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当
館
の
さ
か
い
待
庵
の
床
に
は
「
老
古
錐
」
の
軸
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
利

晶
の
杜
の
開
館
時
に
、
千
利
休
の
墓
所
が
あ
る
京
都
大
徳
寺
聚
光
院
の
小
野
澤
乕

洞
住
職
に
筆
を
執
っ
て
い
た
だ
い
た
墨
跡
で
す
。

　

老
古
錐
。
聞
き
慣
れ
な
い
こ
と
ば
で
す
が
、
そ
の
由
来
を
訪
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。

老
古
は
、
古
い
の
意
。
つ
ま
り
、
老
古
錐
と
は
使
い
古
し
て
鋒
が
丸
く
な
り
、
鋭

利
で
な
く
な
っ
た
錐
で
す
。

　

諸
橋
大
漢
和
辞
典
は
、「
錐
處
囊
中
、
錐
囊
中
に
居
る
」
の
解
説
で
史
記
の
平
原

君
伝
か
ら
、「
夫
賢
士
之
處
世
也
。
譬
若
錐
之
處
於
囊
中
、
其
末
立
見
」
を
引
い
て

い
ま
す
。
史
記
は
嚢
（
世
間
）
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
錐
（
優
れ
た
人
）
と
い
う

も
の
は
、
必
ず
外
へ
そ
の
鋒
（
利
発
さ
）
が
出
る
も
の
で
あ
る
と
尖
っ
た
錐
を
肯

定
的
に
捉
え
て
い
ま
す
。

　

で
は
、禅
と
茶
の
湯
の
場
合
は
、ど
う
で
し
ょ
う
か
。
利
休
の
息
子
千
道
安
が
「
利

休
」
の
意
味
を
春
屋
宗
園
に
問
い
ま
し
た
。
応
じ
た
春
屋
の
答
え
が
、 

 　
　
　

参
得
宗
門
老
古
錐　

宗
門
に
参
得
せ
る
老
古
錐 

　
　
　

平
生
受
用
截
流
機　

平
生
受
用
す
、
截せ

つ
る流

の
機 

　
　
　

全
無
伎
倆
白
頭
日　

全
く
伎
倆
無
し
、
白
頭
の
日 

　
　
　

飽
対
青
山
呼
枕
児　

青
山
に
対
す
る
に
飽あ

い
て
枕ち

ん
じ児

を
呼
ぶ　

 

で
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
人
生
で
得
た
鋭
さ
や
利
発
さ
を
外
に
発
散
さ

せ
る
こ
と
な
く
、
世
間
の
中
で
静
か
に
佇
む
。
あ
た
か
も
使
い
込
ん
で

先
端
が
丸
く
な
っ
た
錐
。
そ
れ
こ
そ
が
、
我
々
が
到
達
す
る
境
地
で

あ
る
。
利
発
さ
を
休
し
た
境
地
。
利
休
の
精
神
そ
の
も
の
で
し
ょ
う
。

�

（
矢
内
）

学芸
茶話

休館日	 ●千利休茶の湯館、与謝野晶子記念館、茶の湯体験施設　第3火曜日（祝日の場合は翌日）及び年末年始
	 ●観光案内展示室　年末年始
	 ●駐車場　年中無休
開館時間	 ●千利休茶の湯館、与謝野晶子記念館、観光案内展示室　午前9時～午後6時（最終入館 午後5時30分）
	 ●茶の湯体験施設　午前10時～午後5時（最終入席 午後4時45分）
	 ●駐車場　24時間
駐車場 ●普通車 1時間200円（1日最大1400円） ※さかい利晶の杜施設利用者に割引があります。

 ●バス 1回1,000円【予約制

ご利用案内

問合せ先 さかい利晶の杜 〒590-0958 堺市堺区宿院町西2丁1-1 TEL.072-260-4386 FAX.072-260-4725 http://www.sakai-rishonomori.com

さかい利晶の杜学芸だより 第4号　2019年3月20日発行　編集・発行＝堺市博物館学芸課 堺市配架資料番号 1-L4-18-0288

老ろ

う 

古こ 

錐す

い

聚光院小野澤乕洞墨蹟「老古錐」

　

今
年
度
は
与
謝
野
晶
子
生
誕
1
4
0
年
及
び
明
治
1
5
0
年
に
あ
た
り
、
各
記
念
事
業
に
ち
な

ん
だ
意
欲
的
な
企
画
展
等
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
た
か
。
来
年
度
本
施
設

は
開
館
5
周
年
を
迎
え
ま
す
。
少
し
で
も
多
く
の
方
々
に
、
堺
の
文
化
や
そ
の
魅
力
を
伝
え
ら
れ

る
よ
う
な
展
覧
会
等
を
随
時
企
画
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
堺
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。�

（
木
村
）

編集後記

交通アクセス
●阪堺線 宿院駅より徒歩で1分
●南海高野線 堺東駅よりバスで約6分（宿院バス停下車）
●南海本線 堺駅より徒歩で約10分 バスで約3～5分（宿院バス停下車）
●JR阪和線／南海高野線 三国ヶ丘駅よりバスで約10分（宿院バス停下車）
●阪神高速15号堺線 堺ICより車で約3分
●阪神高速4号湾岸線 大浜ICより車で約3分

観光案内展示室 無　料 無　料 無　料
千利休茶の湯館・
与謝野晶子記念館 ※1 300円 200円 100円

（2館ともご覧いただけます）

立礼呈茶（抹茶と和菓子） 500円 400円 300円
茶室お点前体験【予約制】 500円 400円 300円
さかい待庵特別観覧セット【申込制】 1,000円 800円 500円

（展示観覧・立礼呈茶含む）

※1  常設展観覧料は障がいのある方と介護者、堺市内在学の小中学生と引率教職員、
　　 未就学児は無料

  区　分                                             大人（大学生含む）    高校生     中学生以下

利用料金

１

晶
子
は
生
涯
に
歌
を
３
万
首
以
上
作
り
、
歌
集
や
評
論
集
を
約
40
冊
刊
行

し
て
い
ま
す
。
な
か
な
か
歌
が
詠
め
な
い
辛
い
日
も
あ
れ
ば
、
空
想
の

世
界
に
遊
び
童
話
が
生
ま
れ
る
楽
し
い
日
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
読
書
を
は

じ
め
、
歌
の
添
削
や
原
稿
の
校
正
、
短
冊
や
色
紙
に
歌
を
書
く
仕
事
も
こ
な
し

ま
し
た
。
晶
子
は
書
斎
の
机
の
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
生
み
出
し
て
い
き

ま
し
た
。

　

晶
子
記
念
館
に
は
「
創
作
の
場
」
と
し
て
「
書
斎
」
を
イ
メ
ー
ジ
展
示
し
て

い
ま
す
。
京
都
の
鞍
馬
寺
に
移
築
さ
れ
た
晶
子
の
「
冬と

う
は
く
て
い

柏
亭
」
と
呼
ば
れ
る
書

斎
を
参
考
に
作
り
ま
し
た
。
ま
た
、
鞍
馬
寺
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
晶
子
の
机
も

復
元
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
机
の
上
で
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
の
原
稿
を
執

筆
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
机
の
そ
ば
に
は
文
箱
を
置
い
て
い
ま
す
。
晶
子
の
自
伝
『
私
の
生

ひ
立
ち
』
の
「
後
記
」
で
晶
子
の
長
男
光
が
語
っ
た
、
晶
子
の
机
の
そ
ば
に
は

堺
の
両
親
の
写
真
や
手
紙
な
ど
、
堺
の
も
の
が
ま
と
め
て
大
事
に
し
ま
っ
て
あ

り
、「
弱
味
を
見
せ
ず
に
頑
張
り
通
し
た
母
に
も
、
心
の
奥
底
に
は
終
始
母
を

慕
い
、
堺
時
代
を
偲
ぶ
心
が
あ
っ
て
、
母
を
慰
さ
め
又
励
ま
し
て
く
れ
た
」
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
こ
の
文
箱
で
表
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
晶
子
は
子
ど
も
た
ち
に
囲
ま
れ
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

壁
面
に
三
男
の
麟り

ん
と
の
写
真
も
飾
っ
て
い
ま
す
。
写
真
に
は
、
本
棚
に
び
っ
し

り
と
本
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
様
子
が
分
か
り
、
晶
子
が
忙
し
い
中
で
い
か
に
読

