
は
、
14
代
当
主・久
太
夫
政
明
の
こ
と
。
半
泥

子
は
祖
父
で
あ
る
石
水
を
と
て
も
尊
敬
し
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、第
２
展
示
室
で
は「
川
喜

田
半
泥
子
の
作
品
と
季
節
の
館
蔵
品　
Ⅴ
期
」

が
開
催
中
で
す
。

　
今
回
は
、二
人
の
久
太
夫
の
足
跡
を
た
ど
り

な
が
ら
、魅
力
あ
ふ
れ
る「
石
水
博
物
館
」を
ご

紹
介
し
ま
す
。

2

　
平
成
23（
２
０
１
１
）年
、緑
深
き
森
が
広
が

る
千
歳
山
に「
石
水
博
物
館
」が
移
転
開
館
し

ま
し
た
。
同
館
の
母
体
は
、昭
和
５（
１
９
３

０
）年
に
設
立
さ
れ
た「
財
団
法
人 
石
水
会

館
」。設
立
者
は
、一
流
の
財
界
人
で
あ
る
一
方
、

風
流
人・数
奇
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
川
喜
田

半
泥
子（
１
８
７
８
〜
１
９
６
３
）で
す
。
千

歳
山
は
、半
泥
子
が
居
を
構
え
、作
陶
を
始
め

た
地
で
し
た
。

　
同
館
は
、伊
勢
商
人・川
喜
田
家
の
旧
蔵
資

料
に
加
え
て
、
同
家
16
代
当
主・久
太
夫
政
令

と
し
て
の
顔
も
持
つ
半
泥
子
の
作
品
や
関
連

資
料
も
所
蔵
。
茶
碗・水
指・花
入・書
画
な
ど

を
一
か
所
で
目
に
で
き
る
の
は
、「
石
水
博
物

館
」な
ら
で
は
、と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
現
在
、第
１
展
示
室
で
は〈
生
誕
２
０
０
年

記
念
企
画
展
〉「
川
喜
田
石
水
―
商
い
を
守
り
、

文
化
を
つ
な
ぐ
―
」（
４
月
２
日（
日
）ま
で
）を

開
催
中
で
す
。 

石
水（
１
８
２
２
〜
７
９
）と
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す

ち
と
せ
や
ま

き
し
ゃ

の
り

ま
さ

あ
き

ま
さ

き
ゅ
う
だ
ゆ
う

取
材
協
力
／
監
修

　
「
公
益
財
団
法
人 

石
水
博
物
館
」

０
５
９‒

２
２
７‒

５
６
７
７

午
前
10
時
〜
午
後
5
時

（
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）、

展
示
替
期
間・年
末
年
始

〒
５
１
４‒

０
８
２
１

三
重
県
津
市
垂
水
３
０
３
２‒

18

Ｔ
Ｅ
Ｌ

開
館
時
間

休
館
日

住

所

23
114

J
R
紀
勢
本
線

近
鉄
名
古
屋
線
石水博物館

近鉄「南が丘」駅

JR「阿漕」駅

至松阪市

せ
き

す
い

は
ん

で
い

し

「
石
水
博
物
館
」の
魅
力

石
水
と
半
泥
子



東
丸
之
内
に
あ
り
、第
二
次
世
界
大
戦
で
の
焼

失
と
再
建
を
経
て
、平
成
22（
２
０
１
０
）年
に

法
人
名
を「
公
益
財
団
法
人 

石
水
博
物
館
」と

し
、翌
年
、半
泥
子
ゆ
か
り
の
千
歳
山（
津
市
垂

水
）に
現
在
の
展
示
施
設
が
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に
は
川
喜
田
家
の
旧
蔵
資
料
を
中
心
に
、

茶
道
具
、日
本
画
、洋
画
、古
典
籍
、浮
世
絵
、伊

勢
商
人
関
係
歴
史
資
料
な
ど
幅
広
い
分
野
に

わ
た
る
文
物
が
収
蔵
さ
れ
、半
泥
子
の
作
品
や

周
辺
資
料
も
多
数
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
石
水
博
物
館
」の
歴
史
は
、昭
和
５（
１
９

３
０
）年
に
、百
五
銀
行
の
頭
取
で
あ
っ
た
川

喜
田
半
泥
子（
16
代
当
主・久
太
夫
政
令
）が
、

「
財
団
法
人 

石
水
会
館
」を
設
立
し
た
こ
と
に

始
ま
り
ま
す
。
半
泥
子
は
、こ
こ
を
地
域
文
化

の
振
興
や
社
会
福
祉
活
動
の
拠
点
に
と
考
え
、

尊
敬
す
る
祖
父
、
14
代
当
主
・
久
太
夫
政
明

の
号「
石
水
」を
冠
し
ま
し
た
。
当
初
は
津
市

　
川
喜
田
家
は
、津
を
拠
点
と
す
る
豪
商
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、商
人
と
な
る
以
前
は

武
士
で
あ
っ
た
と
い
い
、戦
国
時
代
に
伊
勢
国

司・北
畠
家
に
仕
え
た
と
い
う
川
北
内
匠
頭
を

祖
と
し
て
い
ま
す
。
４
代
当
主・久
兵
衛（
１

５
７
５
〜
１
６
４
９
）は
、藤
堂
家
の
客
分
と

し
て
大
坂
夏
の
陣（
１
６
１
５
）に
参
陣
し
た

と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　
寛
永
３（
１
６
２
６
）年
、六
代
当
主・久
太

