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平
成
27
年
３
月
の
開
館
以
来
、
日
本
国
内
は
も
と
よ

り
、
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
海
外
の
国
々
か
ら
も
多

く
の
皆
さ
ま
に
ご
来
館
い
た
だ
き
、
無
事
に
２
周
年

を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
今
後
も
展
覧
会
を

通
じ
て
堺
の
魅
力
を
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。�

（
餅
原
）

　

千
利
休
茶
の
湯
館
の
茶
室
床
部
分
に
は
、
古
溪
宗
陳
追つ

い
え
ん院

の
偈げ

（
三
井
記
念
記
念
美

術
館
）
の
複
製
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
偈
の
末
尾
に
は
「
一
蓑
烟
雨
白
鷗
前
」
の
七

言
が
記
さ
れ
ま
す
。
白
鷗
は
、
中
国
古
典
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
禅
林
文
学
に
お
い
て
、

自
由
な
精
神
を
表
し
ま
し
た
。
名
利
を
離
れ
大
徳
寺
を
去
る
古
溪
は
、
利
休
に
そ
の
心

持
を
風
流
の
蓑
と
自
由
の
白
鷗
で
表
現
し
た
の
で
す
。

　

一
五
九
一
年
利
休
が
没
し
時
が
流
れ
ま
し
た
。
天
王
寺
屋
津
田
宗
及
の
息
子
江こ

う

月げ
つ

宗そ
う
が
ん玩

（
一
五
七
四
～
一
六
四
三
）
は
利
休
画
像
に
、「
常
対
江
南
野
水
流
、
白
鷗
具

眼
叫
同
遊
」（
常
に
江こ

う
な
ん南

野や

水す
い

の
流
れ
に
対
す
、
白は

く
お
う鷗

、
眼ま

な
こ

を
具ぐ

し
て
、
同ど

う
ゆ
う遊

と
叫

ぶ
）
と
の
語
を
賛
し
ま
す
。
芳
澤
勝
弘
さ
ん
は
、「
利
休
居
士
は
つ
ね
に
江
南
す
な

わ
ち
堺
の
地
で
、（
白
鷗
の
よ
う
な
）
無
心
の
境
涯
で
、日
を
送
っ
て
居
ら
れ
た
。（
水

辺
で
無
心
に
遊
ぶ
）
白
鷗
は
、
翁
の
無
心
ぶ
り
を
よ
く
分
か
っ
て
い
た
か
ら
、
利
休

居
士
こ
そ
は
わ
が
真
の
友
よ
、
と
呼
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。」（【
芳
澤
勝
弘
編
著
『
江

月
宗
玩
欠か

ん
し
ん
こ
う
や
く
ち
ゅ
う

伸
稿
訳
注　

坤こ
ん

』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
六
六
四
・
六
六
五
頁
】）

と
訳
し
て
い
ま
す
。

　

堺
浜
で
眠
り
、
堺
の
海
を
自
由
に
飛
ぶ
鷗
。
堺
で
生
ま
れ
育
っ
た
利
休
も
江
月
も

夕
陽
が
美
し
い
堺
の
海
と
鷗
の
姿
を
見
て
育
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
利
休
や
江
月
が

暮
ら
し
、
そ
の
生
涯
を
終
え
た
京
都
に
は
海
が
あ
り
ま
せ
ん
。
利
休
は
山
野
を
愛
し

市
中
の
山
居
を
尊
び
ま
し
た
が
、
そ
の
心
の
中
に
は
故
郷
堺
の
海
と
そ
こ
に
自
由
に

遊
ぶ
鷗
の
姿
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。�
（
矢
内
）

岸谷勢蔵「堺燈台と大浜の夕暮れ」
（昭和時代・堺市博物館蔵）
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堺
市
内
に
は
晶
子
生
家
で
あ
る
駿
河
屋
の
建
物
は
残
っ
て
お
ら
ず
、

生
家
跡
近
く
に
右
の
歌
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

晶
子
は
明
治
11（
１
８
７
８
）年
12
月
７
日
に
和
菓
子
商
の
駿
河
屋（
現

在
の
堺
市
堺
区
甲
斐
町
西
１
丁
付
近
）
の
三
女
と
し
て
生
ま
れ
、
22
歳

で
上
京
す
る
ま
で
を
堺
で
過
ご
し
ま
す
。
生
家
「
駿
河
屋
」
は
、
晶
子

の
祖
父
が
大
阪
の
駿
河
屋
に
奉
公
し
暖
簾
を
分
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
が

始
ま
り
で
、
父
宗
七
が
大
阪
の
店
を
た
た
ん
で
堺
に
引
っ
越
し
店
を
大

き
く
し
ま
す
。　
　

　