書
を
し
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　

晶
子
は
生
涯
、
文
筆
活
動
を
行
い
、
夫
の
寛
と
と
も
に
書
斎
で
長
い
時
間
を

過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
晶
子
に
と
っ
て
書
斎
は「
巣
」で
あ
り
、「
親
し
い
」、も
っ

と
も
落
ち
着
け
る
場
所
で
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
「
創
作
の
場
」
で
は
、
晶
子
自
筆
の
百
首
屏
風
（
複
製
）
も
展

示
し
て
い
ま
す
。
実
際
の
晶
子
の
書
斎
に
は
置
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
晶
子
の

美
し
い
文
字
を
間
近
で
観
て
い
た
だ
け
る
よ
う
露
出
展
示
を
し
て
い
ま
す
。�

�

（
森
下
）

利晶の杜
だより学

  芸

さかい

第4号

与
謝
野
晶
子
の「
創
作
の
場
」
　

書
斎
は
私
達
の
巣
で
あ
る
。

　
　

一
番
親
し
い
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

      
晶
子
「
紅
梅
の
庭
に
て
」
よ
り

・展示報告
・イベント報告
・その他報告
・学芸員コラム
・学芸茶話



23

 展示報告　

明
治
１
５
０
年
記
念

〈
茶
の
湯
の
復
興
―
幕
末
・
明
治
の
千
家
茶
道
を
中
心
に
―

〉 

　

平
成
30
年
（
2
0
1
8
）
は
、
1
8
6
8

年
の
明
治
維
新
か
ら
ち
ょ
う
ど
1
5
0

年
に
あ
た
り
ま
し
た
。

　

新
し
い
時
代
の
幕
開
け
と
と
も
に
、
封

建
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
日
本
は
新
し
い

国
家
体
制
を
構
築
し
、
欧
化
主
義
が
ま
た
た
く
ま
に
社
会

に
浸
透
し
、
伝
統
文
化
へ
の
人
々
の
興
味
は
薄
れ
て
い
き

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
の
う
ね
り
の
中
で
、
千
利
休
を
祖
と

す
る
表
千
家
、
裏
千
家
、
武
者
小
路
千
家
の
三
千
家
は
、

17
世
紀
中
期
よ
り
大
名
家
へ
茶
道
役
と
し
て
仕
官
す
る
こ

と
で
得
て
い
た
経
済
的
基
盤
を
失
い
、
苦
し
い
時
代
を
迎

え
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
大
き
く
変
化
す

る
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
茶
の
湯
の
復
興
に
お
け
る
三
千

家
宗
匠
の
功
績
を
振
り
返
り
ま
し
た
。
ま
た
、
新
た
な
活

動
の
場
を
地
方
に
広
げ
た
各
宗
匠
の
活
躍
を
、

地
方
ゆ
か
り
の
茶
道
具
を
通
し
て
紹
介
し
ま

し
た
。

　

最
初
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
幕
末
・
明
治
に

活
躍
さ
れ
た
表
千
家
11
代
碌
々
斎
、
裏
千
家

11
代
玄
々
斎
・
12
代
又
玅
斎
、
武
者
小
路
千

家
11
代
一
指
斎
の
三
千
家
宗
匠
が
共
に
手

を
携
え
、
伝
統
文
化
の
継
承
者
と
し
て
茶
の

湯
の
復
興
に
向
け
様
々
な
努
力
を
重
ね
た
様

子
を
、
関
連
す
る
出
来
事
や
茶
道
具
を
通
し

て
振
り
返
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
茶
の
湯
の
復

興
に
関
連
す
る
主
な
出
来
事
と
し
て
、
当
時

（
明
治
5
年
頃
）
三
千
家
の
長
老

で
あ
っ
た
玄
々
斎
が
、「
茶
道
の

源
意
」
と
題
し
た
建
白
書
を
京

都
府
知
事
・
長
谷
信
篤
宛
に
提
出
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
、
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
を
迎
え
、
新

政
府
か
ら
茶
道
が
伝
統
文
化
と
し
て
正
し
い
理
解
を
得
ら

れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
、「
茶
道
は
忠
孝
五
常
（
儒
教
の

教
え
）
に
基
づ
き
成
立
・
発
展
し
た
精
神
文
化
で
あ
る
」

と
い
う
茶
の
精
神
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
述
べ
た
も
の
で

す
。
そ
の
後
、
一
指
斎
も
玄
々
斎
の
内
容
を
さ
ら
に
広
げ

た
内
容
の
「
口
上
書
」
を
京
都
府
へ
提
出
し
、
新
し
い
時

代
に
お
け
る
茶
道
の
重
要
性
を
説
き
ま
し
た
。
そ
の
他
の

出
来
事
と
し
て
は
、
現
在
も
神
社
仏
閣
で
執
り
行
わ
れ
る

献
茶
式
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
明
治
13
年
（
1
8
8
0
）

の
碌
々
斎
奉
仕
に
よ
り
始
ま
っ
た
北
野
天
満
宮
で
の
献
茶

式
や
、
天
正
15
年
10
月
1
日
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
開
催

さ
れ
た
「
北
野
大
茶
湯
」
3
0
0
年
を
記
念
し
明
治
19
年

（
1
8
8
6
）
に
北
野
天
満
宮
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
た

献
茶
式
と
３
日
間
の
茶
会
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

様
子
は
、
本
展
の
た
め
に
特
別
に
三
千
家
よ
り
お
借
り
し

た
当
時
の
軸
や
茶
道
具
の
展
示
な
ど
を
通
し
て
、
ご
紹
介

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
三
千
家
宗
匠
の
好

み
を
結
集
し
て
作
ら
れ
た
「
三
友
棚
」
は
、
素
材
を
活
か

し
た
シ
ン
プ
ル
さ
と
、
精
巧
な
装
飾
の
美
し
さ
に
、
興
味

を
示
さ
れ
る
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

次
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
地
方
に
活
動
の
場
を
拡
げ
た

三
千
家
宗
匠
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
東
北
か
ら
九
州
ま
で

の
広
範
囲
に
わ
た
り
活
動
の
場
を
拡
げ
た
碌
々
斎
宗
匠
の

　

昭
和
33
年
（
1
9
5
8
）
に
発
会
し
た
堺
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
は
、
平
成
30
年
（
2
0
1
8
）
に
設
立
60

年
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
の
記
念
事
業
と
し
て
、
堺

で
の
さ
ら
な
る
茶
の
湯
の
発
展
の
た
め
に
と
、
表
千

家
、
裏
千
家
、
武
者
小
路
千
家
の
三
千
家
各
家
元
並
び

に
千
家
十
職
の
各
職
家
の
ご
協
力
を
得
て
、
さ
か
い
利

晶
の
杜
へ
千
家
十
職
の
茶
道
具
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

本
展
で
は
、
そ
れ
ら
の
茶
道
具
を
、
作
り
手
で
あ
る

各
職
家
の
ご
当
代
よ
り
作
品
の
解
説
や
堺
へ
の
思
い
な

ど
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
頂
き
、
ご
本
人
の
お
顔
写
真

と
と
も
に
展
示
し
ま
し
た
。
ご
来
館
の
皆
様
に
は
、
作

り
手
自
身
の
言
葉
を
通
し
て
、
作
品
の
理
解
が
深
ま
り
、

親
し
み
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
本
展
に
て
初
め
て
取
り
入
れ
た
展
示
手
法
で

す
が
、「
五
色
詞
黎
勒
」（
画
像
⑤
）
の
中
に
入
れ
ら
れ
た

芳
香
を
放
つ
カ
リ
ロ
ク
の
実
の
香
り
を
感
じ
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
特
設
の
展
示
ケ
ー
ス
に
穴
を
開
け
、
そ
の

穴
に
顔
を
寄
せ
る
と
香
り
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。
は
じ
め
て
の
カ
リ
ロ
ク
の
香
り
に
、
ど

こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
と
い
う
お
声
が
多
く
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
茶
道
具
の
展
示
と
と
も
に
、
千

家
十
職
の
紹
介
を
は
じ
め
、
千
利
休
を
祖
と
す
る
三
千

家
と
千
家
十
職
の
関
係
性
や
、
4
0
0
年
の
歩
み
な
ど

も
、
パ
ネ
ル
や
年
譜
を
使
用
し
分
か
り
易
く
紹
介
し
ま

し
た
。

　