夫（
１
６
１
７
〜
７
０
）が
江
戸
大
伝
馬
町
に

木
綿
仲
買
店
を
開
い
た
の
が
川
喜
田
家
の
商

人
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。
貞
享
３（
１

６
８
６
）年
に
は
太
物
問
屋
と
な
り
、元
禄
14

（
１
７
０
１
）年
に
、名
字
を
川
喜
田
と
定
め
、

木
綿
一
筋
の
商
い
を
展
開
し
ま
す
。 

こ
の
時

代
、藍
染
め
の
縞
木
綿
が
爆
発
的
な
流
行
を
み

せ
、〝
伊
勢
商
人
〞は
次
々
に
豪
商
と
呼
ば
れ
る

規
模
に
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
川
喜
田
家
も

江
戸
に
店
を
構
え
、家
訓
を
守
り
、主
は
地
元

に
い
て
経
営
を
掌
握
す
る〝
伊
勢
商
人
〞の
経

営
ス
タ
イ
ル
を
取
る
豪
商
と
な
り
ま
し
た
。

13
代
当
主・久
太
夫
政
安（
１
７
９
６
〜
１
８

５
１
）の
時
代
に
、津
藩
主
の
藤
堂
家
か
ら
の

命
で
津
藩
銀
札
の
発
行
に
関
わ
る
よ
う
に
な

り
、大
坂
に
も
支
店
を
出
し
て
い
ま
す
。　

　
９
代
当
主・久
太
夫
光
盛（
１
６
８
５
〜
１

７
５
５
）は
、早
く
に
隠
居
し
て
京
の
嵯
峨
野

庵
を
営
み
、桃
園
天
皇
か
ら
爾
然
庵
と
い
う
庵

号
を
賜
る
な
ど
、風
流
人
と
し
て
知
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
も
、代
々
の
主
は
多
才
で
、川
喜

田
家
に
は
、本
業
と
並
行
し
て
、風
流
好
学
で

名
を
成
す
こ
と
を
良
し
と
す
る
家
風
が
確
立

し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

12
代
当
主・久
太
夫
政
式（
１
７
６
４
〜
１
８

１
６
）は
、本
居 

宣
長
の
門
人
と
し
て
歌
道
を

学
び
、宣
長
か
ら
和
歌
の
添
削
を
受
け
ま
し
た
。

13
代
当
主
・
久
太
夫
政
安（
号
は
遠
里
）は
、多

く
の
貴
重
な
古
典
籍
を
蒐
集
し
、伊
勢
国
き
っ

て
の
蔵
書
家
と
な
り
、 

同
じ
く
蔵
書
家
と
し

て
全
国
的
に
知
ら
れ
た
松
坂
の
小
津 

久
足

（
号
は
桂
窓
）、伊
勢
外
宮
の
御
師
で
国
学
者
の

足
代 

弘
訓
と
も
親
し
く
交
流
し
て
い
ま
す
。

4

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

3

「
石
水
博
物
館
」と
川
喜
田
家

※

第1展示室川喜田政安(遠里)像

玄関までのアプローチ。秋は紅葉も楽しめる

※

※

川喜田家家訓『定目』　川喜田石水の筆（江戸時代末期）

夜の「石水博物館」。ライトアップが美しい

半
泥
子
の
開
い
た
博
物
館

商
い
と
風
流
好
学
の
両
立

武
士
か
ら
豪
商
へ

た
く
み
の
か
み

し
ゅ
う
し
ゅ
う

ふ
と

あ
い

し
ま

あ
る
じ

も
の
ど
ん

じ
ね
ん
あ
ん

や
え

ど
お
お

か
ん

も
め
ん
な
か
が
い
だ
な

で
ん

ま
さ
の
り

と
お
さ
と

お
づ

ひ
さ

あ
じ
ろ
ひ
ろ
の
り

た
り

け
い
そ
う

ま
ち
ょ
う



な
ど
が
細
や
か
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。

家
の
存
続
を
最
重
視
し
、木
綿
一
筋
と
い
う
基

本
姿
勢
を
貫
き
つ
つ
も
、一
方
で
、木
綿
を
商

い
続
け
る
こ
と
へ
の
不
安
も
あ
り
、経
営
者
と

し
て
の
苦
悩
は
尽
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
明
治
維
新
を
迎
え
る
と
、明
治
元（
１
８
６

８
）年
、明
治
政
府
か
ら
京
都
に
呼
び
出
さ
れ
、

会
計
基
立
金
の
御
用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
、明
治
3

（
１
８
７
０
）年
に
は
横
浜
に
支
店
を
開
く
な

ど
、新
時
代
に
向
か
い
、新
た
な
事
業
を
展
開

し
て
い
ま
す
。

　
石
水
が
生
き
た
の
は
、幕
末
維
新
の
激
動
を

経
て
、文
化
の
主
役
が
大
名
か
ら
豪
商
に
移
っ

た
時
代
で
し
た
。
そ
し
て
、津
の
文
化
の
中
心

に
位
置
し
た
の
が
石
水
で
し
た
。そ
の
活
動
は
、

和
歌
、茶
道
、本
草
学
、国
学
な
ど
多
岐
に
わ
た

り
、多
彩
な
人
々
と
交
流
し
、膨
大
な
文
物
を

　
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、川
喜
田
家
を
率

い
た
の
が
14
代
当
主
の
石
水
で
す
。
海
外
と

の
貿
易
が
始
ま
り
、
幕
藩
体
制
も
崩
壊
へ
と

向
か
う
中
で
、
旧
来
の
豪
商
の
多
く
が
没
落

し
て
い
き
ま
し
た
が
、堅
実
な
経
営
を
維
持
し
、

川
喜
田
屋
の
暖
簾
を
守
り
通
し
た
石
水
の
実

業
家
と
し
て
の
手
腕
は
、確
か
な
も
の
で
し
た
。

　
幕
末
に
石
水
が
書
い
た
江
戸
店
へ
の
手
紙

が
残
っ
て
い
ま
す
が
、先
の
読
め
な
い
時
代
の

危
機
感
と
と
も
に
、も
し
も
戦
が
起
こ
り
そ
う

で
あ
っ
た
ら「
各
怪
我
之
無
き
様
立
ち
退
き
」

と
従
業
員
を
守
る
こ
と
や
、日
頃
か
ら
万
一
に

備
え
る
こ
と
、堅
実
な
商
い
を
心
が
け
る
こ
と

蒐
集
し
、自
ら
も
学
問
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
和
歌
は
、自
身
の
歌
集
の
他
、9
代
目
の
家

