
芦屋釜の里芦屋釜の里
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先
人
の
高
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を
目
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高
み
を
目
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茶
の
湯
釜
の
名
品
と
し
て
古

く
か
ら
知
ら
れ
る
芦
屋
釜
。
江

戸
時
代
初
期
頃
に
製
作
が
途
絶

え
て
以
後
も
、
茶
の
湯
の
世
界

で
非
常
に
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。

　

芦
屋
町
で
は
、
平
成
元
年
の

「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
を
契
機

と
し
て
芦
屋
釜
を
復
興
す
る
こ

と
が
決
ま
り
、
平
成
７
年
５
月

１
日
、
芦
屋
釜
の
里
を
開
園
し

ま
し
た
。

　

本
年
度
は
、
芦
屋
釜
の
里
の
開

園
か
ら
25
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ

れ
ま
で
、
全
国
に
残
る
芦
屋
釜
を

調
査
・
研
究
し
、
そ
の
技
術
復
元

を
図
る
と
と
も
に
、
鋳い

も

じ

物
師
の
養

成
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
ま

た
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
豊
か
な
文

化
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
茶
会
や
コ
ン
サ
ー
ト
、
町
内

の
保
育
所
（
園
）、
幼
稚
園
、
認

定
こ
ど
も
園
、
小
中
学
校
の
体
験

茶
会
な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
芦
屋
町
の
宝
で
あ

る
芦
屋
釜
の
素
晴
ら
し
さ
を
も

う
一
度
知
っ
て
も
ら
う
と
と
も

に
、
芦
屋
釜
の
里
の
25
年
の
歩

み
を
振
り
返
り
ま
す
。

よ
み
が
え
る
芦
屋
釜

１

４
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【
歴
史
】

　

芦
屋
釜
と
は
、
筑
前
国
芦
屋
津
金

屋
（
現
在
の
芦
屋
町
中
ノ
浜
付
近
）

で
、
南
北
朝
時
代
頃
か
ら
造
ら
れ
始

め
た
鉄
製
の
茶
の
湯
釜
で
す
。
室
町

時
代
に
は
京
で
人
気
を
博
し
、
室
町

幕
府
８
代
将
軍
足
利
義
政
に
も
芦
屋

釜
が
献
上
さ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
芦
屋
鋳
物
師
最
大

の
庇
護
者
で
あ
っ
た
守
護
大
名
大
内

氏
の
滅
亡
や
、
京
で
の
釜
造
り
の
隆

盛
に
よ
り
、江
戸
時
代
初
期
頃
に
は
、

そ
の
製
作
が
途
絶
え
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

【
美
し
さ
】

　

芦
屋
釜
の
最
大
の
魅
力
は
形
と
文

様
で
す
。
形
は
「
真し
ん
な
り形
」
と
よ
ば
れ
、

最
も
正
式
な
形
で
す
。具
体
的
に
は
、

口
が
繰く
り
く
ち口
（
湾
曲
し
た
口
造
り
）、

肩
は
な
だ
ら
か
で
、
胴
部
に
羽
が
め

ぐ
り
ま
す
。
羽
は
打
ち
欠
か
れ
た
も

の
も
あ
り
ま
す
。
持
ち
運
び
の
た
め

の
鐶か
ん

を
通
す
鐶か
ん
つ
き付
と
よ
ば
れ
る
部
分

に
は
、
厳
し
い
顔
の
鬼
面
が
表
さ
れ

ま
す
。

　

芦
屋
釜
の
釜
肌
は
鯰な
ま
ず
は
だ肌
と
よ
ば

れ
、
胴
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
様
が
描

か
れ
ま
す
。
鉄
の
茶
の
湯
釜
の
胴
部

に
美
し
い
文
様
を
入
れ
た
の
は
芦
屋

釜
が
初
め
て
で
し
た
。
そ
れ
が
京
で

人
気
を
博
し
た
最
大
の
理
由
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

芦
屋
釜
は
鉄
で
す
の
で
、
重
い
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
持
っ
て
み

る
と
案
外
軽
い
で
す
。
そ
の
理
由
は

薄
い
か
ら
で
す
。
お
そ
ら
く
、
使
い

勝
手
を
考
慮
し
、
軽
さ
を
求
め
た
の

で
し
ょ
う
。
古
作
の
芦
屋
釜
の
調
査

か
ら
、
胴
部
の
厚
み
は
２
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
か
ら
２
・
５
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程