本
展
終
了
後
は
、
こ
の
度
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
茶
道

具
を
、
千
利
休
茶
の
湯
館
に
お
い
て
通
年
で
展
示
し
ま

す
。
ま
た
、
茶
会
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
広
く
一

般
の
方
々
に
千
家
十
職
の
茶
道
具
に
触
れ
て
い
た
だ
く

機
会
を
設
け
る
予
定
で
す
。�

（
餅
原
）

足
跡
を
、
地
方
ゆ
か
り
の
素
材
で
作
ら
れ
た
茶
道
具
を
通

し
て
た
ど
り
ま
し
た
。
宗
匠
に
よ
る
地
方
へ
の
活
動
の
広

が
り
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
の
時
代
か
ら
、
地
方
に

ゆ
か
り
の
あ
る
茶
道
具
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
碌
々
斎
の
実

弟
で
も
あ
る
一
指
斎
と
の
交
流
を
、
兄
弟
な
ら
で
は
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
紹
介
し
ま
し
た
。

　

最
後
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
三
千
家
宗
匠
と
堺
ゆ
か
り
の

茶
道
具
を
紹
介
し
ま
し
た
。
な
か
で
も
玄
々
斎
作
の
「
竹

茶
杓　

堺
八
景
」
の
８
本
の
茶
杓
に
は
、
堺
の
八
か
所
の

景
観
（
堺
八
景
）
に
ち
な
ん
だ
銘
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、

田
能
村
直
入
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
「
茅
海
八
勝
図
帖
」
の

堺
八
景
図
と
あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に

現
在
の
地
図
で
位
置
確
認
な
ど
を
し
な
が
ら
、
幕
末
・
明

治
の
堺
の
情
景
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま

す
。

　

本
展
で
は
、
幕
末
・
明
治
と
い
う
激
動
の
時
代
に
お
け

る
茶
の
湯
の
復
興
に
つ
い
て
、
そ
の
兆
し
が
見
え
始
め
た

時
代
ま
で
を
千
家
茶
道
を
中
心
に
紹
介
し
ま
し
た
。
現
在

の
茶
の
湯
は
、
日
本
の
伝
統
文
化
と
し
て
広
く
海
外
で
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
内

で
は
ま
だ
ま
だ
敷
居
が
高
く
、
一
部
の
人
々
が
た
し
な
み
、

少
し
時
代
遅
れ
の
文
化
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ま
さ
に
明
治
維
新
の
頃
の
よ
う
な
状
況
と
大

変
よ
く
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
度
は
、
茶

の
湯
文
化
を
見
直
す
一
助
と
な
れ
ば
と
い
う
願
い
を
込
め

て
本
展
を
企
画
し
ま
し
た
が
、
如
何
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

次
回
の
ご
来
館
の
際
に
は
、
本
展
の
感
想
と
と
も
に
、
今

後
期
待
す
る
展
覧
会
な
ど
に
つ
い
て
の
ご
意
見
を
ぜ
ひ
と

も
お
聞
か
せ
下
さ
い
。�

（
餅
原
）

企画展 特別
陳列

〈
千
家
十
職
―
利
晶
で
愛
で
る
伝
統
の
技
と
美
―
〉 平
成
30
年
６
月
１
日（
金
）～
７
月
１
日（
日
）

【寄贈作品一覧】
①	17代	永樂善五郎作「瑞雲ニ鶴水指」
②	15代	樂吉左衞門作「黒樂茶碗」
③	16代	大西清右衛門作「尻張釜」
④	16代	飛来一閑作「元伯好　縁高」
⑤	13代	土田半四郎作「五色詞黎勒」
⑥	13代	中村宗哲作「松唐草蒔絵大棗」
⑦	14代	黒田正玄作「竹一重切花入」
⑧	13代	奥村吉兵衛表具
				1		表千家14代家元　而妙斎筆
				2		裏千家16代家元　坐忘斎筆
				3		武者小路千家14代家元　不徹斎筆
⑨	14代	駒澤利斎作「黒四方盆」
⑩	11代	中川浄益作「利休写エフゴ建水」

⑧-₃ ⑧-2 ⑧-1

③

⑥

②

⑤

⑩ ⑨ ⑦

①

④

平
成
30
年
９
月
14
日（
金
）～
10
月
21
日（
日
）
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 展示報告　

 

〈
利
晶
に
探
る
与
謝
野
晶
子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〉 

　

堺
を
生
誕
の
地
と
す
る
偉
大
な
近

代
歌
人
で
あ
る
与
謝
野
晶
子
の
生
誕

1
4
0
年
を
記
念
し
、
晶
子
の
歌
人
と

し
て
の
輝
か
し
い
業
績
を
た
ど
る
と
と

も
に
、
晶
子
と
ゆ
か
り
の
深
い
女
性
歌

人
の
活
躍
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
そ
し
て
平
成
と
い
う
時
代
に
お

け
る
女
性
歌
人
の
軌
跡
を
た
ど
る
企
画
展
を
、
与
謝
野
晶

子
倶
楽
部
と
産
経
新
聞
社
の
協
力
で
開
催
し
ま
し
た
。
ま

た
、
書
籍
展
示
で
は
、
立
命
館
大
学
図
書
館
と
与
謝
野
晶

子
倶
楽
部
会
長
の
太
田
登
氏
の
協
力
を
得
ま
し
た
。
展
示

は
、
次
の
三
部
構
成
で
し
た
。

【
第
１
ス
テ
ー
ジ
】　

明
治
・
大
正
・
昭
和
に
生
き
、
歌
う

晶
子
の
歌
林
…
晶
子
の
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
各
時
代
を

代
表
す
る
歌
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
歌
集
を
展
示
し
、
晶

子
の
近
代
歌
人
と
し
て
の
歩
み
を
た
ど
り
ま
し
た
。
紹
介

し
た
歌
は
、「
清
水
へ
祇
園
を
よ
ぎ
る
桜
月
夜
こ
よ
ひ
逢

ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き
」（『
み
だ
れ
髪
』〈
明
治
34
年
〉

収
録
）、「
あ
あ
皐
月
仏
蘭
西
の
野
は
火
の
色
す
君
も
雛
罌

粟
わ
れ
も
雛
罌
粟
」（『
夏
よ
り
秋
へ
』〈
大
正
3
年
〉
収
録
）

な
ど
12
首
で
す
。

【
第
２
ス
テ
ー
ジ
】　

晶
子
と
と
も
に
奏
で
る
女
性
歌
人
た

ち
の
歌
典
…
晶
子
と
ゆ
か
り
の
深
い
同
時
代
の
女
性
歌
人

で
あ
る
山
川
登
美
子
・
茅
野
雅
子
・
柳
原
白
蓮
・
九
条
武

子
・
三
ケ
島
葭
子
・
原
阿
佐
緒
・
岡
本
か
の
子
・
中
原
綾

子
の
代
表
的
な
歌
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
第
一
歌
集
を
展

示
し
、
女
性
歌
人
と
し
て
の
晶
子
の
先
駆
的
な
意
味
を
さ

ぐ
り
ま
し
た
。

【
第
３
ス
テ
ー
ジ
】　

現
代
に
響
く
女
性
歌
人
た
ち

の
歌
心
…
現
代
に
生
き
、
歌
う
女
性
歌
人
で
あ
る

馬
場
あ
き
子
・
尾
崎
左
永
子
・
河
野
裕
子
・
道
浦

母
都
子
・
今
野
寿
美
・
松
平
盟
子
・
米
川
千
嘉
子
・

俵
万
智
・
永
田
紅
の
代
表
的
な
歌
を
紹
介
す
る
と

と
も
に
第
一
歌
集
も
し
く
は
最
新
の
歌
集
お
よ
び

晶
子
に
関
す
る
著
作
を
展
示
し
、
晶
子
短
歌
の
魅

力
が
い
ま
も
な
お
現
代
の

女
性
歌
人
た
ち
に
息
づ
い

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
ま
し
た
。

　