集
を
出
版
し
て
い
ま
す
し
、茶
道
は
、表
千
家

11
世
の
碌
々
斎
の
門
弟
と
な
り
、樂
家
11
代
慶

入
と
も
交
流
が
あ
り
、初
代
長
次
郎
、2
代
常

慶
、3
代
道
入（
ノ
ン
コ
ウ
）の
茶
碗
を
購
入
す

る
な
ど
、煎
茶
道
の
流
行
に
押
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
樂
家
を
経
済
的
に
支
え
ま
し
た
。

　
本
草
学
で
は
、地
元
の
学
者
た
ち
と
物
産
会

を
開
く
な
ど
深
い
造
詣
を
持
ち
、「
京
都
平
安

読
書
室
」を
主
宰
し
た
山
本 

亡
羊
、榕
室
父
子

　
石
水
は
大
変
筆
ま
め
な
人
物
で
、絵
入
り
の

「
旅
日
記
」や
、多
彩
な
人
脈
を
記
し
た「
交
友

録
」、自
身
で
の
評
価
も
書
き
入
れ
た「
収
集
品

か
ら『
百
鳥
図
』や『
河
海
并
湖
水 

魚
之
図
』を

買
い
求
め
ま
し
た
。
ま
た
、2
代
歌
川 

国
貞

の
依
頼
で
師
の
３
代
歌
川 

豊
国
の
浮
世
絵
を

入
手
す
る
な
ど
、多
彩
な
人
脈
と
収
集
品
が
結

び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、学
問
や
芸
術

を
支
え
る
明

確
な
信
念
が

あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、石

水
は
松
浦 

武

四
郎
と
親
し

く
、そ
の
交

流
は
生
涯
続

き
ま
し
た
。 

頻
繁
に
手
紙

を
や
り
取
り

し
、武
四
郎

か
ら
得
た
情

報
で
購
入
に

至
っ
た「
秋
田

銀
判
」な
ど

も
蒐
集
さ
れ

て
い
ま
す
。

6

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

5

川
喜
田
石
水 

大
商
人
に
し
て
文
化
の
中
心
人
物

目
録
」な
ど
の
ほ
か
、藤
堂
家
の
蔵
に
入
る
こ

と
を
許
さ
れ
て
書
き
留
め
た『
藤
堂
和
泉
守
侯

御
所
持 

御
名
器
拝
見
物
之
記
』も
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
中
に
記
載
の
あ
る「
音
曲
」と