度
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

鋳
物
は
土
で
で
き
た
鋳
型
の
隙
間
に

溶
け
た
鉄
を
流
し
込
ん
で
形
に
し
ま

す
が
、
そ
の
隙
間
が
２
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
程
度
と
い
う
こ
と
で
す
。
鋳
物
で

は
極
限
の
薄
さ
で
あ
り
、
そ
れ
を
可

能
に
し
た
芦
屋
鋳
物
師
の
技
量
は
非

常
に
高
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

【
評
価
】

　

室
町
時
代
に
は
京
で
一
世
を
風ふ

う
び靡

し
た
芦
屋
釜
で
し
た
が
、
製
作
が
途

絶
え
た
後
、
ど
の
よ
う
な
評
価
が
な

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
時
代

以
降
も
、
一
流
の
茶
会
に
は
芦
屋
釜

が
使
わ
れ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
東
京
の
大だ
い
し師
会
と
並
ん

で
東
西
の
双
璧
と
さ
れ
る
京
都
の
大

茶
会
「
光こ
う

悦え
つ

会
」
で
は
、
昭
和
25
年

か
ら
平
成
元
年
ま
で
、
芦
屋
釜
が
使

用
さ
れ
た
回
数
は
82
回
、
２
番
目
に

多
い
与
次
郎
（
利
休
の
釜
師
）
は
34

回
で
し
た（
小
田
達
也
、『
茶
道
雑
誌
』

平
成
22
年
２
月
）。
そ
の
人
気
の
程

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
国
指
定
重
要
文
化
財
の
茶

の
湯
釜
９
点
の
う
ち
、
８
点
を
芦
屋

釜
が
占
め
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
評

価
の
高
さ
が
分
か
り
ま
す
。

芦
屋
津
金
屋
か
ら
始
ま
っ
た
歴
史

も
う
一
度
知
り
た
い
芦
屋
釜

魅
了
さ
れ
る
芸
術
的
な
美
し
さ

最
高
難
度
の
技
術
を
持
つ
鋳
物
師

四
百
年
を
超
え
衰
え
ぬ
人
気
と
評
価

５６

７

８

写真の解説

  芦屋霰
あられじ

地真形釜 室町時代
  鋳型へのへら押し
  鋳型を組み上げる
  鉄を溶かす
  溶けた鉄を杓に受ける
  鋳込み
  鋳造後湯口を整える
  釜出し
   復元された芦屋釜（浜松図
真形釜）　樋口陽介作

  鐘の鋳込み
  芦屋釜の里で製作した鐘
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茶
の
湯
釜
の
鋳
込
み
は
、
鋳
物
師
に
と
っ
て
最

も
緊
張
す
る
特
別
な
瞬
間
で
す
。

　

鋳
物
師
た
ち
の
仕
事
は
、
普
段
は
地
味
で
す
。

土
を
ふ
る
っ
た
り
、
木
炭
を
割
っ
た
り
す
る
下
仕

事
に
始
ま
り
、
釜
の
形
や
文
様
の
構
想
を
練
っ
て
、

長
い
時
間
を
か
け
て
鋳
型
を
造
り
ま
す
。
鋳
込
み

は
数
カ
月
に
一
度
。
実
際
の
流
し
込
み
は
数
秒
。

し
か
も
、
必
ず
し
も
成
功
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
釜
に
命
を
吹
き
込
む
こ
の

瞬
間
を
、
鋳
物
師
た
ち
は
大
切
に
す
る
の
で
す
。

　

芦
屋
の
先
人
た
ち
が
生
み
出
し
た
、
美
し
さ
と

軽
さ
を
備
え
持
つ
至
高
の
茶
の
湯
釜
で
あ
る
芦
屋

釜
。
芦
屋
釜
復
興
工
房
で
は
、
こ
れ
ま
で
芦
屋
釜

の
製
作
技
術
の
解
明
を
図
り
な
が
ら
、
復
元
に
挑

ん
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
歩
み
は
、
芦
屋
釜
の
里
が
開
園
し
た
平
成
７