与
謝
野
晶
子
記
念
館
で
は
、
晶
子
が
堺
で
過
ご
し
た
様
子
を
体
感
で
き

る
よ
う
に
『
住
吉
・
堺
豪
商
案
内
記
』（
１
８
８
３
年
刊
）
な
ど
の
資
料

を
も
と
に
、
ほ
ぼ
実
寸
大
で
駿
河
屋
の
帳
場
を
再
現
し
ま
し
た
。
駿
河

屋
と
い
う
と
老
舗
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
晶
子
の
随
想
な

ど
に
記
さ
れ
た
擬
洋
風
と
呼
ば
れ
る
和
洋
折
衷
の
建
物
を
再
現
す
る
こ

と
で
、
西
洋
の
雰
囲
気
の
家
で
晶
子
が
少
女
時
代
を
過
ご
し
、
そ
の
感

性
を
磨
い
て
い
た
こ
と
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

父
宗
七
が
西
洋
好
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
２
階
に

洋
風
の
窓
が
あ
り
、
当
時
で
は
珍
し
い
時
計
が
あ
る
和
洋
折
衷
の
建
物

を
再
現
し
て
い
ま
す
。
１
階
に
は
、
晶
子
が
店
番
や
帳
簿
付
け
を
し
な

が
ら
父
の
蔵
書
を
隠
れ
読
ん
で
い
た
と
言
わ
れ
る
帳
場
を
再
現
し
、
そ

の
中
で
晶
子
の
回
想
文
「
私
の
生
ひ
立
ち
」
を
中
心
に
、
故
郷
へ
の
思

い
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
文
学
活
動
の
出
発
点
と
も
言
え
る
駿
河
屋
を

感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
駿
河
屋
の
帳
場
に
は
、
通
常
上
が
っ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
が
、

特
別
な
イ
ベ
ン
ト
時
に
は
参
加
者
の
方
々
に
上
が
っ
て
い
た
だ
く
と

い
っ
た
活
用
も
し
て
い
ま
す
。�

（
森
下
）

与
謝
野
晶
子
生
家
「
駿
河
屋
」
の
再
現　

海
こ
ひ
し
潮
の
遠
鳴
り
か
ぞ
へ
つ
つ

少お
と
め女

と
な
り
し
父ち

ち
は
は母

の
家       
晶
子



23

展示報告
企
画
展〈
与
謝
野
晶
子
と
三
つ
の
舞
台
│
堺
・京
都
・東
京
│
〉 

平
成
28
年
11
月
11
日（
金
）～
12
月
18
日（
日
）

　

本
展
で
は
、
与
謝
野
晶
子

と
関
わ
り
の
深
い
三
つ
の

舞
台
、
堺
・
京
都
・
東
京
に

ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
各
都
市

で
生
み
出
さ
れ
た
作
品
や

関
わ
っ
た
人
々
に
つ
い
て
、

京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
鞍

馬
寺
、
日
本
近
代
文
学
館
の
資
料
を
中
心
に
約
80
点
を
展

示
し
ま
し
た
。
堺
は
晶
子
が
少
女
時
代
を
過
ご
し
文
学
に

目
覚
め
た
舞
台
、
京
都
は
源
氏
物
語
の
、
そ
し
て
与
謝
野

寛
と
の
恋
の
舞
台
、
東
京
は
「
明
星
」
を
中
心
に
大
き
く

活
躍
し
た
舞
台
と
位
置
づ
け
各
都
市
を
紹
介
し
、
都
市
と

晶
子
の
関
わ
り
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
は
じ
ま
る
堺
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
晶
子
が
堺
時
代

に
入
会
し
て
い
た
「
浪
華
（
関
西
）
青
年
文
学
会
」
に
つ

い
て
主
に
紹
介
し
ま
し
た
。
晶
子
は
そ
の
堺
支
会
の
設
立

と
同
時
に
入
会
し
て
お
り
、
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
与
謝
野
寛
と
め
ぐ
り
合
う
こ
と
と

な
り
ま
す
。
堺
支
会
は
小
林
天
眠
が
河
井

酔
茗
の
協
力
を
仰
ぎ
設
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
２
人
の
文
学
者
に
つ
い
て
も

あ
わ
せ
て
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。
文
学
青

年
た
ち
の
盛
ん
な
活
動
の
渦
の
中
で
、
晶

子
も
創
作
に
励
ん
で
い
た
の
で
し
た
。

　
「
恋
す
る
京
都
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
晶

子
と
京
都
の
関
わ
り
を
紹
介
し
ま
し
た
。
京

都
は
晶
子
が
寛
・
山
川
登
美
子
と
と
も
に

遊
び
、
寛
と
結
ば
れ
た
場
所
の
た
め
、
晶
子
は
京
都
を
詠

み
こ
ん
だ
恋
の
歌
を
多
く
作
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
京
都

は
寛
の
出
身
地
で
あ
り
、
源
氏
物
語
の
舞
台
で
も
あ
り
ま

す
。
堺
時
代
か
ら
何
度
も
訪
れ
、
舞
妓
を
好
む
な
ど
、
晶

子
は
京
都
に
特
別
な
想
い
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

晶
子
・
登
美
子
と
と
も
に
詩
歌
集
『
恋
衣
』
を
共
著
し

た
増
田
雅
子
の
弟
が
所
蔵
し
て
い
た
「
百
首
屏
風
」
が
特

に
好
評
で
、
屏
風
の
前
に
立
ち
止
ま
っ
て
じ
っ
く
り
と
作

品
を
ご
覧
に
な
ら
れ
て
い
る
方
が
多
く
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
晶
子
が
多
く
の
業
績
を
残
し
た
「
源
氏
物
語
」