い
う
竹
花
入
れ
が
、「
石
水
博
物
館
」に
収
蔵
さ

れ
て
い
ま
す
。
豊
臣 

秀
吉
の
小
田
原
攻
め
に

同
行
し
た
千
利
休
が
自
ら
作
り
、利
休
七
哲
の

一
人
で
あ
っ
た
蒲
生 

氏
郷
に
与
え
た
と
さ
れ
、

裏
面
に
氏
郷
の
略
称
で
あ
る「
羽
忠
」の
文
字

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
蒲
生
家
断
絶
の
後
、藤

堂
家
の
所
有
と
な
り
、藤
堂
家
と
親
し
く
、関

白
も
務
め
た
近
衛 

家
熙
が
箱
書
き
す
る
な
ど
、

伝
来
も
茶
道
具
と
し
て
の
完
成
度
も
申
し
分

な
く
、川
喜
田
家
の
蔵
品
を
象
徴
す
る
よ
う
な

名
器
で
す
。

　
こ
れ
は
、明
治
４（
１
８
７
１
）年
の
廃
藩
置

県
の
直
後
に
、藤
堂
家
か
ら
川
喜
田
家
に
移
っ

た
も
の
で
す
が
、「
松
平
不
昧
書
状（
和
泉
守

宛
）」な
ど
の
名
品
も
同
様
で
し
た
。
定
家
様

の
美
し
い
書
体
で
茶
会
記
な
ど
が
記
さ
れ
た

8 7

『河海并湖水 魚之図』と『百鳥図』
山本 榕室は、津城内で藩主に講義を行うなど、津を訪れていた

歌川 豊国作「時世花鳥風月」
3代歌川 豊国と石水は交流があり、良質な作品が多数残されている

『旅窓漫筆』 嘉永6（1853）年の
江戸下向時に石水が記した旅日記

「音曲」 利休作と伝えられる竹一重切花入　
裏面には蒲生氏郷の署名「羽忠」の文字

「和泉守様  出羽守」と宛名と署名が見える

「射和万古 赤絵鉢」 「音曲」の文字は近衛 家煕による

『藤堂和泉守侯御所持 御名器拝見物之記』(部分)
「音曲花入」の文字も見える

武四郎自筆の『昌平宝鑑』と
石水が入手した「秋田銀判」※

※

※

※

※

書
状
で
、11

代
津
藩
主
の

藤
堂 

高
猷
か

ら
下
賜
さ
れ

ま
し
た
。
藤

堂
家
と
、
御

用
商
人
と
し

て
間
近
に
住

む
川
喜
田
家

と
の
深
い
縁
と
信
頼
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。

　　
石
水
の
妻・政
は
、射

和
の
豪
商
・
竹
川 

竹
斎

（
１
８
０
９
〜
８
２
）の
妹

で
し
た
。
竹
川
家
は
幕

府
の
御
為
替
御
用
方
を

務
め
る
商
家
で
、竹
斎

は
、茶
道
に
親
し
み
、射

和
万
古
の
窯
を
開
い
て

陶
芸
を
楽
し
む
風
流
人

で
も
あ
り
ま
し
た
。
竹

斎
は
、多
額
の
私
費
を
つ
ぎ
込
ん
で
射
和
文
庫

と
い
う
私
立
図
書
館
を
開
設
し
ま
し
た
。
竹

斎
の
取
組
み
に
感
銘
を
受
け
、石
水
も
川
喜
田

家
の
蔵
書
の
公
開
を
検
討
し
ま
し
た
が
、松
浦 

武
四
郎
と
相
談
し
、志
あ
る
人
々
に
の
み
閲
覧

さ
せ
る
、と
い
う
方
針
を
取
り
ま
し
た
。
幕
府

の
崩
壊
に
伴
っ
て
竹
川
家
が
窮
地
に
立
た
さ

れ
た
と
き
に
は
、石
水
が
射
和
文
庫
の
蔵
書
の

一
部
や
、射
和
万
古
を
引
き
取
っ
て
い
ま
す
。

竹
斎
が
集
め
た
重
要
な
文
化
財
の
散
逸
を
防

ご
う
と
し
た
の
で
す
。

　
石
水
は
、

明
治
12（
１

８
７
９
）年

に
57
歳
で

こ
の
世
を

去
り
ま
し

た
。
川
喜

田
家
に
伝

わ
る
文
物

は
、い
ず
れ

も
一
流
の

人
脈
を
介

し
、深
い
由
緒

を
持
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
と
に

石
水
の
残
し
た

品
々
は
、そ
の
美

意
識
や
価
値
観

が
現
れ
た
名
品

ば
か
り
。
動
乱

の
時
代
を
生
き

た
大
商
人
で
あ

り
、歌
を
詠
み
、

茶
を
点
て
、文

化
を
守
ろ
う
と

し
た
石
水
の
人

と
し
て
の
大
き

さ
が
し
の
ば
れ

ま
す
。

黒茶碗「ぬり笠」
樂常慶（2代  生年不詳 - 寛永12（1635）年）
箱書きは表千家七代・如心斎　

川喜田政明（石水）像
（作者不詳　油彩　明治時代初期）
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乗
り
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手
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地
域
文
化
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中
心
に
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堂
家
か
ら
の
名
品

竹
川
竹
斎
と
の
縁

お
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お
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け
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の

な

よ
う

よ
う
が
か
り

ご

た

の

い
く
さ

ろ
く

の
れ
ん

ぼ
う
よ
う

よ
う
し
つ

に
ゅ
う

け
い

て
い

ふ

お

か
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せ

よ
う
か
た

ご

ま
い

い
え
ひ
ろ

よ
う

た
か
ゆ
き

か

ろ
く
さ
い

「松平不昧書状（和泉守宛）」（重要美術品） 

「石水博物館」の学芸員
で、企画展を担当した桐
田 貴史さん。石水につ
いて教えて頂きました。

「伏見上皇院宣」 射和文庫の蔵書印が捺されている

「射和万古 寿老人香合」



な
ど
が
細
や
か
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。

家
の
存
続
を
最
重
視
し
、木
綿
一
筋
と
い
う
基

本
姿
勢
を
貫
き
つ
つ
も
、一
方
で
、木
綿
を
商

い
続
け
る
こ
と
へ
の
不
安
も
あ
り
、経
営
者
と

し
て
の
苦
悩
は
尽
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
明
治
維
新
を
迎
え
る
と
、明
治
元（
１
８
６

８
）年
、明
治
政
府
か
ら
京
都
に
呼
び
出
さ
れ
、

会
計
基
立
金
の
御
用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
、明
治
3

（
１
８
７
０
）年
に
は
横
浜
に
支
店
を
開
く
な

ど
、新
時
代
に
向
か
い
、新
た
な
事
業
を
展
開

し
て
い
ま
す
。

　
石
水
が
生
き
た
の
は
、幕
末
維
新
の
激
動
を

経
て
、文
化
の
主
役
が
大
名
か
ら
豪
商
に
移
っ

た
時
代
で
し
た
。
そ
し
て
、津
の
文
化
の
中
心

に
位
置
し
た
の
が
石
水
で
し
た
。そ
の
活
動
は
、

和
歌
、茶
道
、本
草
学
、国
学
な
ど
多
岐
に
わ
た

り
、多
彩
な
人
々
と
交
流
し
、膨
大
な
文
物
を

　
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、川
喜
田
家
を
率

い
た
の
が
14
代
当
主
の
石
水
で
す
。
海
外
と

の
貿
易
が
始
ま
り
、
幕
藩
体
制
も
崩
壊
へ
と

向
か
う
中
で
、
旧
来
の
豪
商
の
多
く
が
没
落

し
て
い
き
ま
し
た
が
、堅
実
な
経
営
を
維
持
し
、

川
喜
田
屋
の
暖
簾
を
守
り
通
し
た
石
水
の
実

業
家
と
し
て
の
手
腕
は
、確
か
な
も
の
で
し
た
。

　
幕
末
に
石
水
が
書
い
た
江
戸
店
へ
の
手
紙

が
残
っ
て
い
ま
す
が
、先
の
読
め
な
い
時
代
の

危
機
感
と
と
も
に
、も
し
も
戦
が
起
こ
り
そ
う

で
あ
っ
た
ら「
各
怪
我
之
無
き
様
立
ち
退
き
」

と
従
業
員
を
守
る
こ
と
や
、日
頃
か
ら
万
一
に

備
え
る
こ
と
、堅
実
な
商
い
を
心
が
け
る
こ
と

蒐
集
し
、自
ら
も
学
問
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
和
歌
は
、自
身
の
歌
集
の
他
、9
代
目
の
家

集
を
出
版
し
て
い
ま
す
し
、茶
道
は
、表
千
家

11
世
の
碌
々
斎
の
門
弟
と
な
り
、樂
家
11
代
慶

入
と
も
交
流
が
あ
り
、初
代
長
次
郎
、2
代
常

慶
、3
代
道
入（
ノ
ン
コ
ウ
）の
茶
碗
を
購
入
す

る
な
ど
、煎
茶
道
の
流
行
に
押
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
樂
家
を
経
済
的
に
支
え
ま
し
た
。