年
か
ら
３
年
間
、
茶
の
湯
釜
の
人
間
国
宝
、
角か
く
た
に
い
っ
け
い

谷
一
圭

さ
ん
に
お
願
い
し
、
技
術
指
導
者
と
し
て
弟
子
の
三

浦
一
孝
さ
ん
を
派
遣
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま

す
。
芦
屋
町
が
雇
用
し
た
鋳
物
師
の
遠
藤
喜
代
志
さ

ん
は
、
そ
の
技
術
を
習
得
し
、
さ
ら
に
芦
屋
釜
の
技

術
解
明
を
図
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
受
け
継
い
だ
技
術

を
確
立
し
、
次
世
代
へ
継
承
す
る
た
め
、
芦
屋
釜
の

里
で
は
16
年
間
の
期
間
を
設
け
、
鋳
物
師
を
養
成
し

て
い
ま
す
。
そ
の
養
成
期
間
を
終
え
、
平
成
25
年
度

に
は
八や
つ
木き

孝
弘
さ
ん
が
独
立
し
、
令
和
３
年
度
に
は

樋
口
陽
介
さ
ん
が
独
立
す
る
計
画
で
す
。

　

今
、
再
び
現
代
の
芦
屋
釜
が
生
み
出
さ
れ
、
新

た
な
歴
史
が
つ
む
が
れ
て
い
ま
す
。

釜
の
鋳
込
み

技
術
を
伝
え
る

最高級の茶釜を目指して

芦屋釜の里芦屋釜の里
開園25周年開園25周年

命
を
吹
き
込
む

命
を
吹
き
込
む

　

釜
の
里
が
25
周
年
を
迎
え
感
無
量
の
思
い
で

す
。
設
置
者
も
そ
こ
で
働
く
作
業
員
も
す
べ
て
が

全
く
新
し
い
体
験
で
、
そ
れ
で
い
て
茶
道
界
に
お

け
る
最
高
級
の
茶
釜
を
造
り
出
そ
う
と
い
う
わ
け

で
す
か
ら
今
考
え
る
と
ま
さ
に
「
無
謀
」
の
ひ
と

こ
と
で
し
た
。

　

角
谷
一
圭
先
生
と
西
村
強
三
先
生
が
お
ら
れ
た
お

陰
で
何
と
か
社
会
的
評
価
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
釜
自
体
は
、
い
わ

ば
鉄
の
鋳
造
品
で
す
の
で
何
度
も
試
行
錯
誤
を
重

ね
て
い
け
ば
徐
々
に
完
成
度
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
芦
屋
釜
は
特
に
胴
に
描
か
れ
た
文

様
に
深
い
情
緒
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
我
が

物
に
す
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
の
後
に
八
木
孝
弘
と
樋
口
陽
介
と
い
う
若
者

が
、
私
以
上
の
熱
意
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
課
題
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
厳
し
く
も
温
か
い
目
で
彼

ら
を
見
守
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

芦
屋
釜
復
興
工
房
に
関
わ
る

皆
さ
ん
か
ら
の
ひ
と
こ
と

元芦屋釜の里工房指導者
遠藤喜代志さん（写真左）

　 ※写真右は角谷一圭さん
工房在職期間
平成７年度～平成 16 年度
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技術を次の世代へ
　

偶
然
芦
屋
釜
の
里
を
訪
れ
た
こ
と
が
縁
で
、
平

成
９
年
よ
り
芦
屋
釜
復
興
工
房
で
修
業
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
基
礎
的
な
技
術
を
習
得
し
、
平

成
16
年
頃
か
ら
重
要
文
化
財
の
芦
屋
釜
復
元
に
取

り
組
み
始
め
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
が
最
も
大
変
で

し
た
。
釜
の
薄
さ
や
和わ

ず
く銑
（
砂
鉄
か
ら
取
り
出
し

た
鉄
）
に
苦
戦
し
、な
か
な
か
鋳
造
が
成
功
せ
ず
、

先
人
の
技
量
の
高
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
。
よ
う
や

く
形
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
失
敗
で
き
る
環

境
の
あ
り
が
た
さ
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

偉
大
な
功
績
を
残
し
た
先
人
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
こ
の
町
で
妥
協
の
な
い

鋳
物
製
品
を
造
り
続
け
、
そ
の
技
術
を
次
の
世
代

へ
つ
な
ぐ
、
こ
れ
が
芦
屋
町
へ
の
恩
返
し
に
な
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