来
場
さ
れ
た
方
々
に
は

ア
ン
ケ
ー
ト
の
協
力
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
以
下
、

い
く
つ
か
を
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

▼
近
代
～
現
代
ま
で
幅

広
い
詩
人
を
取
り
扱
っ
て

い
た
点
が
よ
か
っ
た
（
20

代
女
性
）
▼
小
さ
な
部
屋

に
パ
ネ
ル
と
初
版
本
の
展

示
で
コ
ン
パ
ク
ト
に
要
点

を
得
た
内
容
で
非
常
に
わ
か
り
や
す
か
っ
た（
60
代
女
性
）

▼
胸
に
グ
ッ
と
く
る
歌
で
今
度
読
ん
で
み
よ
う
と
思
っ
た

（
10
代
女
性
）
▼
（
パ
ネ
ル
の
歌
の
傍
ら
に
）
現
代
語
訳

が
つ
い
て
い
る
と
よ
り
楽
し
め
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
40

代
女
性
）
▼
女
性
歌
人
の
歴
史
の
流
れ
を
分
か
り
や
す
く

知
る
こ
と
が
で
き
た
（
20
代
女
性
）�

（
赤
澤
）

　

堺
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
晶
子
の
親
族

や
弟
子
な
ど
ゆ
か
り
の
人
々
が
所
蔵

し
て
い
た
晶
子
の
遺
品
や
書
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
収
集
し
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
堺
市
博
物
館
・

堺
市
文
化
課
・
堺
市
立
中
央
図
書
館
で

所
蔵
、
管
理
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
27
年
（
2
0
1
5
）

に
「
さ
か
い
利
晶
の
杜
」
開
館
を
機
に
、
堺
市
博
物
館
で

一
括
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
資
料

を
、
平
成
30
年
度
よ
り
、
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
と
共
同
で

調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
企
画
展
で
紹
介
し
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
今
ま
で
以
上
に
充
実
し
た
内
容
と
な
り
、

来
館
者
の
方
々
に
も
大
変
満
足
い
た
だ
け
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
特
に
、
晶
子
と
関
係
の
深
い
人
々
が
所
蔵

し
て
い
た
貴
重
な
資
料
を
中
心
に
展
示
し
、
そ
の
背
景
を

紹
介
す
る
こ
と
で
、
堺
市
博
物
館
が
所
蔵
す
る
与
謝
野
晶

子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義
を
知
っ
て
い
た
だ
く
機
会
と
し

ま
し
た
。　

　

展
示
内
容
は
、
特
徴
的
な
資
料
群
を
４
つ
に
分
け
て
構

成
し
ま
し
た
。

第
１
章　

晶
子
の
堺
時
代
資
料

　

晶
子
の
実
家
で
あ
る
鳳
家
の
旧
蔵
資
料
や
駿
河
屋
関
係

資
料
を
は
じ
め
、
晶
子
が
堺
時
代
に
作
品
を
掲
載
し
た
文

芸
誌
な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
共
同
研
究
に

よ
っ
て
、
駿
河
屋
の
帳
簿
内
容
が
明
ら
か
に
な
り
、
駿
河

屋
で
作
っ
て
い
た
菓
子
名
な
ど
が
判
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、

企画展

〈
与
謝
野
晶
子
と
女
性
歌
人
―『
み
だ
れ
髪
』か
ら『
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
語
訳 

み
だ
れ
髪
』ま
で
―
〉

 

平
成
30
年
4
月
27
日（
金
）～
5
月
27
日（
日
）

  

平
成
30
年
11
月
２
日（
金
）～
12
月
16
日（
日
）

企画展

和
歌
山
市
立
博
物
館
よ
り
総
本
家
駿
河
屋
で
使
っ
て
い
た

干
菓
子
の
木
型
や
絵
手
本
を
借
用
し
展
示
し
た
こ
と
で
、

堺
駿
河
屋
の
当
時
の
様
子
が
よ
り
鮮
明
に
な
り
ま
し
た
。

第
２
章　

川
勝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

与
謝
野
夫
妻
の
弟
子
で
、
髙
島
屋
の
重
役
で
あ
っ
た
川

勝
堅
一
氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
「
川
勝
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
35

点
は
、
所
蔵
資
料
の
中
で
最
も
華
や
か
で
美
し
い
資
料
群

で
す
。
本
展
の
ポ
ス
タ
ー
に
も
使
用
し
て
い
る
「
与
謝
野

寛
・
晶
子
歌
（
色
紙
・
短
冊
）
貼
交
屏
風
」
は
す
で
に
何

度
か
展
示
公
開
し
て
い
ま
す
が
、「
こ
ん
な
美
し
い
立
派

な
屏
風
が
堺
市
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
は
知
ら
な
か
っ

た
」
と
感
動
さ
れ
る
方
々
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ま

た
、
髙
島
屋
史
料
館
か
ら
お
借
り
し
た
北
野
恒
富
画
の
美

し
い
女
性
の
ポ
ス
タ
ー
と
、
こ
の
ポ
ス
タ
ー
の
中
に
金
字

で
印
刷
さ
れ
た
晶
子
自
筆
の
歌
の
掛
軸
と
を
併
せ
て
展
示

し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
が
足
を
留
め
て
ゆ
っ
く
り
ご
覧

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

第
３
章　

晶
子
旧
蔵
資
料

　

与
謝
野
家
を
は
じ
め
、
晶
子
と
近
し
い
人
々
が
所
蔵
し

て
い
た
資
料
は
特
別
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
特
に
末
娘
の

森
藤
子
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
原
稿
類
は
、
晶
子
最
後
の
集

大
成
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
の
草
稿
や
、
父
で
あ
る
与
謝

野
寛
の
草
稿
や
愛
用
資
料
と
い
っ
た
重
要
な
資
料
群
で
す
。

　

ま
た
、
与
謝
野
夫
妻
の
弟
子
た
ち
が
受
け
継
い
だ
愛
用

の
品
々
は
、
晶
子
の
温
も
り
や
与
謝
野
家
で
の
暮
ら
し
ぶ

り
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
生
き
方
が
分
か
る
数
少

な
い
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
「
さ
か
い
利
晶

の
杜
」
開
館
後
初
め
て
展
示
し
た
晶
子
愛
用
の
和
洋
箪
笥

は
、
西
洋
風
な
デ
ザ
イ
ン
で
サ
イ
ズ
も
大
き
い
た
め
見
ご

た
え
が
あ
り
、
展
示
に
メ
リ
ハ
リ
が
で
き
ま
し
た
。

第
４
章　

富
村
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

晶
子
を
敬
愛
し
、
顕
彰
活
動
を
行
っ
た
実
業
家
、
富
村

俊
造
氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
貴
重
な
資
料
群
を
紹
介
し
ま
し

た
。な
か
で
も
、与
謝
野
夫
妻
の
弟
子
で
満
鉄
総
裁
で
あ
っ

た
小
日
山
直
登
旧
蔵
資
料
や
希
少
価
値
の
高
い
雑
誌
『
冬

柏
』
合
本
は
、
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
昭
和
期
の

晶
子
の
活
動
を
知
る
貴
重
な
も
の
で
す
。
富
村
氏
が
晶
子

研
究
の
後
進
の
育
成
の
た
め
「
研
究
者
の
交
流
と
学
習
に

役
立
て
て
ほ
し
い
」
い
う
願
い
を
こ
め
て
寄
贈
さ
れ
た
こ

れ
ら
の
資
料
は
、
研
究
資
料
と
し
て
も
幅
広
く
活
用
で
き

る
貴
重
な
資
料
群
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
晶
子
生
誕
1
4
0
年
の
記
念
展
と
し

て
、
堺
市
博
物
館
所
蔵
の
晶
子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特
徴
と

意
義
を
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
で
、
今
後
さ
ら
に
堺
市
が

晶
子
顕
彰
・
研
究
の
拠
点
と
し
て
認
知
さ
れ
、
資
料
が
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
企
画
展
の
内
容
を
ま
と
め
た
解
説
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
制
作
・
刊
行
し
ま
し
た
。
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
会
長

の
太
田
登
氏
に
ご
寄
稿
を
得
る
と
と
も
に
、
共
同
研
究
の

成
果
を
含
め
た
充
実
し
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
会
期
終

了
後
も
さ
か
い
利
晶
の
杜
に
て
販
売
し
て
い
ま
す
。

�
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平成30年は、与謝野晶子が堺に誕生して140年という記念の年でした。
本年度の企画展は、晶子生誕140年記念事業として行いました。



67

 展示報告　

　

平
成
30
年
は
、
与
謝
野
晶
子
が
夫

の
寛
と
と
も
に
旧
満
州
と
内
蒙
古
（
中

国
）
へ
旅
行
に
出
か
け
て
90
年
と
な

り
ま
す
。

　