に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
し
た
。
関
東
大
震
災
で
た
だ
１
枚

の
み
焼
失
を
免
れ
た
「
源
氏
物
語
講
義
」
原
稿
の
複
製
、

晶
子
の
晩
年
の
大
作
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
の
完
成
祝
賀

会
の
際
に
晶
子
が
着
用
し
た
着
物
な
ど
を
展
示
し
ま
し
た
。

京
都
に
関
連
す
る
資
料
は
美
し
い
も
の
が
多
く
、
特
に
目

に
鮮
や
か
な
コ
ー
ナ
ー
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
は
ば
た
く
東
京
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
特
に
「
明
星
」

と
、
交
流
し
た
人
び
と
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。「
み

だ
れ
髪
歌
歌
留
多
」
や
「
明
星
」
の
原
画
の
ほ
か
、
森
鷗

外
の
年
賀
状
や
石
川
啄
木
が
描
い
た
番
付
表
な
ど
も
展
示

し
、
東
京
新
詩
社
の
に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
と
、
晶
子
が
寛

と
目
指
し
続
け
た
創
作
の
姿
を
お
伝
え
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

特
に
交
流
の
長
く
続
い
た
小
林
天
眠
に
つ
い
て
も
取
り

上
げ
、
関
西
青
年
文
学
会
の
後
進
事
業
「
天
佑
社
」
や
、

堺
市
に
お
預
け
い
た
だ
い
て
い
る
小
林
天
眠
旧
蔵
の
資
料

を
展
示
し
て
、
長
き
に
わ
た
る
交
流
と
支
援
の
一
端
を
ご

覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

コ
ー
ナ
ー
を
堺
・
京
都
・
東
京
の
三
つ
に
分
け
て
展
示

を
行
い
ま
し
た
が
、
資
料
と
都
市
と
を
結
び
付
け
て
い
た

だ
き
や
す
い
よ
う
、
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
（
堺
＝
青
、
京
都

＝
ピ
ン
ク
、
東
京
＝
黄
色
）
の
設
定
や
、
地
図
で
場
所
を

示
す
な
ど
の
工
夫
を
試
み
ま
し
た
。
地
図
は
ケ
ー
ス
の
中

と
外
に
１
つ
ず
つ
設
置
し
、
ケ
ー
ス
外
の
地
図
に
は
来
館

者
の
皆
さ
ま
に
三
つ
の
舞
台
の
思
い
出
を
書
い
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
（
左
上
写
真
）。
特
に
堺
の
思
い
出

を
書
か
れ
る
方
が
多
く
、
よ
り
地
域
と
晶
子
と
を
身
近
に

感
じ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

よ
り
深
く

資
料
に
つ

い
て
知
っ

て
い
た
だ

く
た
め
に

「
も
っ
と

楽
し
む
み

ど
こ
ろ
ガ

イ
ド
」
を

作
成
し
た

と
こ
ろ
、

熱
心
に
資

料
を
見
て

い
た
だ
け

る
方
が
増

え
た
の
は

嬉
し
い
成

果
で
し
た
。

�

（
安
達
）

　

本
展
は
、
さ
か
い
利
晶
の
杜
が
３
月
に
開
館
１
周
年
を
迎
え
た
こ
と
を

記
念
し
、
三
千
家
よ
り
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
品
々
を
紹
介
し
た
も
の
で
す
。

表
千
家
而
妙
斎
御
家
元
ご
寄
贈
の
「
流
水
扇
面
絵
茶
碗
」（
17
代
永
樂
善
五

郎
造
）
や
三
千
家
御
家
元
命
名
の
茶
室
軒
号
を
揮
毫
い
た
だ
い
た
掛
軸
等
を

展
示
し
ま
し
た
。�

（
小
松
原
）

開
館
1
周
年
記
念
展〈
寿
ぎ
の
品
々
│
三
千
家
か
ら
の
お
く
り
も
の
〉 平
成
28
年
４
月
15
日（
金
）～
５
月
29
日（
日
）

企
画
展〈
天
下
を
め
ざ
す
│
て
が
み
か
ら
読
む
戦
国
時
代
│
〉    

平
成
28
年
９
月
９
日（
金
）～
10
月
16
日（
日
）

　