芦屋釜の里工房指導者

八
や つ き

木 孝弘さん
工房在職期間
平成９年度～平成 24 年度

※�

角
谷
一
圭
…
国
指
定
重
要
無
形
文
化
財
「
茶
の

湯
釜
」
保
持
者
（
人
間
国
宝
）。

※�

西
村
強
三
…
元
芦
屋
釜
の
里
研
究
員
。
元
九
州
歴

史
資
料
館
学
芸
一
課
長
。
金
工
の
美
術
品
に
精
通
。

  鋳込み　八木孝弘（左）、樋口陽介（右）

広報あしや　2020.5.1⑤



芦屋釜の里芦屋釜の里
開園25周年開園25周年

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と

近
年
の
出
来
事

芦屋町の名を全国に
　

私
は
平
成
17
年
に
工
房
に
入
り
ま
し
た
が
、
釜

造
り
だ
け
で
な
く
、
響ひ

び
き
あ
い愛
の
鐘
や
芦
屋
橋
の
レ
リ

ー
フ
製
作
な
ど
に
も
関
わ
り
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま

な
技
術
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
大
切
な

経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

近
年
は
県
内
外
か
ら
茶
人
や
観
光
客
が
訪
れ
た

り
、
国
内
外
か
ら
鋳
造
関
係
の
研
究
者
も
来
ら
れ

た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
芦
屋
釜
を
生
ん

だ
芦
屋
町
は
、鋳
物
の
聖
地
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

芦
屋
釜
の
里
が
少
し
ず
つ
知
ら
れ
て
き
て
い
る
こ

と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
令
和
３
年
４
月
、
16
年
間
の
養
成
期
間
を
終

え
て
独
立
し
ま
す
。
日
本
全
国
に
再
び
芦
屋
の
名
が

と
ど
ろ
く
よ
う
、
ま
い
進
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

本
年
４
月
か
ら
芦
屋
釜
復
興
工
房
で
修
業
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
出
身
は
石
川
県
金
沢
市
で
、

富
山
大
学
で
鋳
金
を
学
び
ま
し
た
。
学
生
時
代
に

一
度
芦
屋
釜
の
里
を
訪
れ
、
工
房
の
方
の
話
を
聞
く

機
会
が
あ
り
、
そ
れ
が
縁
で
採
用
試
験
を
受
け
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
芦
屋
釜
の
里
は
釜
造
り
だ

け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
鋳
造
実
験
も
あ
り
、
学

ぶ
こ
と
が
多
く
楽
し
み
で
す
。

　

故
郷
を
離
れ
芦
屋
町
に
住
ん
で
み
て
、
川
沿
い

の
町
並
み
が
す
て
き
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
気
候
も

温
暖
で
、
と
て
も
住
み
や
す
い
町
だ
と
思
い
ま
す
。

芦
屋
の
風
土
を
感
じ
な
が
ら
、
と
に
か
く
精
一
杯
、

鋳
物
の
技
術
習
得
を
頑
張
り
ま
す
。

鋳物師養成員
樋口 陽介さん

工房在職期間
平成 17 年度から

工房業務従事者
堀内 快

か い

さん
工房在職期間
令和２年度から

抹茶点て体験

　

芦
屋
釜
の
里
が
開
園
し
て
四

半
世
紀
。
町
民
の
皆
さ
ん
や
芦

屋
町
茶
道
協
会
、
そ
の
ほ
か
多

く
の
人
の
協
力
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
茶
会
や
講
座
、
町
内
の
保

育
所
（
園
）、
幼
稚
園
、
認
定
こ

ど
も
園
、
小
中
学
校
の
体
験
茶

会
、
鋳
物
体
験
な
ど
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
開
園
当
初
に
体
験

茶
会
に
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち

が
大
人
に
な
り
、
そ
の
子
ど
も

た
ち
が
ま
た
体
験
茶
会
に
参
加

す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
、
芦
屋
釜
や
茶

道
、
鋳
物
が
地
域
の
特
色
の

一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
文
化
が
町
の
魅
力
に 平成 7 年　開園当時の庭園平成 7 年　開園当時の庭園

子ども茶会

さくらコンサート

芦屋室町茶会

おもてなし講座

開園 20 周年記念芦屋町民茶会 夏休み鋳物体験

夏休み茶道寺子屋

茶花講座　
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平成 25 年　裏千家へ釜寄贈　宗家の伊住禮次
朗さん（左）、波多野町長（中）、八木孝弘さん（右）