　
本
草
学
で
は
、地
元
の
学
者
た
ち
と
物
産
会

を
開
く
な
ど
深
い
造
詣
を
持
ち
、「
京
都
平
安

読
書
室
」を
主
宰
し
た
山
本 

亡
羊
、榕
室
父
子

　
石
水
は
大
変
筆
ま
め
な
人
物
で
、絵
入
り
の

「
旅
日
記
」や
、多
彩
な
人
脈
を
記
し
た「
交
友

録
」、自
身
で
の
評
価
も
書
き
入
れ
た「
収
集
品

か
ら『
百
鳥
図
』や『
河
海
并
湖
水 

魚
之
図
』を

買
い
求
め
ま
し
た
。
ま
た
、2
代
歌
川 

国
貞

の
依
頼
で
師
の
３
代
歌
川 

豊
国
の
浮
世
絵
を

入
手
す
る
な
ど
、多
彩
な
人
脈
と
収
集
品
が
結

び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、学
問
や
芸
術

を
支
え
る
明

確
な
信
念
が

あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、石

水
は
松
浦 

武

四
郎
と
親
し

く
、そ
の
交

流
は
生
涯
続

き
ま
し
た
。 

頻
繁
に
手
紙

を
や
り
取
り

し
、武
四
郎

か
ら
得
た
情

報
で
購
入
に

至
っ
た「
秋
田

銀
判
」な
ど

も
蒐
集
さ
れ

て
い
ま
す
。

6

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

5

川
喜
田
石
水 

大
商
人
に
し
て
文
化
の
中
心
人
物

目
録
」な
ど
の
ほ
か
、藤
堂
家
の
蔵
に
入
る
こ

と
を
許
さ
れ
て
書
き
留
め
た『
藤
堂
和
泉
守
侯

御
所
持 

御
名
器
拝
見
物
之
記
』も
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
中
に
記
載
の
あ
る「
音
曲
」と

い
う
竹
花
入
れ
が
、「
石
水
博
物
館
」に
収
蔵
さ

れ
て
い
ま
す
。
豊
臣 

秀
吉
の
小
田
原
攻
め
に

同
行
し
た
千
利
休
が
自
ら
作
り
、利
休
七
哲
の

一
人
で
あ
っ
た
蒲
生 

氏
郷
に
与
え
た
と
さ
れ
、

裏
面
に
氏
郷
の
略
称
で
あ
る「
羽
忠
」の
文
字

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
蒲
生
家
断
絶
の
後
、藤

堂
家
の
所
有
と
な
り
、藤
堂
家
と
親
し
く
、関

白
も
務
め
た
近
衛 

家
熙
が
箱
書
き
す
る
な
ど
、

伝
来
も
茶
道
具
と
し
て
の
完
成
度
も
申
し
分

な
く
、川
喜
田
家
の
蔵
品
を
象
徴
す
る
よ
う
な

名
器
で
す
。

　
こ
れ
は
、明
治
４（
１
８
７
１
）年
の
廃
藩
置

県
の
直
後
に
、藤
堂
家
か
ら
川
喜
田
家
に
移
っ

た
も
の
で
す
が
、「
松
平
不
昧
書
状（
和
泉
守

宛
）」な
ど
の
名
品
も
同
様
で
し
た
。
定
家
様

の
美
し
い
書
体
で
茶
会
記
な
ど
が
記
さ
れ
た
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文
庫
」（
内
部
非
公
開
）で
す
。
半
泥
子
が
誕
生

し
た
の
は
、明
治
11（
１
８
７
８
）年
で
す
が
、

翌
年
に
祖
父
の
石
水
と
父
の
久
太
夫
政
豊
を

相
次
い
で
亡
く
し
ま
す
。
幼
く
し
て
16
代
久
太

夫
政
令
を
襲
名
し
た
半
泥
子
は
、祖
母
の
政
に

よ
っ
て
厳
し
く
も
慈
し
み
深
く
育
て
ら
れ
、高

い
教
養
を
身
に
着
け
ま
し
た
。
ま
た
、代
々
の

　
「
石
水
博
物
館
」内
か
ら
、ガ
ラ
ス
窓
越
し
に

林
立
す
る
木
々
を
眺
め
て
い
る
と
、中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
塔
を
彷
彿
と
さ
せ
る
建
物
に
気
付

く
で
し
ょ
う
。
国
登
録
有
形
文
化
財
の「
千
歳

先
祖
が
蒐
集
し
た
古
典
籍
２
万
冊
や
、多
く
の

美
術
品
に
囲
ま
れ
て
育
ち
ま
し
た
が
、同
文
庫

は
、こ
れ
ら
の
伝
来
品
を
収
蔵
す
る
た
め
に
半

泥
子
が
築
い
た
も
の
。
昭
和
５（
１
９
３
０
）

年
の
こ
と
で
し
た
。
以
来
、93
年
に
わ
た
っ
て

今
も
収
蔵
庫
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
同
館
の
２
階
に
は
、「
森
の
回
廊
」と
名
付
け

ら
れ
た
廊
下
が
続
き
ま
す
。
壁
面
に
は
略
年

譜
と
写
真
パ
ネ
ル
が
展
示
さ
れ
、さ
ま
ざ
ま
な

半
泥
子
に
出
会
え
ま
す
。
そ
の
中
に
ロ
ー
マ

に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。

　
こ
の
洋
行
前
に
関
し
て
、あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
伝
わ
り
ま
す
。「
八
方
ふ
さ
が
り
や
か
ら
」