昨
年
に
続
き
、
秋
に
企
画
展

「
天
下
を
め
ざ
す
―
て
が
み
か
ら

読
む
戦
国
時
代
―
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
大
河
ド
ラ
マ
「
真
田

丸
」
の
影
響
も
あ
り
、
全
国
的
に

戦
国
関
係
の
展
覧
会
が
多
い
な

か
、
本
展
で
は
戦
国
時
代
を
生
き

た
人
々
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
て

が
み
を
取
り
上
げ
、
３
つ
の
テ
ー

マ
に
分
け
て
紹
介
し
ま
し
た
。
展

示
資
料
は
す
べ
て
堺
市
博
物
館

所
蔵
で
す
。
そ
の
う
ち
利
休
の
も

の
を
含
む
８
点
は
、
開
館
に
向
け

た
資
料
収
集
の
中
で
、
福
井
県
の

宇
野
茶
道
美
術
館
（
平
成
８
年
～

23
年
）
よ
り
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た

も
の
で
す
。
今
回
は
そ
の
お
披
露

目
の
機
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

第
１
章
で
は
「
天
下
人
の
て
が

み
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
な
ど
の

て
が
み
を
紹
介
し
ま
し
た
。
信
長
の
て
が
み
は
、
叔
母
宛

に
か
な
で
書
か
れ
た
珍
し
い
も
の
で
す
。
秀
吉
は
展
示
替

え
分
合
わ
せ
て
３
点
の
て
が
み
を
展
示
し
ま
し
た
が
、
な

か
で
も
奥
方
宛
に
「
み
か
ん
を
送
る
の
で
み
ん
な
で
分
け

る
よ
う
に
」
と
配
分
率
ま
で
指
示
し
た
も
の
に
注
目
が
集

ま
っ
た
よ
う
で
す
。
天
下
人
と
な
る
前
の
若
い
こ
ろ
や
家

族
宛
の
て
が
み
に
触
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
人
物
を
よ
り
身

近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

第
２
章
は
「
武
将
の
て
が
み
」
と
し
て
、
武
田
信
玄
、

安
宅
冬
康
、
石
田
三
成
、
伊
達
政
宗
な
ど
の
て
が
み
を
紹

介
し
ま
し
た
。
安
宅
冬
康
は
堺
と
も
関
係
の
深
い
三
好
長

慶
の
弟
で
、
連
歌
を
好
ん
だ
武
将
で
す
。
展
示
し
た
て
が

み
も
和
歌
集
に
関
す
る
も
の
で
、
武
骨
な
武
将
の
イ
メ
ー

ジ
を
払
拭
し
て
く
れ
ま
す
。
伊
達
政
宗
の
て
が
み
は
大
坂

夏
の
陣
後
、
将
軍
秀
忠
の
江
戸
帰
還
に
触
れ
た
も
の
で
、

て
が
み
の
日
付
の
翌
日
に
元
和
と
改
元
、
慶
長
最
後
の
日

の
て
が
み
と
な
り
ま
し
た
。
豊
臣
家
が
滅
亡
し
、
本
格
的

に
徳
川
の
治
世
が
は
じ
ま
る
、
そ
ん
な
激
動
の
時
代
を
活

写
し
て
い
ま
す
。

　

第
３
章
は
「
茶
人
の
て
が
み
」
と
し
て
、
千
利
休
、
古

田
織
部
、
小
堀
遠
州
な
ど
の
て
が
み
を
紹
介
し
ま
し
た
。

利
休
の
て
が
み
の
１
つ
は
娘
婿
宛
で
、
堺
奉
行
松
井
友
閑

の
来
堺
を
伝
え
た
も
の
で
す
。
ま
た
弟
子
で
あ
る
舟
越
景

直
宛
の
て
が
み
で
は
、
天
野
酒
を
送
ら
れ
た
こ
と
に
対
す

る
御
礼
と
秀
吉
の
弟
で
あ
り
政
権
の
中
枢
に
い
た
豊
臣
秀

長
の
来
訪
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
利
休
と
秀
長
の
関
係

性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
３
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
て
紹
介
し
ま
し
た

が
、
１
通
の
て
が
み
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
読
み
取
れ

た
り
、
ま
た
書
き
手
の
意
外
な
一
面
を
垣
間
見
て
い
た
だ

け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
戦
国
時

代
に
は
魅
力
的

な
人
物
が
多
い

こ
と
か
ら
、
展

示
室
の
一
角
に

「
戦
国
時
代
の
人
物
で
誰
が
好
き
!?
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー

を
設
け
、
み
な
さ
ん
に
好
き
な
人
物
を
付
箋
に
書
い
て
パ

ネ
ル
に
貼
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
ベ
ス
ト
５

を
紹
介
し
ま
す
。
第
１
位
織
田
信
長
（
26
票
）、
第
２
位

真
田
幸
村
（
信
繁
、
20
票
）、
第
３
位
千
利
休
（
19
票
）、

第
４
位
伊
達
政
宗
（
12
票
）、
第
５
位
武
田
信
玄
（
10
票
）

…
以
下
豊
臣
秀
吉
、
石
田
三
成
、
黒
田
官
兵
衛
と
続
き
ま

し
た
。
信
長
は
や
は
り
人
気
が
高
い
で
す
。
ま
た
利
休
の

人
気
が
高
い
の
は
当
館
な
ら
で
は
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大

変
嬉
し
い
結
果
で
し
た
。
今
回
の
展
示
で
は
紹
介
し
て
い

な
い
人
物
も
た
く
さ
ん
あ
げ
て
い
た
だ
き
、
戦
国
時
代
へ

の
関
心
の
高
さ
を
感
じ
ま
し
た
。�

（
小
松
原
）



12    4（日）

     企画展

〈与謝野晶子と三つの舞台
―堺・京都・東京― 〉

    記念講演会

12    17（土）

     企画展

〈天下をめざす
―てがみから読む戦国時代―〉

    関連講演会

9  17（土）

10    10（月・祝）

 イベント報告  イベント報告
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　第

７
回
全
国
文
学
館
協
議
会

総
務
情
報
部
会

・
日　

時　

平
成
28
年
11
月
25
日
（
金
）

・
参
加
者　

52
名
（
38
館
・
団
体
）

▼
与
謝
野
晶
子
記
念
館
が
開
催
館
と
し
て

「
全
国
文
学
館
協
議
会
総
務
情
報
部
会
」

を
開
催
し
ま
し
た
。
総
務
情
報
部
会
と
い

う
こ
と
で
、
①
地
域
や
企
業
と
の
連
携
事

業
、
②
旧
居
の
保
存
と
公
開
と
い
う
テ
ー

マ
で
、
当
館
を
は
じ
め
、
新
宿
区
立
林
芙

美
子
記
念
館
（
東
京
）・
泉
鏡
花
記
念
館

（
石
川
）・
中
原
中
也
記
念
館
（
山
口
）
の

４
館
が
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

開
会
に
あ
た
っ
て
は
、
当
館
の
学
芸
部

門
を
担
っ
て
い
る
堺
市
博
物
館
の
中
西
進

名
誉
館
長
が
ご
挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。「
文
学
館
の
在
り
方
」
に
つ
い

て
お
話
い
た
だ
き
、「
文
学
の
展
示
と
い

う
の
は
、
感
動
と
い
う
目
に
見
え
な
い
も

の
を
形
に
し
て
記
憶
さ
せ
る
」
と
い
う
言

葉
が
参
加
者
の
共
感
を
呼
び
、
大
変
印
象

に
残
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

①
地
域
や
企
業
と
の
連
携
事
業
に
つ
い
て

　

当
館
で
は
、「
与
謝
野
晶
子
記
念
館
の

開
館
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
」
と
題
し

て
、「
さ
か
い
利
晶
の
杜
」
内
に
開
設
す

る
ま
で
の
経
緯
や
目
的
を
は
じ
め
、
管

理
・
運
営
に
関
す
る
現
状
と
課
題
に
つ
い

て
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
指
定
管

理
者
が
中
心
と
な
っ
て
行
い
ま
し
た
地
域

や
企
業
な
ど
と
の
連
携
事
業
の
具
体
的
な

事
例
報
告
を
い
た
し
ま
し
た
。
晶
子
を
顕

彰
す
る
組
織
「
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
」
と

の
共
催
事
業
や
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
提

案
・
企
画
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
行
い
地
域

活
性
に
繫
げ
る
目
的
で
結
成
さ
れ
た
「
堺

ま
ち
物
語
協
議
会
」
の
具
体
的
な
事
業
内

容
を
、
写
真
と
共
に
詳
し
く
紹
介
し
ま
し

た
。
特
に
、
山
之
口
商
店
街
と
の
連
携
と

し
て
、
商
店
街
振
興
組
合
と
堺
市
観
光
部

と
の
公
募
提
案
型
協
働
推
進
事
業
に
つ
い

て
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
山
崎
一
穎
会
長
か

ら
当
館
の
チ
ケ
ッ
ト
を
商
店
街
の
特
典
連

携
店
舗
に
て
提
示
す
る
と
お
得
な
特
典
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
連
携
が

良
い
と
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

全
体
と
し
て
、「
文
豪
ス
ト
レ
イ
ド
ッ

グ
ス
」（
以
下
、「
文
ス
ト
」）
と
の
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
企
画
（
㈱
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ

Ａ
Ｗ
Ａ
と
の
共
催
）
に
よ
る
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
や
ク
イ
ズ
の
開
催
に
つ
い
て
の
報
告