こ
の
旅
行
は
、
南
満
州
鉄
道
株
式
会

社
（
以
下
、
満
鉄
）
の
招
待
に
よ
る
も

の
で
、
昭
和
3
年
（
1
9
2
8
）
5
月
5
日
か
ら
6
月
17

日
ま
で
の
約
1
か
月
半
に
及
び
ま
し
た
。
晶
子
は
こ
の
旅

に
つ
い
て
「
私
は
唯
だ
随
意
に
歌
を
詠
め
ば
よ
い
と
云
ふ

條
件
の
も
と
に
招
か
れ
て
行
く
の
で
す
か
ら
、
全
く
有
難

い
旅
行
を
さ
せ
て
頂
く
の
で
す
。
こ
の
序

つ
い
でに

、
私
の
殆
ど

知
る
所
の
な
い
支（

マ
マ
）那

の

自
然
と
人
事
の
一
端
に

も
触
れ
て
来
た
い
」（「
座

談
よ
り
」『
横
浜
貿
易
新

報
』
1
9
2
8
年
5
月

6
日
）
と
述
べ
て
お
り
、

旅
に
期
待
を
寄
せ
て
い

る
様
子
が
う
か
が
え
ま

す
。
そ
し
て
帰
国
し
て

2
年
後
に
は
、
夫
と
の

共
著
で
紀
行
詩
歌
文
集

『
満
蒙
遊
記
』
を
刊
行
し

ま
し
た
。

　

こ
の
旅
行
で
与
謝
野

夫
妻
の
世
話
役
を
務
め

た
の
が
満
鉄
社
員
の
古

澤
幸
吉
で
し
た
。
幸
吉
が
長
女
松
江
を
文
化
学
院
に
入
学

さ
せ
た
い
と
晶
子
に
書
面
を
送
っ
た
こ
と
か
ら
、
家
族
ぐ

る
み
の
交
流
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
古
澤
家
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
与
謝
野
晶
子

と
寛
が
古
澤
幸
吉
に
宛
て
た
書
簡
を
は
じ
め
、
晶
子
・
寛

自
筆
の
歌
掛
軸
や
色
紙
な
ど
の
資
料
を
お
借
り
し
て
展
示

し
ま
し
た
。
ま
た
、
満
蒙
旅
行
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
や
満

鉄
関
係
資
料
な
ど
も
合
わ
せ
て
展
示
し
、
晶
子
が
こ
の
旅

行
で
何
を
観
て
何
を
感
じ
、
そ
の
体
験
が
昭
和
期
の
活
動

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
与
謝
野
晶
子
と
寛
の
満
蒙
旅
行
に
つ
い
て

は
、『
満
蒙
遊
記
』
の
記
述
や
詩
歌
で
た
ど
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
こ
の
た
び
貴
重
な
書
簡
を
展
示

す
る
こ
と
で
、
特
に
昭
和
期
の
晶
子
の
活
動
を
知
る
重
要

な
手
掛
か
り
と
な
り
、
ま
す
ま
す
研
究
が
さ
か
ん
に
な
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
、
多
大
な
る
ご

協
力
を
賜
り
ま
し
た
古
澤
家
の
皆
様
に
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。�

（
森
下
）

〈
与
謝
野
晶
子
の
満
蒙
旅
行
〜
初
公
開
書
簡
を
中
心
に
〜
〉 平
成
31
年
2
月
20
日（
水
）～
3
月
24
日（
日
）

企画展

◉
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
と
の
共
同
研
究
会

　

平
成
30
年
度
は
与
謝
野
晶
子
生
誕
1
4
0
年
の
記
念
す

べ
き
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
堺
市
博
物
館
と
与
謝
野
晶

子
倶
楽
部
が
連
携
し
て
、
晶
子
関
連
資
料
の
調
査
研
究
を

行
う
「
共
同
研
究
会
」
を
発
足
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、

与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
に
在
籍
・
関
係
す
る
学
識
経
験
者
と

博
物
館
学
芸
員
が
協
働
し
て
、
堺
市
博
物
館
が
所
蔵
す
る

与
謝
野
晶
子
関
連
資
料
の
学
術
的
な
調
査
研
究
を
進
め
、

そ
の
成
果
を
企
画
展
に
活
か
し
図
録
な
ど
で
発
表
し
ま
し

た
。

　

与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
か
ら
は
、
太
田
登
氏
（
与
謝
野
晶

子
倶
楽
部
会
長
・
天
理
大
学
名
誉
教
授
）
を
は
じ
め
、
田

口
道
昭
氏
（
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
運
営
委
員
・
立
命
館
大

学
教
授
）、
中
周
子
氏
（
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
教
授
）・
加

藤
美
奈
子
氏
（
就
実
短
期
大
学
准
教
授
）・
松
浦
あ
ゆ
み

氏
（
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）・
山
下
奈
津
子
氏
（
和

歌
山
市
立
博
物
館
学
芸
員
）・
川
勝
美
佐
子
氏
（
元
堺
市

博
物
館
学
芸
員
）・
福
澤
敬
子
氏
（
元
柿
衛
文
庫
学
芸
員
）・

足
立
匡
敏
氏
（
甲
陽
学
院
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭
）・

竹
田
芳
則
（
堺
市
立
北
図

書
館
館
長
代
理
・
司
書
）

に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

昨
年
度
末
に
準
備
会
を

開
催
し
、
本
年
度
か
ら
本

格
的
に
共
同
研
究
会
を
行

い
ま
し
た
。
第
1
回
会
議

は
6
月
15
日
で
、
共
同
調

査
研
究
の
進
め
方
、
与
謝

野
晶
子
生
誕
1
4
0
年
記

   共同研究・収集

念
企
画
展
（
秋
）
に
つ
い
て
議
論
い
た
し
ま
し
た
。
ま
ず
、

進
め
方
に
つ
い
て
は
、
企
画
展
を
４
章
に
分
け
、
研
究

グ
ル
ー
プ
も
４
つ
に
分
け
て
、
太
田
氏
と
森
下
が
各
グ

ル
ー
プ
に
説
明
、
意
見
交
換
い
た
し
ま
し
た
。
博
物
館

学
芸
員
は
、
当
面
資
料
の
整
理
に
専
念
し
、
来
歴
な
ど

を
調
査
・
リ
ス
ト
化
を
行
い
ま
し
た
。
展
示
資
料
の
絞

り
込
み
を
行
い
、
提
出
期
限
を
設
け
ま
し
た
。
資
料
１

点
に
つ
き
2
0
0
字
前
後
の
原
稿
を
依
頼
し
ま
し
た
。

ま
た
、
記
念
講
演
会
は
、
山
下
氏
と
竹
田
館
長
代
理
に

お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。

　

第
2
回
会
議
は
8
月
31
日
に
行
い
、
与
謝
野
晶
子
生

誕
1
4
0
年
記
念
企
画
展
（
秋
）
に
つ
い
て
話
し
合
い

ま
し
た
。
企
画
展
の
チ
ラ
シ
完
成
の
報
告
、
企
画
展
の

展
示
構
成
の
説
明
、
図
録
の
割
付
表
と
分
担
表
を
配
布

し
、
文
字
数
や
表
記
の
統
一
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

第
３
回
会
議
は
、
12
月
21
日
に
行
い
、
本
年
度
の
調

査
研
究
活
動
の
総
括
と
来
年
度
の
展
望
に
つ
い
て
話
し

合
い
ま
し
た
。
ま
た
、
企
画
展
「
与
謝
野
晶
子
の
満
蒙

旅
行
」
の
進
捗
報
告
や
、
来
年
度
の
晶
子
春
の
企
画
、

秋
の
「『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
完
成
80
年
記
念
展
」
の
説

明
を
行
い
ま
し
た
。

　

来
年
度
秋
の
企
画
展
が
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
刊
行

80
年
の
記
念
の
年
で
あ
る
た
め
、
本
格
的
な
研
究
部
会

を
行
い
ま
し
た
。
1
月
11
日
に
、
太
田
氏
を
は
じ
め
、

担
当
者
の
中
氏
と
松
浦
氏
が
中
心
と
な
っ
て
話
し
合
い

ま
し
た
。
主
に
「
源
氏
」
研
究
活
動
の
方
向
性
に
つ
い

て
話
し
合
い
、
ま
ず
は
「
桐
壺
巻
」
を
集
中
的
に
調
査

研
究
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
成
果
を「
報
告
書
」

と
い
う
形
で
作
成
し
、
こ
の
機
会
に
ま
と
め
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
す
。�

（
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与
謝
野
晶
子
記
念
館
内
で
は
、

　

以
下
の
記
念
事
業
も
行
い
ま
し
た
。

   

特
別
資
料
展
示
「
与
謝
野
晶
子
と
鳳
家
の
人
々
」

　

平
成
30
年
５
月
23
日（
水
）か
ら
６
月
18
日（
月
）

　

本
展
で
は
、
晶
子
が
堺
時
代
に
兄
秀
太
郎
の
妻
玉
枝

に
宛
て
た
書
簡
を
、
秀
太
郎
の
ご
遺
族
の
御
協
力
に
よ

り
初
め
て
公
開
し
ま
し
た
。

　

書
簡
に
は
、
晶
子
と
兄
夫
婦
を
は
じ
め
と
す
る
母
や

妹
と
い
っ
た
家
族
と
の

親
し
い
交
流
の
様
子
が

う
か
が
え
ま
す
。

　

与
謝
野
晶
子
倶
楽
部

会
長
の
太
田
登
氏
の
ご

協
力
を
得
て
読
み
解
い

た
と
こ
ろ
、
明
治
31
年

（
1
8
9
8
）
7
月
11

日
、
晶
子
19
歳
の
夏
に

書
か
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
、
今
ま
で
発
見
さ
れ
た
書

簡
の
中
で
最
も
古
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

当
時
の
晶
子
が
詠
ん
だ
未
発
表
の
歌
も
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

   

与
謝
野
晶
子
の
新
し
い
動
画
を
公
開

　

与
謝
野
晶
子
と
寛
の
御
令
孫
で
あ
る
与
謝
野
馨
氏
が
、

ご
生
前
に
与
謝
野
晶
子
記
念
館
で
活
用
し
て
ほ
し
い
と

ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
晶
子
の
動
画
の
う
ち
、
福
島

県
を
旅
す
る
も
の
を
初
公
開
し
ま
し
た
。
開
館
以
来
、

孫
を
抱
く
晶
子
の
日
常
の
姿
を
観
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
こ
の
た
び
の
動
画
で
は
晶
子
の
旅
で
の
様
子
が
わ

か
り
ま
す
。
晶
子
が
玄
関
先
か
ら
出
て
く
る
場
面
で
は
、

と
て
も
に
こ
や
か
な
表
情
を
し
て
お
り
、
来
館
者
の
皆

様
も
よ
り
晶
子
に
親
し
み
を
も
っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。

平
成
30
年
4
月
27
日
か
ら
常
時
公
開
し
て
い
ま
す
。

�
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◉
平
成
30
年
度 
新
収
蔵
資
料
の
紹
介

　　

本
年
度
は
、
総
数
12
点
の
寄
贈
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
与
謝
野
百
合
子
氏
（
晶
子
の
御
令
孫
）
よ
り
美

し
い
晶
子
自
筆
の
、
歌
掛
軸
と
歌
短
冊
を
4
点
、
山
田
和

子
氏
（
晶
子
の
御
令
孫
）
よ
り
木
目
込
み
雛
人
形
と
お
雛

様
の
晶
子
自
筆
歌
掛
軸
や
寛
自
筆
資
料
な
ど
4
点
、
鳳
英

里
子
氏
（
晶
子
の
兄
の
鳳
秀
太
郎
の
御
曽
孫
）
よ
り
晶
子

の
兄
・
鳳
秀
太
郎
の
肖
像
写
真
1
点
、
山
田
紀
子
氏
よ
り

新
潟
の
風
景
を
詠
ん
だ
晶
子
と
寛
合
筆
の
歌
掛
軸
１
点
、

「
張
福
」
よ
り
晶
子
の
歌
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
大
島
紬
を

１
点
、
平
野
美
都
子
氏
よ
り
晶
子
自
筆
歌
短
冊
等
貼
交
屏

風
１
点
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

特
に
、
山
田
和
子
氏
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
木

目
込
み
雛
人
形
は
、
和
子
氏
の
お
母
様
エ
レ
ン
ヌ
氏
（
晶

子
の
五
女
）
が
和
子
氏
の
初
節
句
に
晶
子
か
ら
贈
ら
れ
た

美
し
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
晶
子
自
筆
歌
掛
軸
「
白
蘭
の

蕾
の
ご
と
く
あ
て
や
か
に
雛
の
は
か
ま
は
ふ
く
ら
め
る
か

な
」（
歌
集
『
太
陽
と
薔
薇
』
収
録
歌
）
も
合
わ
せ
て
ご
寄

贈
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
お
雛
様
の
季
節
に
合
わ
せ
て

公
開
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

�
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講
師
に
茶
道
研
究
家
で
、
茶
道
資
料

館
顧
問
の
筒
井
紘
一
氏
を
お
迎
え
し
ま

し
た
。

　
「
千
家
十
職
の
成
立
」
と
題
し
、
各

職
家
と
千
利
休
並
び
に
三
千
家
と
の
か

か
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
に
関

連
す
る
歴
史
的
人
物
や
事
項
な
ど
と
と

も
に
、
現
代
の
話
な
ど
も
交
え
な
が
ら
、

大
変
わ
か
り
や
す
く
お
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
茶
の
湯
の
歴
史
や
茶

道
具
に
ま
つ
わ
る
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
な
ど
も
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

会
場
に
は
終
始
笑
い
が
絶
え
ず
、
筒
井

氏
の
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
お
話
に
、
80

名
も
の
参
加
者
は
引
き
込
ま
れ
て
い
る

様
子
で
し
た
。

　

5
月
3
日
（
木
・
祝
）
に
、
与
謝
野

晶
子
倶
楽
部
会
長
の
太
田
登
氏
を
お
迎

え
し
、
展
示
解
説
を
行
い
ま
し
た
。
当

企
画
展
の
監
修
を
い
た
だ
き
ま
し
た
太

田
氏
が
、
与
謝
野
晶
子
の
代
表
歌
と
そ

の
背
景
を
合
わ
せ
て
詳
し
く
ご
説
明
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
晶
子
と
ゆ
か

り
の
深
い
山
川
登
美
子
や
茅
野
雅
子
を

は
じ
め
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
そ
し
て

平
成
を
代
表
す
る
女
性
歌
人
に
つ
い
て

解
説
い
た
だ
き
、
参
加
者
か
ら
も
近
現

代
の
女
性
歌
人
の
流
れ
が
よ
く
わ
か
っ

た
と
い
う
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。�

　

講
師
に
、
千
家
十

職
の
塗
師
で
あ
る
13

代 

中
村
宗
哲
氏
を

お
迎
え
し
、
小
学
校

高
学
年
を
対
象
と
し

た
キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
前
半
で
は
、
中
村
家
の

歴
史
や
千
家
十
職
の
紹
介
に
始
ま
り
、

漆
を
使
用
し
て
作
ら
れ
る
茶
道
具
の
工

程
や
中
村
家
歴
代
の
作
品
な
ど
を
、
ス

ラ
イ
ド
を
使
い
わ
か
り
や
す
く
説
明
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
後
半
で
は
、
参

加
者
は
な
つ
め
（
茶
器
）
の
製
作
工
程

の
見
本
や
道
具
類

な
ど
を
実
際
に
手

に
取
り
、
中
村
氏

に
積
極
的
に
質
問

を
し
、
子
ど
も
た

ち
が
一
つ
一
つ
の

答
え
に
目
を
輝
か

せ
て
聴
き
入
る
情

景
は
、
大
変
印
象

的
な
も
の
で
し
た
。

　

与
謝
野
寛
と

晶
子
の
末
娘
で

あ
る
森
藤
子
氏

は
、
両
親
と
の

回
想
を
、
数
多

く
残
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
堺

市
に
お
け
る
与

謝
野
晶
子
顕
彰

に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
だ
き
、
記

念
講
演
な
ど
も
数
多
く
担
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
晶
子
生
誕
1
4
0
年
を
記

念
し
て
、
森
藤
子
氏
の
ご
長
女
浅
野
脩

子
氏
と
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
の
ご
協
力

の
も
と
、
森
藤
子
氏
の
言
葉
を
紡
い
だ

書
籍
を
出
版
し
ま
し
た
。
現
在
、
さ
か

い
利
晶
の
杜
の
み
で
販
売
し
て
お
り
ま

す
。

　

