
－ 52 －

25

出
典
　「
寛
か
ら
晶
子
へ
」
は
、『
与
謝
野
寛
短
歌
全
集
』
昭
和
８

（
１
９
３
３
）
年
２
月
の
「
自
序
」
の
一
節

　
　
　「
晶
子
か
ら
寛
へ
」
は
、「
横
浜
貿
易
新
報
」
昭
和
８
年
３
月
26

日
の
「
鏡
影
録
」
よ
り

　
寛
か
ら
晶
子
へ

　
か
く
師
友
の
大
恩
に
感
謝
を
捧
ぐ
る
と

共
に
、
寛
は
ま
た
妻
晶
子
に
対
し
て
も
深

大
の
感
謝
を
表
せ
ず
し
て
止
む
能
は
ず
。

あ
あ
晶
子
よ
、
君
こ
そ
は
現
代
の
極
東
に

於
け
る
天
成
の
叙
情
詩
人
な
れ
。（
中
略
）

寛
は
君
の
歌
に
触
れ
て
開
眼
せ
ら
れ
、
君

の
創
作
の
神
興
に
由
つ
て
激
励
せ
ら
れ
し

こ
と
無
量
な
り
。

.................................................

与
謝
野
晶
子 

寛
文
学
碑

　
晶
子
か
ら
寛
へ

　
良
人
の
実
力
は
そ
の
一
部
す
ら
も
世
間

に
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

そ
の
短
歌
の
業
績
だ
け
を
云
つ
て
も
、
明

治
以
来
は
勿
論
、
平
安
中
期
こ
の
か
た
、

良
人
だ
け
の
豊
富
な
独
創
を
示
し
た
歌
人

は
一
人
も
無
い
と
私
は
確
信
し
て
ゐ
る
。

日
本
の
歌
を
ほ
ん
と
う

0

0

0

0

に
一
新
し
て
、
世

界
の
詩
の
領
域
に
ま
で
引
上
げ
た
の
は
此

人
で
あ
る
。
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文
学
碑
の
台
座
に
あ
る
「
副
碑
」
の
解
説
の
と
お
り
、

こ
の
碑
文
は
と
も
に
寛
の
誕
生
満
六
十
歳
に
あ
た
る
昭

和
八
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
寛
の
言
葉
に
は
、

詩
人
と
し
て
今
日
あ
る
の
は
、
ひ
と
え
に
晶
子
の
詩
歌

に
よ
っ
て
開
眼
し
、
激
励
さ
れ
た
と
い
う
深
い
感
謝
の

思
い
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
晶
子
の
言
葉
に
は
、

三
十
有
余
年
、
常
に
書
斎
を
と
も
に
し
、
夫
寛
の
批
評

と
助
言
な
く
し
て
は
自
己
の
創
作
は
あ
り
え
ず
、
誰
よ

り
も
夫
が
詩
人
と
し
て
の
天
分
を
持
ち
、
す
ぐ
れ
た
功

績
を
築
い
た
か
を
後
世
に
伝
え
て
お
き
た
い
と
い
う
信

念
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
書
見
台
に
見
立
て
ら
れ
た
文
学
碑
は
、
晶
子
と
寛
の

ふ
た
り
が
書
斎
を
と
も
に
し
た
文
学
的
同
志
で
あ
る
こ

と
を
象
徴
し
、
そ
の
書
見
台
に
置
か
れ
た
書
物
の
見
開

き
に
刻
ま
れ
た
言
葉
に
は
、
た
が
い
に
そ
の
詩
人
と
し

て
の
文
学
的
資
質
を
認
め
、
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
合
っ

て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

　「
さ
か
い
利
晶
の
杜
」
に
開
設
し
た
「
与
謝
野
晶

子
記
念
館
」
の
開
館
記
念
と
し
て
、
晶
子
顕
彰
に
取

り
組
ん
で
き
た
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
が
、
平
成
27

（
２
０
１
５
）
年
３
月
15
日
に
建
立
し
、
堺
市
に
寄
贈

し
た
。

・所 在 地 さかい利晶の杜 内 与謝野晶子記念館
 （堺区宿院町西 2 丁１－１）
・建　　立 平成 27 年３月 15 日　与謝野晶子倶楽部
・連 絡 先 堺市文化課　072-228-7143