が
、
参
加
者
の
関
心
を
集
め
ま
し
た
。
当

館
で
は
、
報
告
だ
け
で
な
く
館
内
で
開
催

中
の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
参
加
者
に
ご
覧

い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
原
中
也
記
念
館
も

「
文
ス
ト
」
と
の
コ
ラ
ボ
企
画
の
報
告
を

さ
れ
、全
体
の
質
疑
応
答
で
も
「
文
ス
ト
」

に
関
す
る
や
り
取
り
の
時
間
が
多
く
取
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
漫
画
や
ア
ニ
メ

と
の
コ
ラ
ボ
企
画
は
、
文
学
館
に
と
っ
て

新
し
い
試
み
で
あ
り
、
新
た
な
展
開
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
与
謝
野
晶
子
記
念
館
に
お
け
る

連
携
展
示
と
し
て
「
晶
子
と
旅
」
の
コ
ー

ナ
ー
を
紹
介
し
ま
し
た
。
全
国
を
旅
し
た

晶
子
の
足
跡
を
紹
介
す
る
こ
の
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
大
型
モ
ニ
タ
ー
に
よ
る
タ
ッ
チ
パ

ネ
ル
を
設
置
し
、
晶
子
の
訪
れ
た
ま
ち

を
、
歌
碑
や
風
景
写
真
と
と
も
に
紹
介
し

て
い
ま
す
。
晶
子
ゆ
か
り
の
市
町
村
に
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
ご
提
供
い
た
だ

い
た
情
報
を
集
約
し
て
発
信
し
て
い
ま
す
。

簡
単
に
内
容
を
変
更
・
追
記
す
る
こ
と
が

で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る
た
め
、

新
し
く
建
立
さ
れ
た
歌
碑
や
晶
子
関
係
の

イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
も
随
時
更
新
で
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
全
国
に
あ
る
晶
子
ゆ

か
り
の
地
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し

た
連
携
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

②
旧
居
の
保
存
と
公
開
に
つ
い
て

　

新
宿
区
立
林
芙
美
子
記
念
館
は
旧
居
を

利
用
し
て
展
示
公
開
を
行
っ
て
お
り
、
詳

し
い
現
状
報
告
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
館
で
は
、
晶
子
の
生
家
が
現
存
し
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
展
示
室
内
に
ほ
ぼ
実
寸

大
で
生
家
「
駿
河
屋
」
の
帳
場
を
再
現
し
、

晶
子
が
堺
に
住
ん
で
い
た
少
女
時
代
の
雰

囲
気
を
体
感
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
現
状

を
報
告
し
ま
し
た
。
通
常
は
、
上
っ
て
い

た
だ
け
な
い
帳
場
を
、
特
別
な
イ
ベ
ン
ト

時
に
は
参
加
者
の
方
々
に
上
っ
て
い
た
だ

く
活
用
方
法
に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
部
会
は
、
今
後
の
文
学
館
の
在

り
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
良
い
機

会
と
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

参
加
者
の
方
々
に
は
「
与
謝
野
晶
子
記

念
館
」
や
開
催
中
の
企
画
展
「
与
謝
野
晶

子
と
三
つ
の
舞
台
―
堺
・
京
都
・
東
京
―
」、

観
光
案
内
展
示
室
や
収
蔵
庫
な
ど
も
ご
覧

い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
与
謝
野
晶
子
記

念
館
内
の
映
像
と
音
声
で
体
感
す
る
「
詩

歌
の
森
」
や
書
籍
を
立
体
的
に
展
示
す

る
「
晶
子
の
装
幀
」
コ
ー
ナ
ー
が
好
評
で

し
た
。「
最
新
式
の
文
学
館
に
感
動
し
た
」

と
い
っ
た
賞
賛
の
お
言
葉
を
た
く
さ
ん
頂

戴
し
、
大
変
ご
満
足
い
た
だ
け
た
も
の
と

思
い
ま
す
。�

（
森
下
）

（右）ご挨拶いただく中西進名誉館長
（左）当館報告の様子

「文スト」コラボ企画のチラシ

 堀新氏講演会
 「天下人と堺
 ―てがみから読む戦国時代―」

▶企画展「天下をめざす」の関連講演会第２弾として、
共立女子大学文芸学部教授・堀新氏にご講演いただき
ました。まずは戦国時代の堺について宣教師の残した
記録を中心にご紹介いただいたのち、織田信長、豊臣
秀吉、徳川家康という３人の天下人と堺の関係につい
て書状（てがみ）を通してご紹介いただきました。信
長については企画展で展示中の小幡殿宛書状を解説し
ていただいたあと、堺出身の茶人である今井宗久や千
利休との書状を通して、堺と信長のつながりについて
詳しく取り上げていただきました。