　

私
は
平
成
17
年
に
工
房
に
入
り
ま
し
た
が
、
釜

造
り
だ
け
で
な
く
、
響ひ

び
き
あ
い愛
の
鐘
や
芦
屋
橋
の
レ
リ

ー
フ
製
作
な
ど
に
も
関
わ
り
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま

な
技
術
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
大
切
な

経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

近
年
は
県
内
外
か
ら
茶
人
や
観
光
客
が
訪
れ
た

り
、
国
内
外
か
ら
鋳
造
関
係
の
研
究
者
も
来
ら
れ

た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
芦
屋
釜
を
生
ん

だ
芦
屋
町
は
、鋳
物
の
聖
地
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

芦
屋
釜
の
里
が
少
し
ず
つ
知
ら
れ
て
き
て
い
る
こ

と
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
令
和
３
年
４
月
、
16
年
間
の
養
成
期
間
を
終

え
て
独
立
し
ま
す
。
日
本
全
国
に
再
び
芦
屋
の
名
が

と
ど
ろ
く
よ
う
、
ま
い
進
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

本
年
４
月
か
ら
芦
屋
釜
復
興
工
房
で
修
業
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
出
身
は
石
川
県
金
沢
市
で
、

富
山
大
学
で
鋳
金
を
学
び
ま
し
た
。
学
生
時
代
に

一
度
芦
屋
釜
の
里
を
訪
れ
、
工
房
の
方
の
話
を
聞
く

機
会
が
あ
り
、
そ
れ
が
縁
で
採
用
試
験
を
受
け
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
芦
屋
釜
の
里
は
釜
造
り
だ

け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
鋳
造
実
験
も
あ
り
、
学

ぶ
こ
と
が
多
く
楽
し
み
で
す
。

　

故
郷
を
離
れ
芦
屋
町
に
住
ん
で
み
て
、
川
沿
い

の
町
並
み
が
す
て
き
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
気
候
も

温
暖
で
、
と
て
も
住
み
や
す
い
町
だ
と
思
い
ま
す
。

芦
屋
の
風
土
を
感
じ
な
が
ら
、
と
に
か
く
精
一
杯
、

鋳
物
の
技
術
習
得
を
頑
張
り
ま
す
。

故郷を離れ芦屋町へ

　

芦
屋
釜
の
里
で
は
、
芦
屋

釜
復
興
の
さ
ら
な
る
推
進
を

図
る
た
め
、
鋳
物
師
の
独
立

支
援
や
養
成
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、
町
の
皆
さ
ん
の
身

近
な
場
所
と
し
て
豊
か
な
文

化
に
ふ
れ
る
機
会
を
提
供
で

き
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
茶
会
、

講
座
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
取

り
組
み
を
行
い
ま
す
。

　

芦
屋
釜
が
皆
さ
ん
に
と
っ

て
、
地
域
を
誇
り
に
思
う
シ

ン
ボ
ル
と
な
り
、
そ
れ
を
次

世
代
へ
つ
な
げ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
次
な
る
歩
み
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

令
和
時
代
も
歩
み
続
け
る

芦屋釜の里
開園25周年記念イベント

芦屋釜の里開園 25 周年記念特別展
茶の湯釜の美
～住友コレクションの名品と復興芦屋釜～
　住友家の茶の湯釜コレクションの名品と復興芦屋釜
を特別展示。春季と秋季に分けて公開します。多くが
九州初公開の作品です。

▽会期
【春季展示】５月 19日火～６月 21日日
【秋季前期】９月 15日火～ 10月 25日日
【秋季後期】10 月 27 日火～ 12月 6日日
※会期は都合により変更になることがあります。

▽  問い合わせ　芦屋釜振興係（☎２２３局５８８１）

令和２年　現在の庭園令和２年　現在の庭園

平成 27 年　表千家へ釜寄贈
而妙斎御家元宗匠（左）

令和元年　表千家同門会全国大会 

平成 30 年　悠久のシルクロード大
新茶祭　アジア４カ国の伝統茶披露

令和元年　泉屋博古館・台湾中
央研究院と研究協定を締結

平成 26 年　表千家家元一行来園　猶有斎宗匠
（左）、而妙斎御家元宗匠（右）と波多野町長（中）

平成 30 年　中華人民共和国・程永華駐日大使来園

※肩書はすべて当時
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