講
師
に
、
千
里
金

蘭
大
学
名
誉
教
授
で
、

表
千
家
不
審
菴
文
庫

運
営
委
員
の
生
形
貴

重
氏
を
お
迎
え
し
ま

し
た
。

　
「
近
代
の
茶
の
再

出
発
」
と
題
し
、
表
千
家
11
代
家
元

碌
々
斎
の
諸
活
動
を
中
心
に
、
時
系
列

に
沿
っ
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
生
形
氏
の
ご
祖
父
で
、
碌
々

斎
の
門
人
で
あ
っ
た
生
形
貴
一
氏
（
朝

宗
庵
）
が
残
さ
れ
た
お
話
し
な
ど
を
交

え
、
碌
々
斎
と
数
寄
者
と
の
交
流
や
、

明
治
の
茶
の

湯
の
状
況
な

ど
を
わ
か
り

や
す
く
ご
説

明
い
た
だ
き
、

参
加
者
は
み

な
熱
心
に
耳

を
傾
け
て
い

る
様
子
で
し

た
。

　

与
謝
野
晶
子
倶
楽

部
と
の
共
同
研
究
会

に
参
加
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
山
下
奈
津

子
氏
（
和
歌
山
市
立

博
物
館
学
芸
員
）
と

竹
田
芳
則
（
堺
市
立

北
図
書
館
館
長
代

理
）
の
お
二
人
に
お

話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

山
下
氏
に
は
、「
資

料
に
み
る
晶
子
の
実
家
・
駿
河
屋
」
と

題
し
て
、
駿
河
屋
の
歴
史
や
堺
駿
河
屋

の
帳
簿
の
解
読
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

な
っ
た
菓
子
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ

き
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
総
本
家
駿
河

屋
3
0
0
年
を
祝
し
た
記
念
歌
集
に
晶

子
の
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、

受
講
者
の
方
々
も
大
変
驚
か
れ
て
い
ま

し
た
。

　

竹
田
館
長
代
理
に
は
、
晶
子
と
堺
に

つ
い
て
、
貴
重
な
戦
前
の
史
料
な
ど
の

画
像
を
織
り
込
み
な
が
ら

お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
晶
子
が
堺
時
代
を

回
想
し
た
「
私
の
生
ひ
立

ち
」
に
沿
っ
て
、
堺
の
地

図
を
紹
介
し
な
が
ら
ご
説

明
い
た
だ
き
、
あ
ら
た
め

て
少
女
の
頃
の
晶
子
が
見

て
い
た
風
景
が
よ
く
分
か

り
ま
し
た
。

　

講
師
に
、
茶
道
資
料
館
副
館
長
で
、

今
日
庵
文
庫
長
の
伊
住
禮
次
朗
氏
を
お

迎
え
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
茶
の
湯
と
茶

道
の
違
い
の
お
話
に
始
ま
り
、
千
利
休

を
祖
と
す
る
三
千
家
の
成
り
立
ち
や
、

各
千
家
の
代
名
詞
と
さ
れ
る
茶
室
を
紹

介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
千

家
茶
道
の
基
本
情
報
を
ふ
ま
え
、
近
世

か
ら
近
代
と
い
う
激
動
の
時
代
の
流
れ

の
中
で
、
変
化
し
て
い
く
茶
の
湯
に
つ

い
て
、
同
時
代
に
活
躍
さ
れ
た
裏
千
家

11
代
家
元
玄
々
斎
な
ら
び
に
12
代
家
元

又
玅
斎
の
諸
活
動
を
中
心
に
お
話
し
い

た
だ
き
ま
し
た
。

「
与
謝
野
寛
・
晶
子
の
満
蒙
旅
行
」　

平
成
31
年
3
月
21
日
（
木
・
祝
）

講
師
：
田
口
道
昭
氏
（
立
命
館
大
学
教
授
）

　

特
別
陳
列 

千
家
十
職
─
利
晶
で
愛
で
る
伝
統
の
技
と
美
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
連
講
演
会 

& 

キ
ッ
ズ
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

企
画
展 

与
謝
野
晶
子
と
女
性
歌
人
―『
み
だ
れ
髪
』か
ら『
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
語
訳 

み
だ
れ
髪
』ま
で
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

展
示
解
説

明
治
１
５
０
年
記
念 

企
画
展 

茶
の
湯
の
復
興
―
幕
末
・
明
治
の
千
家
茶
道
を
中
心
に
―

                                                                                 

関
連
講
演
会

企
画
展 

利
晶
に
探
る
与
謝
野
晶
子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン              

記
念
講
演
会

企
画
展 

与
謝
野
晶
子
の
満
蒙
旅
行
～
初
公
開
書
簡
を
中
心
に
～   

記
念
講
演
会

9  29（土）
生形貴重氏　
講演会

「近代の茶の再出発」

11    11（日）
山下奈津子氏　講演会竹田　芳則

「与謝野晶子と堺
 ～与謝野晶子コレクションを中心に～」

6  23（土）

「うるしの茶道具づくり」

中村宗哲氏
キッズプログラム

10    8（月
祝）

伊住禮次朗氏
講演会

「千家茶道の近現代史」

6   9（土）
筒井紘一氏　
講演会

「千家十職の成立」

　

書
籍『
与
謝
野
寛
・
晶
子
の
末
娘
が
紡
ぐ
父
母
の
想
い
出
』の
出
版



も
似
た
タ
イ
プ
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

発
掘
調
査
で
は
、
兵
庫
県
伊
丹
市
の
江
戸
時
代
酒
造

業
で
栄
え
た
伊
丹
郷
町
遺
跡
第
五
三
次
調
査
で
湊
焼
の

素
焼
き
の
土
風
炉
片
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
土

風
炉
に
は「
堺
湊
焼
権
兵
衛
」の
刻
印
が
あ
り
、い
っ
し
ょ

に
出
土
し
た
他
の
陶
磁
器
等
か
ら
一
八
世
紀
中
頃
の
年

代
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す（
写
真
②
）。
こ
の
「
堺
湊
焼
権

兵
衛
」
の
刻
印
は
他
で
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

文
献
資
料
で
は
井
原
西
鶴
の
『
世
間
胸
算
用
』
元
禄
五

年
（
1
6
9
2
）
に
「
湊
焼
の
石
皿
五
枚
」
と
い
う
記
述

が
み
ら
れ
ま
す
。
長
屋
に
住
む
人
た
ち
が
大
晦
日
に
生
活

道
具
を
質
屋
に
入
れ
て
お
金
を
工
面
し
無
事
正
月
を
迎
え

る
と
い
う
話
の
中
に
出
て
く
る
の
で
す
が
、
普
段
着
て
い

る
帯
や
升
な
ど
を
含
め
て
合
計
二
三
品
を
質
草
に
し
て
一

匁
六
分
借
り
て
い
ま
す
。
こ
の
一
匁
六
分
を
現
在
の
お
金

に
換
算
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
当
時
比
較

的
高
額
な
給
金
で
あ
っ
た
大
工
の
日
当
が
２
～
３
匁
だ
っ

た
よ
う
な
の
で
、
質
草
の
量
に
比
べ
る
と
僅
か
な
額
と
考

え
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
中
に
湊
焼
の
皿
が
五
枚
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
元
禄
の
頃
の
湊
焼
に
つ
い
て
は
全
く
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
元
禄
頃
に
は
湊

焼
が
存
在
し
庶
民
が
普
段
使
い
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
西

鶴
が
書
く
浮
世
草
子
に
登
場
す
る
よ
く
知
ら
れ
た
製
品

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
石
皿
は
一
般
的
に
は
瀬
戸

焼
等
で
生
産
さ
れ
た
江
戸
時
代
後
期
に
使
わ
れ
た
大
振
り

の
日
常
使
い
の
皿
で
、
煮
し
め
な
ど
を
大
盛
り
に
し
て
使

わ
れ
た
よ
う
な
皿
で
す
。
一
七
世
紀
代
で
は
石
皿
と
呼
ぶ

陶
器
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
石
皿
と
呼
ぶ
限
り
は
釉

を
掛
け
た
焼
物
で
、
こ
の
時
期
に
湊
焼
で
す
で
に
釉
を
掛

け
た
焼
物
が
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
こ
の
皿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