と
反
対
さ
れ
た
半
泥
子
が「
か
え
っ
て
用
心
が

え
え
や
な
い
か
」と
返
し
た
と
こ
ろ
、「
あ
ん
た

は
無
茶
星
や
」と
芸
者
が
言
っ
た
と
い
う
も
の
。

半
泥
子
は
、こ
の
言
葉
を
お
も
し
ろ
が
り
、無

茶
法
師
を
名
乗
る
よ
う
に
。
軽
妙
洒
脱
な
文

章
で
知
ら
れ
る
随
筆『
泥
仏
堂
日
録
』な
ど
で

使
用
し
て
い
ま
す
。 

半
泥
子
は
、紺
野
浦
二

（
紺
の
木
綿
の
裏
地
と
い
う
意
味
）・其
飯（
そ

の
ま
ま
と
い
う
意
味
）な

ど
、
遊
び
心
の
あ
る
号

を
使
い
分
け
ま
し
た
が
、

陶
芸
の
場
合
は
主
に
半

泥
子
の
号
を
使
用
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
禅
の
師

が
授
け
た
も
の
で
、何
に

で
も
没
頭
し
、泥
ん
こ
に

な
り
な
が
ら
も
冷
静
に

己
を
見
つ
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
意
味

だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

の
コ
ロ
ッ
セ
オ
前
で
撮
影
し
た
写
真
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
、大
正
12（
１
９
２
３
）年
の

欧
米
旅
行
中
の
一
コ
マ
。
長
男
の
壮
太
郎
と

一
緒
に
写
る
半
泥
子
の
笑
顔
が
印
象
的
で
す
。

こ
の
船
旅
は
約
半
年
間
に
わ
た
り
、そ
の
間
に

描
き
た
め
た
ス
ケ
ッ
チ
帖
は
、15
帖
に
も
及
び

ま
す
。「
洋
行
ス
ケ
ッ
チ
帖
」（「
石
水
博
物
館
」

蔵
）を
見
せ
て
も
ら
う
と
、異
国
で
目
に
し
た

風
景
や
建
造
物
、人
物
、料
理
に
至
る
ま
で
、興

味
の
赴
く
ま
ま
自
由
に
描
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
１
０
０
年
前
の
半
泥
子
の
姿
が
目

10

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

9

歿
後
60
年
を
経
て
も
色
褪
せ
な
い

川
喜
田
半
泥
子
の
魅
力

　

主
に
常
設
展

示
を
行
う
第
２

展
示
室
で
は
、現

在「
川
喜
田
半
泥

子
の
作
品
と
季

節
の
館
蔵
品　

Ⅴ
期
」（
４
月
２

日（
日
）ま
で
）が

開
催
中
で
す
。 

室
内
に
入
る
と
、多
彩
な
陶
芸
作
品
に
出
迎
え

ら
れ
ま
す
。
桃
色
の
肌
に
付
い
た
指
痕
が
、雪

の
上
を
歩
い
た
足
跡
を
思
わ
せ
る「
雪
の
曙
」、

漆
黒
の
闇
の
中
、梅
の
花
の
香
り
が
漂
っ
て
き

そ
う
な「
暗
香
」、像
の
足
の
よ
う
な
高
台
が
今

に
も
動
き
だ
し
そ
う
な「
雅
茶
子
」、焼
成
中
に

つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
壺
の
様
子
が
帯
結
び
の

〝
ふ
く
ら
雀
〞に
似
て
い
る「
ふ
く
ら
雀
」、豪
快

な
山
割
れ
や
歪
み
が
存
在
感
十
分
の「
慾
袋
」

な
ど
、銘
も
機
知
に
富
ん
で
い
て
、想
像
力
を

掻
き
立
て
ら
れ
ま
す
。
理
屈
抜
き
で
楽
し
め

る
の
が
大
き
な
魅
力
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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ょ
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ま
さ
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ら
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の
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へ
ん