 中西裕樹氏講演会
 「城からよむ戦国時代
  ─堺と和泉国の城郭─」

▶企画展「天下をめざす」の関連講演会第１弾として、
高槻市立しろあと歴史館学芸員・中西裕樹氏にご講演
いただきました。堺市内に残る陶器城（中区）、家原城

（西区）などの城跡やさかい利晶の杜のある堺環濠都市
遺跡について、たくさんの絵図や写真でご紹介いただ
きながら、城郭史的な位置付けについてお話しいただ
きました。また和泉国内に残された城跡について、そ
の地形や時代背景を含めて解説いただき、戦国時代へ
の理解を深めることが出来ました。

    入江春行氏講演会
    「与謝野晶子と京都」

▶日本文芸学会常任理事で、与謝野晶子倶楽部副会長
の入江春行氏にお越しいただきました。先生の研究に
よって明らかにされた晶子と京都の様々な関わり、特
に晶子と寛、登美子と京都の関わりを詳しくご紹介い
ただきました。晶子歌碑についてもスライドでご紹介
いただき、参加者からは、はじめて知り得たことがあっ
た、先生のお話を聞けたことは大きな喜びだった、と
いうお声をいただきました。

 竹田芳則主幹講演会
 「晶子と堺─ふるさとの小さき街」

▶地域資料担当として長年与謝野晶子などの堺に関係
する資料の収集に関わっている竹田芳則堺市立中央図
書館主幹が講演を行いました。晶子と堺のかかわりを、
図書館所蔵の資料を中心にご紹介し、晶子の堺時代の
回想文に登場する場所を写真と合わせて説明するなど、
詳細な紹介を行いました。参加者からは、堺出身をよ
り身近に感じさせる話だった、続編を期待する、とい
うお声をいただきました。



▼
は
じ
め
に

　

中
世
の
町
跡
が
眠
る
堺
環
濠

都
市
遺
跡
（
調
査
略
号
Ｓ
Ｋ

Ｔ
）
の
発
掘
調
査
は
、
開
始
以

来
40
年
を
経
過
し
調
査
件
数
も

１
１
０
０
件
を
超
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の
重
要
な

発
見
が
あ
り
、
歴
史
上
の
新
た

な
資
料
や
知
見
・
情
報
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
じ
つ
は
、

こ
の
さ
か
い
利
晶
の
杜
周
辺
で

も
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
成
果
を
こ
こ
で
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼
発
掘
調
査
の
概
要

　

千
利
休
屋
敷
跡
の
東
側
に
隣
接
し
た
場
所
で
は
、
平

成
元
（
１
９
８
９
）
年
に
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
、
調
査
し
た
４
５
７
㎡
の
ほ
ぼ
全
域
で
庭

園
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
築
山
や
蹲
踞
（
つ
く
ば
い
）、
縁
・

庇
を
伴
う
建
物
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
建
物

の
中
に
は
茶
事
を
行
う
部
屋
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
草
木
や
苔
・
庭
石
な
ど
は
失
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
粘
土
を
貼
っ
た
築
山
遺
構
や
瓦
と
石
で
造
ら
れ

た
遣
水
遺
構
な
ど
は
、
作
ら
れ
た
当
時
の
「
侘
び
・
幽
閑
」

世
界
で
あ
る
「
市
中
の
山
居
」
を
想
像
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、

建
物
の
軒
先
に
は
船
形
に
作
ら
れ
た
植
木
鉢
が
据
え
ら
れ
、

建
物
と
庭
園
間
に
は
井
戸
が
掘
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

た
だ
こ
の
調
査
地
内
で
は
飛
石
や
敷
石
跡
が
確
認
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
、
茶
室
へ
至
る
露
地
遺
構
は
調
査
地
外
の

北
側
か
東
側
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
を
含

め
る
と
広
大
な
面
積
を
も
つ
屋
敷
地
と
な
り
、
堺
で
も
極

め
て
特
別
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
16
世
紀
第
３
四
半
期
末
頃
（
１
５
６
５
～

１
５
７
５
）
に
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
建
物
な
ど
を
除
却
し
た

後
に
盛
土
整
地
を
行
い
新
た
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
わ
ず
か
十
数
年
後
の
16
世
紀
末
頃
に
は
こ
の
屋
敷
地

内
の
建
物
や
庭
園
は
全
て
破
却
さ
れ
ま
す
。
そ
れ

は
火
災
等
に
よ
る
被
災
が
原
因
で
は
な
く
、
人
為

的
な
も
の
で
し
た
。

　

破
却
さ
れ
た
際
に
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
た
道

具
類
は
持
ち
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
わ
ず
か
に

蹲
踞
付
近
か
ら
銅
製
灰
匙
や
軟
質
施
釉
陶
器
（
樂

焼
系
）
碗
、「
左
近
男
助
左
衛
門
尉
」
と
墨
書
さ
れ

た
備
前
擂
鉢
片
な
ど
が
出
土
し
た
だ
け
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
屋
敷
地
全
域
に
30
㎝
程
度
の
盛
土
が