堺
環
濠
都
市
遺
跡
な
ど
の
発
掘
調
査
で
江
戸
時
代
の
層

を
調
査
し
て
い
る
と
硬
さ
や
色
は
素
焼
き
の
皿
と
ほ
と
ん

ど
変
わ
ら
な
い
も
の
の
透
明
の
釉
を
掛
け
た
皿
が
見
つ
か

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
燈
明
皿
と
し
て
使
わ
れ
た
痕
が
あ

る
場
合
も
あ
り
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ

の
焼
物
は
実
態
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
作
製
窯
を
裏
付
け
る

刻
印
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ

ま
で
の
「
か
わ
ら
け
」
と
呼
ば

れ
る
土
師
質
皿
の
系
譜
は
ひ
か

な
い
も
の
の
近
郊
の
新
た
な
窯

で
作
ら
れ
た
製
品
だ
ろ
う
と
い

う
ぐ
ら
い
で
と
ら
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
ま
だ
確
証
を
得
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
西
鶴
が

記
し
た
湊
焼
の
石
皿
の
候
補
と

し
て
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
吉
右
衛
門
と
吉
兵
衛

　

湊
焼
の
窯
元
の
一
つ
と
し
て
上
田
窯
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
窯
は
先
に
記
し
た
御
室
か
ら
き
た
工
人
が
開
い
た
窯

を
祖
と
す
る
と
い
う
窯
で
、
文
久
元
年
（
1
8
6
1
）
に

亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
七
代
上
田
吉
右
衛
門
の
作
品
が
多

く
残
っ
て
い
ま
す
。
作
品
に
は
「
泉
州
堺
本
湊
焼
吉
右
衛

門
」
と
い
う
角
印
が
押
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
吉
右

衛
門
の
作
品
と
判
断
し
て
い
ま
す
。
緑
釉
や
黄
釉
と
い
っ

た
い
わ
ゆ
る
交
趾
釉
な
ど
を
き
れ
い
に
使
っ
た
手
鉢（
写

真
③
）
や
土
瓶
・
銚
子
や
、
薄
く
透
明
釉
を
掛
け
た
涼
炉

な
ど
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
恐
ら
く
懐
石
で
使
っ

た
よ
う
な
数
皿
も
あ
り
、
い
ず
れ
も
端
正
で
丁
寧
な
作
り

方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
七
代
の
息
子
で
あ
り
明
治
三
九
年

（
1
9
0
6
）
に
亡
く
な
っ
た
八
代
吉
右
衛
門
の
作
品
も

多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
上
田
窯
の
親
戚
で
長
浜
屋
吉
兵
衛
と
い
う
陶
工
も

い
ま
し
た
。
吉
兵
衛
は
1
8
4
0
年
代
か
ら
1
8
7
0
年

頃
ま
で
作
陶
し
て
い
た
よ
う
で
、
角
印
で
は
「
泉
刕
堺
本

湊
焼
吉
兵
衛
」
あ
る
い
は
「
泉
刕
堺
本
湊
焼
」
を
用
い
て

い
ま
し
た
。
そ

の
作
風
の
特
徴

は
細
工
物
に
あ

り
ま
す
。
海
老

型
の
向
付
は
型

物
で
、
赤
楽
風

に
仕
上
げ
裏
面

に
は
海
藻
の
文

様
を
型
押
し
し

て
い
ま
す（
写

真
④
）。
一
〇
枚
一
組
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
に
も
写
実

的
に
作
っ
た
鮑
型
の
皿
は
細
か
く
精
巧
に
作
っ
て
お
り
、

こ
う
し
た
細
工
を
得
意
に
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

正
木
美
術
館
所
蔵
の
酒
呑
猩
々
と
い
う
置
物
も
彼
の
作
品

で
す
。

◆
お
わ
り
に

　

湊
焼
の
創
始
は
恐
ら
く
日
常
器
の
甕
や
壺
、
火
鉢
や
炮

烙
や
皿
な
ど
を
生
産
し
て
い
た
中
で
、
京
都
な
ど
か
ら
の

技
術
が
伝
わ
っ
た
り
陶
工
を
招
い
た
り
し
て
発
展
し
、
施

釉
陶
器
を
生
産
し
始
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

の
中
で
技
量
の
卓
越
し
た
工
人
が
現
れ
、
当
時
の
堺
の
富

裕
な
人
々
か
ら
の
求
め
に
よ
り
茶
器
等
を
作
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
湊
焼
は
そ
の
成
立
か
ら
ど

の
よ
う
な
沿
革
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
だ
ま
だ
わ
か
っ
て
い

な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
戦
争
の
空
襲
に
よ
り

多
く
の
資
料
が
失
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
明
は
難
し
い
こ

と
も
多
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い

作
品
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
湊
焼
の
実
像
を
露
わ
に
す
る

た
め
に
は
、
後
に
昭
和
に
な
っ
て
湊
焼
の
廃
窯
が
続
く
中
、

新
た
に
製
作
さ
れ
た
復
興
湊
焼
の
作
品
も
含
め
、
改
め
て

一
点
一
点
の
資
料
を
丹
念
に
追
い
続
け
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

参
考
文
献

・
新
屋
隆
夫
『
堺
陶
芸
文
化
史
』
1
9
8
5
年　

同
朋
舎
出
版

・
川
口
宏
海
「
伊
丹
郷
町
遺
跡
出
土
の
湊
焼
」『
藤
井
克
己
氏
追
悼
論
文
集
』

　

同
書
刊
行
会　

1
9
9
7
年

※
石
皿
に
つ
い
て
は
、
香
雪
美
術
館
学
芸
課
長　

梶
山
博
史
氏
よ
り
有
益
な

　

ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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◆
は
じ
め
に

　

湊
焼
は
江
戸
時
代
に
堺
で
焼
か
れ
た
焼
物
で
す
。
全
国

的
に
は
著
名
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
香
合
を
収
集
し
た

カ
ナ
ダ
・
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
美
術
館
の
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
・

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
も
湊
焼
の
作
品
が
含
ま
れ
て
お
り
、
優

品
と
認
め
ら
れ
る
焼
物
も
生
産
し
て
い
ま
し
た
。
焼
物
辞

典
等
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
概
要
は
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
堺
市
旧
湊
村
で

焼
か
れ
た
焼
物
。
湊
村
で
は
古
く
か
ら
土
師
器
生
産
が
行

わ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
前
期
に
京
都
樂
家
三
代
道
入
の

弟
道
楽
が
、
ま
た
同
じ
く
御
室
か
ら
も
陶
工
が
来
て
開
窯

し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。」

　

し
か
し
、
江
戸
時
代
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
確
実
に

時
期
を
限
定
で
き
る
湊
焼
の
作
品
は
な
く
、
そ
の
成
立
に

関
し
て
は
伝
承
の
域
に
あ
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
こ

の
よ
う
な
湊
焼
の
創
始
に
つ
い
て
は
窯
元
の
中
で
語
り

継
が
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
が
、
同
じ
よ
う
な
内
容
に
つ
い

て
は
、
安
政
四
年
（
1
8
5
7
）
に
成
立
し
明
治
二
七
年

（
1
8
9
4
）
に
出
版
さ
れ
た
『
本
朝
陶
器
攷
證
』
の
中
で
、

著
者
で
あ
り
茶
人
で
も
あ
っ
た
金
森
得
水
が
湊
村
の
火
鉢

屋
吉
右
衛
門
か
ら
聞
き
取
っ
た
内
容
や
、
明
治
に
な
っ
て

市
史
編
纂
を
目
的
に
資
料
調
査
し
た
『
堺
史
料
類
纂　

工

業
・
下　

陶
器
之
条
』
で
の
「
湊
吉
平
聞
取
書
」
が
あ
り

記
録
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

◆
資
料
に
み
る
湊
焼

　

そ
れ
で
は
湊
焼
の
作
品
で
、
年
代
を
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
見
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
絵
画
資
料
で
は
文
化
一
〇
年

（
1
8
1
3
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
五
畿
内
産
物

図
会
』
和
泉
之
部
に
褐
色
の
湊
焼
土
瓶
が
堺

の
土
産
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す（
写
真
①
）。

『
五
畿
内
産
物
図
会
』
は
各
地
の
名
所
名
物
を

紹
介
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
で
、

こ
の
よ
う
な
球
形
の
土
瓶
は
伝
存
す
る
も
の
に

写真①　

写真②

写真④

学芸員コラム

湊焼について
増田	達彦

写真③