ぐ
あ
ん

が
く

せ
ん

わ
け

け
ん
さ
ん

ほ
んけ

ん

ど

ろ
く

ざ
ん
ま
い

ろ

へい

ざ
ん

こ
う
え
つ

あ

み

ま
ち

べ

か
く
が
ま

が

こ

よ
く
ぶ
く
ろ

ち
ゃ

こ
う

あ
と

あ
け
ぼ
の

※

※

※

※

　
ま
た
、書
画

も
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
で
い

ま
す
。
た
と

え
ば
、餅
を
搗

く
兎
の
玩
具

を
淡
い
色
彩

で
描
い
た「
兎

玩
具
図
」は
軽

い
タ
ッ
チ
で

愛
ら
し
く
、墨

書「
愚
庵
」は

ど
っ
し
り
と

し
た
力
強
さ

を
感
じ
さ
せ

ま
す
。「
愚
庵
」と
は
、半
泥
子
が「
志
摩
観
光

ホ
テ
ル
」（
志
摩
市
）内
の
茶
室
に
付
け
た
名
で
、

こ
の
墨
書
は
同
茶
室
に
掛
か
る
扁
額
の
下
書

き
か
習
作
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ホ
テ
ル
の
所

在
地〝
賢
島
〞に
対
し
て〝
愚
庵
〞と
し
た
と
こ

ろ
に
、半
泥
子
ら
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
な
お
、

「
愚
庵
」が
掛
け
ら
れ
て
い
る
茶
席「
山
里
」（
復

元
模
型
）は
、
昭
和
14（
１
９
３
９
）年
に
半
泥

子
が
設
計
し
て
千
歳
山
に
建
て
た
茶
席
で
、戦

後
に「
廣
永
陶
苑
」（
現「
仙
鶴
窯
」）敷
地
内
に

移
築
さ
れ
ま
し
た
。

　
半
泥
子
が
大
正

４（
１
９
１
５
）年

に
分
部
町
か
ら
移

り
住
ん
だ
千
歳
山

は
、江
戸
時
代
後

期
に
津
藩
に
よ
っ

て
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
、文
人
た

ち
が
来
遊
す
る
名
勝
地
で
し
た
。
明
治
以
降

は
荒
廃
し
て
い
ま
し
た
が
、半
泥
子
が
邸
宅
を

構
え
る
と
、再
び
文
化
人
た
ち
が
訪
れ
る
よ
う

に
な
り
、千
歳
山
は
津
の
文
化
の
中
心
地
と
な

り
ま
し
た
。
や
が
て
、本
格
的
に
作
陶
を
始
め

た
半
泥
子
は
、納
得
す
る
作
品
が
で
き
る
ま
で

全
国
各
地
を
巡
り
、研
鑽
を
積
み
ま
し
た
。
土

を
探
す
こ
と
か
ら
、築
い
た
窯
で
焼
く
こ
と
ま

で
の
全
工
程
を
自
分
で
行
っ
た
の
で
す
。ま
た
、

桃
山
時
代（
16
世
紀
後
半
〜
17
世
紀
は
じ
め
）の

陶
芸
や
朝
鮮
陶
磁
に
魅
せ
ら
れ
、本
阿
弥
光
悦

（
１
５
５
８
〜
１
６
３
７
）や
尾
形
乾
山（
１
６

６
３
〜
１
７
４
３
）に
傾
倒
。
窯
跡
の
発
掘
調

査
を
行
う
な
ど
の
研
究
を
続
け
ま
し
た
。
そ

の
探
求
心
と
行
動
力
は
驚
く
ば
か
り
で
す
。

　

戦
後
に
な
る
と
、

長
谷
山
麓
の「
廣
永

陶
苑
」に
窯
を
移
し
、

坪
島 

圡
平（
１
９
２

９
〜
２
０
１
３
）を

は
じ
め
と
す
る
若
き

弟
子
た
ち
と
と
も
に
、

轆
轤
三
昧
の
日
々
を

過
ご
し
ま
す
。そ
の
生
涯
に
幕
を
閉
じ
た
の
は
、

昭
和
38（
１
９
６
３
）年
の
こ
と
で
し
た
。

　
本
年
は
、半
泥
子
歿
後
60
年
と
い
う
節
目
の

年
。 

４
月
以
降
も「
石
水
博
物
館
」を
訪
ね
れ

ば
、企
画
展
や
特
別
展
な
ど
で
、新
た
な
作
品

に
出
会
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、周
囲
一
帯
は

公
園
と
し
て
の
整
備
計
画
も
津
市
に
よ
り
継

続
中
で
す
。
い
つ
の
日
か
ま
た
、千
歳
山
は
人

人
が
集
う
憩
い
の
場
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

祖母・政と。　明治18（１８８５）年9月17日
(中央左が川喜田政、中央右が半泥子) 

紙本墨画淡彩「虎図」
寅年生まれの半泥子は、
虎の画を好んで描いた。

粉引茶碗　銘「雪の曙」
豪快さと繊細さを併せ持ち、半泥子作品の中でも
人気が高い一碗。

織部黒茶碗　銘「暗香」
漆黒の肌に表現された梅花が鮮やかな作品。
川喜田家の家紋は梅鉢紋で、
梅は祖母の政が好きだった花でもある。

高麗手茶碗　銘「雅茶子」
戦後の「上野動物園」で人気を博していた象のガチャ
（日本名は花子）にちなんで命銘したといわれる。

つぶれ壺　銘「ふくら雀」
焼成中に潰れて裂けてしまった壺だが、半泥子は
竹の筒を添えて花入れとして愛用していた。

伊賀水指　銘「慾袋」　
国重要文化財の古伊賀水指　銘「破袋（やぶれぶくろ）」
を模して、昭和15（１９4０）年に制作した３点のうちの１点。廣永窯で窯焚きをする半泥子

「洋行スケッチ帖」から　上段「ホノルル港に停泊する船」
下段「ロシアの船の中のダンサー」

千歳山の泥仏堂にて轆轤を引く
半泥子「千歳文庫」外観「森の回廊」

イタリアのローマで撮影された写真
（左から２番目が壮太郎、３番目が半泥子）

第２展示室
紙本墨画淡彩「兎玩具図」紙本墨書「愚庵」

千歳山にあった洋風建築の
自邸「千歳山荘」

川
喜
田
家
伝
来
品
の
収
蔵
庫

「
森
の
回
廊
」で
１
０
０
年
前
の

半
泥
子
に
会
う

多
彩
な
作
品
が
魅
了
す
る
、

第
２
展
示
室

歿
後
60
年
、今
も
息
づ
く

半
泥
子
の
世
界

あ



文
庫
」（
内
部
非
公
開
）で
す
。
半
泥
子
が
誕
生

し
た
の
は
、明
治
11（
１
８
７
８
）年
で
す
が
、

翌
年
に
祖
父
の
石
水
と
父
の
久
太
夫
政
豊
を

相
次
い
で
亡
く
し
ま
す
。
幼
く
し
て
16
代
久
太

夫
政
令
を
襲
名
し
た
半
泥
子
は
、祖
母
の
政
に

よ
っ
て
厳
し
く
も
慈
し
み
深
く
育
て
ら
れ
、高

い
教
養
を
身
に
着
け
ま
し
た
。
ま
た
、代
々
の

　
「
石
水
博
物
館
」内
か
ら
、ガ
ラ
ス
窓
越
し
に

林
立
す
る
木
々
を
眺
め
て
い
る
と
、中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
塔
を
彷
彿
と
さ
せ
る
建
物
に
気
付

く
で
し
ょ
う
。
国
登
録
有
形
文
化
財
の「
千
歳

先
祖
が
蒐
集
し
た
古
典
籍
２
万
冊
や
、多
く
の

美
術
品
に
囲
ま
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し
た
が
、同
文
庫

は
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来
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収
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に
半
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９
３
０
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つ