施
さ
れ
て
、
調
査
地
南
側
に
は
新
た
に
築
山
遺
構

や
門
?
（
戸
）
と
瓦
片
を
敷
き
詰
め
た
通
路
、
そ

し
て
草
庵
茶
室
と
考
え
ら
れ
る
建
物
な
ど
が
建
て

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
前
段
階
よ
り
も
明
ら
か
に

規
模
も
縮
小
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
慶
長
20

（
１
６
１
５
）
年
に
は
大
坂
夏
の
陣
前
の
火
災
に
よ

り
焼
失
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
出
土
遺
物
は
少

な
く
、
茶
陶
で
は
珍
し
い
軟
質
施
釉
陶
器
（
香
炉
・

匙
・
火
鉢
な
ど
）
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

▼
屋
敷
地
の
所
有
者
は
誰
か
?

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
特
別
な
屋
敷
地
の
所
有
者
が
誰
で

あ
っ
た
か
が
、
問
題
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
名
前
な
ど
を
記
し
た
も
の
が
出

土
し
て
な
い
の
で
、
確
実
な
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く

ま
で
も
、
状
況
証
拠
に
よ
る
推
測
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に

お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

　

発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い
る
堺
の
町
屋
で
は
、
表
道

路
側
に
主
屋
（
礎
石
建
物
）
そ
の
背
後
に
蔵
が
建
つ
と
い

う
構
造
が
一
般
的
で
、
一
軒
あ
た
り
の
敷
地
平
均
面
積
は

約
30
㎡
～
90
㎡
程
度
で
し
た
。
こ
の
デ
ー
タ
と
比
較
し
て

も
、
こ
の
屋
敷
地
が
ず
ば
ぬ
け
て
広
い
こ
と
が
判
り
ま
す

し
、
所
有
者
も
堺
南
庄
の
な
か
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
人

物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
事
象
と
発
掘
調
査
成
果
に
合
致
す
る
人

物
を
探
る
と
、
有
力
候
補
は
千
利
休
（
１
５
２
２
～

１
５
９
１
）
に
な
り
ま
す
。
利
休
の
堺
屋
敷
は
今
市
町
に

所
在
し
て
い
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
詳
細
な
記
録
な
ど

は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
茶
会
記
の
記
事
か
ら
天
正
初
め

こ
ろ
に
堺
屋
敷
に
新
し
い
数
寄
座
敷
を
造
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

利
休
は
、
天
正
19
（
１
５
９
１
）
年
に
京
都
聚
楽
第
の

屋
敷
で
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
り
自
刃
し
ま
す
。
そ
の
後
の

堺
屋
敷
が
ど
う
な
っ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
恐
ら
く
破

却
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
象

は
、
発
掘
調
査
で
推
定
さ
れ
た
破
却
年
代
と
ほ
ぼ
合
致
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
後
同
地
に
建
て
ら
れ
た
草
庵
茶
室
に
つ

い
て
は
、
利
休
の
長
男
で
あ
る
紹
安
（
道
安
）
と

関
係
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
千
紹
安
（
道
安
）

（
１
５
４
６
～
１
６
０
７
）
は
、
利
休
没
後
に
飛
騨

高
山
城
主
の
金
森
長
近
を
頼
っ
て
堺
を
離
れ
ま
す

が
、次
男
の
少
庵
が
許
さ
れ
た
文
禄
３（
１
５
９
４
）

年
に
は
同
様
に
京
都
に
戻
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
に
伏
見
で
秀
吉
の
茶
頭
と
し
て
仕
え
ま
し

た
が
、
慶
長
３
（
１
５
９
８
）
年
豊
臣
秀
吉
の
没

後
に
は
堺
に
戻
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
屋
敷

地
の
規
模
な
ど
は
小
さ
く
な
り
ま
し
た
が
利
休
屋

敷
と
同
じ
場
所
で
、
堺
千
家
を
再
興
し
た
と
推
測

さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
慶
長
４
（
１
５
９
９
）
年

か
ら
は
道
安
と
名
乗
り
始
め
ま
す
が
、
道
安
の
没

後
は
嫡
子
が
い
な
か
っ
た
の
で
堺
千
家
は
途
絶
え

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

▼
さ
い
ご
に

　

堺
環
濠
都
市
遺
跡
（
Ｓ
Ｋ
Ｔ
２
１
４
）
の
発
掘

調
査
か
ら
四
半
世
紀
以
上
が
経
過
し
ま
し
た
。
そ

の
後
の
出
土
資
料
の
見
直
し
や
新
た
な
知
見
を
加
味
し
て

調
査
成
果
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
ま
し
た
。

　

あ
く
ま
で
も
推
測
に
よ
る
も
の
な
の
で
確
証
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
現
地
を
訪
れ
た
際
に
関
心
や
興
味
を
持
っ
て
い

た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。
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