら
う
よ
う
お
願
い
し

て
く
れ
」
と
い
う
言
付
け
を
し
ま

す
。
南
吉
は
こ
の
と
き
ま
で
伝
記

の
完
成
を
夢
見
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　
南
吉
の
「
牛
を
つ
な
い
だ
椿
の

木
」
は
、
都
築
弥
厚
の
伝
記
に
関

連
す
る
作
品
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
主
人
公
が
「
水
」

を
も
た
ら
す
と
い
う
人
の
た
め
に

な
る
「
仕
事
」
を
し
よ
う
と
し
た

こ
と
。
他
が
見
え
な
い
ほ
ど
仕
事

に
と
り
つ
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
最

後
に
は
我
欲
を
乗
り
越
え
て
成
長

し
、
他
人
の
心
を
も
動
か
し
て
い

く
と
こ
ろ
に
、
共
通
点
が
み
ら
れ

る
か
ら
で
す
。
こ
の
機
会
に
幻
の

都
築
弥
厚
の
伝
記
に
思
い
を
馳
せ

な
が
ら
、
「
牛
を
つ
な
い
だ
椿
の

木
」
を
読
ん
で
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

日本丁抹と
南吉の暮らし 【その3】第45回～南吉よもやま話～

新美南吉記念館　学芸員　三輪 みなみ

▲『弥厚翁』を持つ南吉
　＊南吉が実際に手に取ったとされる
　　『弥厚翁』を展示中。

デンマーク

みなさんの　　を聞かせてください アンケート声

やこうおう

デ
ン
マ
ー
ク

　
　
　
　
つ
づ
き
　
や
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ん
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　お
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ひ
ょ
う
ま
つ
　
　
あ
　
み
　
だ
ど
う
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じ
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が
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た
つ
み
せ
い
か