へ
ん

ぐ
あ
ん

が
く

せ
ん

わ
け

け
ん
さ
ん

ほ
んけ

ん

ど

ろ
く

ざ
ん
ま
い

ろ

へい

ざ
ん

こ
う
え
つ

あ

み

ま
ち

べ

か
く
が
ま

が

こ

よ
く
ぶ
く
ろ

ち
ゃ

こ
う

あ
と

あ
け
ぼ
の

※

※

※

※

　
ま
た
、書
画

も
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
で
い

ま
す
。
た
と

え
ば
、餅
を
搗

く
兎
の
玩
具

を
淡
い
色
彩

で
描
い
た「
兎

玩
具
図
」は
軽

い
タ
ッ
チ
で

愛
ら
し
く
、墨

書「
愚
庵
」は

ど
っ
し
り
と

し
た
力
強
さ

を
感
じ
さ
せ

ま
す
。「
愚
庵
」と
は
、半
泥
子
が「
志
摩
観
光

ホ
テ
ル
」（
志
摩
市
）内
の
茶
室
に
付
け
た
名
で
、

こ
の
墨
書
は
同
茶
室
に
掛
か
る
扁
額
の
下
書

き
か
習
作
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ホ
テ
ル
の
所

在
地〝
賢
島
〞に
対
し
て〝
愚
庵
〞と
し
た
と
こ

ろ
に
、半
泥
子
ら
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
な
お
、

「
愚
庵
」が
掛
け
ら
れ
て
い
る
茶
席「
山
里
」（
復

元
模
型
）は
、
昭
和
14（
１
９
３
９
）年
に
半
泥

子
が
設
計
し
て
千
歳
山
に
建
て
た
茶
席
で
、戦

後
に「
廣
永
陶
苑
」（
現「
仙
鶴
窯
」）敷
地
内
に

移
築
さ
れ
ま
し
た
。

　
半
泥
子
が
大
正

４（
１
９
１
５
）年

に
分
部
町
か
ら
移

り
住
ん
だ
千
歳
山

は
、江
戸
時
代
後

期
に
津
藩
に
よ
っ

て
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
、文
人
た

ち
が
来
遊
す
る
名
勝
地
で
し
た
。
明
治
以
降

は
荒
廃
し
て
い
ま
し
た
が
、半
泥
子
が
邸
宅
を

構
え
る
と
、再
び
文
化
人
た
ち
が
訪
れ
る
よ
う

に
な
り
、千
歳
山
は
津
の
文
化
の
中
心
地
と
な

り
ま
し
た
。
や
が
て
、本
格
的
に
作
陶
を
始
め

た
半
泥
子
は
、納
得
す
る
作
品
が
で
き
る
ま
で

全
国
各
地
を
巡
り
、研
鑽
を
積
み
ま
し
た
。
土

を
探
す
こ
と
か
ら
、築
い
た
窯
で
焼
く
こ
と
ま

で
の
全
工
程
を
自
分
で
行
っ
た
の
で
す
。ま
た
、

桃
山
時
代（
16
世
紀
後
半
〜
17
世
紀
は
じ
め
）の

陶
芸
や
朝
鮮
陶
磁
に
魅
せ
ら
れ
、本
阿
弥
光
悦

（
１
５
５
８
〜
１
６
３
７
）や
尾
形
乾
山（
１
６

６
３
〜
１
７
４
３
）に
傾
倒
。
窯
跡
の
発
掘
調

査
を
行
う
な
ど
の
研
究
を
続
け
ま
し
た
。
そ

の
探
求
心
と
行
動
力
は
驚
く
ば
か
り
で
す
。

　

戦
後
に
な
る
と
、

長
谷
山
麓
の「
廣
永

陶
苑
」に
窯
を
移
し
、

坪
島 

圡
平（
１
９
２

９
〜
２
０
１
３
）を

は
じ
め
と
す
る
若
き

弟
子
た
ち
と
と
も
に
、

轆
轤
三
昧
の
日
々
を

過
ご
し
ま
す
。そ
の
生
涯
に
幕
を
閉
じ
た
の
は
、

昭
和
38（
１
９
６
３
）年
の
こ
と
で
し
た
。

　
本
年
は
、半
泥
子
歿
後
60
年
と
い
う
節
目
の

年
。 

４
月
以
降
も「
石
水
博
物
館
」を
訪
ね
れ

ば
、企
画
展
や
特
別
展
な
ど
で
、新
た
な
作
品

に
出
会
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、周
囲
一
帯
は

公
園
と
し
て
の
整
備
計
画
も
津
市
に
よ
り
継

続
中
で
す
。
い
つ
の
日
か
ま
た
、千
歳
山
は
人

人
が
集
う
憩
い
の
場
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

祖母・政と。　明治18（１８８５）年9月17日
(中央左が川喜田政、中央右が半泥子) 

紙本墨画淡彩「虎図」
寅年生まれの半泥子は、
虎の画を好んで描いた。

粉引茶碗　銘「雪の曙」
豪快さと繊細さを併せ持ち、半泥子作品の中でも
人気が高い一碗。

織部黒茶碗　銘「暗香」
漆黒の肌に表現された梅花が鮮やかな作品。
川喜田家の家紋は梅鉢紋で、
梅は祖母の政が好きだった花でもある。

高麗手茶碗　銘「雅茶子」
戦後の「上野動物園」で人気を博していた象のガチャ
（日本名は花子）にちなんで命銘したといわれる。

つぶれ壺　銘「ふくら雀」
焼成中に潰れて裂けてしまった壺だが、半泥子は
竹の筒を添えて花入れとして愛用していた。

伊賀水指　銘「慾袋」　
国重要文化財の古伊賀水指　銘「破袋（やぶれぶくろ）」
を模して、昭和15（１９4０）年に制作した３点のうちの１点。廣永窯で窯焚きをする半泥子

「洋行スケッチ帖」から　上段「ホノルル港に停泊する船」
下段「ロシアの船の中のダンサー」

千歳山の泥仏堂にて轆轤を引く
半泥子「千歳文庫」外観「森の回廊」

イタリアのローマで撮影された写真
（左から２番目が壮太郎、３番目が半泥子）

第２展示室
紙本墨画淡彩「兎玩具図」紙本墨書「愚庵」

千歳山にあった洋風建築の
自邸「千歳山荘」

川
喜
田
家
伝
来
品
の
収
蔵
庫

「
森
の
回
廊
」で
１
０
０
年
前
の

半
泥
子
に
会
う

多
彩
な
作
品
が
魅
了
す
る
、

第
２
展
示
室

歿
後
60
年
、今
も
息
づ
く

半
泥
子
の
世
界

あ




