
（1）　2014 年（平成26年）7月13日（日） VOL.23三斎流九曜会だより

発　　行

三斎流九曜会
会長　小林祥泰

事務局　出雲市今市町53

中
宮
寺
本
堂
に
於
て

宗
浦
家
元
様
御
献
茶
ご
奉
仕

宗
浦
家
元
様
御
献
茶
ご
奉
仕

旧
斑
鳩
御
所

旧斑鳩御所
中宮寺本堂



　

中
宮
寺
山
吹
茶
会
は
平
成
十
八
年
四

月
宗
育
家
元
様
の
御
献
茶
以
来
八
年
振

り
に
担
当
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。宗
浦
家
元
様
道
統
継
承
後
初
め

て
の
御
献
茶
ご
奉
仕
と
な
ら
れ
、宗
瑞

宗
匠
の
思
い
出
も
交
錯
す
る
感
慨
深
い

茶
会
と
な
り
ま
し
た
。濃
茶
席
担
当
は

直
門
、薄
茶
席
担
当
は
翠
尚
会
が
担
当

い
た
し
ま
し
た
。前
日
の
準
備
に
も
、尚

子
先
生
の
テ
キ
パ
キ
と
し
た
指
示
に
翠

尚
会
の
方
々
は
勿
論
、直
門
の
私
達
も

素
早
く
対
応
し
合
同
夕
食
パ
ー
テ
ィ
に

も
ど
う
に
か
間
に
合
い
、明
日
の
本
番

に
向
け
て
一
致
団
結
、前
日
、当
日
と
も

に
有
意
義
に
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
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東
洋
美
術
に
お
け
る
「
考
え
る
像
」
と
し
て
有
名
な
思
惟

半
跏
の
こ
の
像
は
、
飛
鳥
彫
刻
の
最
高
傑
作
で
あ
る
と
同
時

に
、
わ
が
国
美
術
史
上
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
作
品
で
あ

り
ま
す
。
国
際
美
術
史
学
者
間
で
は
、
こ
の
像
の
お
顔
の
優

し
さ
を
数
少
な
い
「
古
典
的
微
笑
（
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
ス
マ
イ

ル
）
」
の
典
型
と
し
て
高
く
評
価
し
、
エ
ジ
プ
ト
の
ス
フ
ィ

ン
ク
ス
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
作
の
モ
ナ
リ
ザ
と

並
ん
で
「
世
界
の
三
つ
の
微
笑
像
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
ま

す
。
半
跏
の
姿
勢
で
左
の
足
を
垂
れ
、
右
の
足
を
左
膝
の
上

に
置
き
、
右
手
を
曲
げ
て
、
そ
の
指
先
を
ほ
の
か
に
頬
に
触

れ
る
優
美
な
造
形
は
、
人
間
の
救
い
を
い
か
に
せ
ん
と
思
惟

さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
清
純
な
気
品
を
た
た
え
て
い
ま
す
。

斑
鳩
の
里
に
千
三
百
余
年
の
法
燈
を
継
ぐ
当
寺
の
こ
の
像

は
、
御
本
尊

と
し
て
永
遠

に
吾
等
を
見

守
っ
て
下
さ

る
で
し
ょ

う
。 本

尊
菩
薩
半
跏
像

（
如
意
輪
観
世
音
菩
薩
）﹇
国
宝
﹈

　

高
松
宮
妃
殿
下
の
御
発
願
に
よ
り
吉
田
五
十
八
先
生

が
設
計
さ
れ
、昭
和
四
十
三
年
五
月
落
慶
の
御
堂
で
あ
り

ま
す
。当
寺
は
伏
見
宮
様
よ
り
女
王
様
御
二
方
と
御
西
天

皇
内
親
王
様
御
一
方
を
始
め
、有
栖
川
宮
よ
り
皇
女
御
三

方
が
門
跡
と
し
て
法
燈
を
お
守
り
戴
い
て
お
り
ま
す
。又

高
松
宮
は
有
栖
川
宮
祭
祀
を
お
継
承
に
な
り
、殊
に
高
松

宮
妃
殿
下
の
御
母
君
は
有
栖
川
宮
の
最
後
の
皇
女
で
あ

ら
せ
ら
れ
ま
す
。こ
の
よ
う
な
高
松
宮
と
当
寺
と
の
浅
か

ら
ぬ
御
因
縁
か
ら
高
松
宮
妃
殿
下
は
、寺
に
万
一
の
事
が

あ
っ
た
ら
と
御
心
痛
遊
ば
さ
れ
、耐
震
耐
火
の
御
堂
の
建

立
を
念
願
さ
れ
こ
の
本
堂
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。以

前
の
本
堂
は
西
向
き
で
し
た
が
、上
代
寺
院
の
規
則
に
従

い
南
面
に
し
、而
も
本
堂
と
鞘
堂
と
池
と
を
組
み
合
わ

せ
、門
跡
寺
院
ら
し
い
優
雅
さ
、尼
寺
ら
し
い
つ
つ
ま
し

や
か
さ
に
昭
和
の
新
味
を
兼
ね
備
え
た
御
堂
に
な
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。桝
組
、蟇
股
等
の
組
物
を
一
切
使
わ
な

い
簡
素
な
つ
く
り
の
中
に
、高
い
格
調
を
狙
っ
た
こ
と
が

特
徴
で
あ
り
、又
池
の
廻
り
に
黄
金
色
の
八
重
一
重
の
山

吹
を
植
え
、周

囲
に
四
季
折
々

の
花
木
を
配

し
、斑
鳩
の
里

に
ふ
さ
わ
し
い

女
性
の
寺
院
と

し
て
の
雰
囲
気

に
し
て
戴
い
て

お
り
ま
す
。

中
宮
寺
本
堂

■　

日　

時
：
平
成
二
十
六
年
四
月
十
三
日
㈰

■　

濃
茶
席
：
観
翠
庵
直
門

■　

薄
茶
席
：
翠
尚
会（
梅
村
尚
子
先
生
）

奈
良
中
宮
寺
山
吹
茶
会

献
茶
式　
於 

本
堂　
家
元 

森
山
宗
浦

宗浦家元と中宮寺御門跡様 薄茶席にて

薄茶席　翠尚会（梅村尚子先生）担当 濃茶席担当の直門一同

濃茶席　御門跡様・家元様他

た
。様
々
な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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濃茶席担当　下垣・山田社中の皆さん

5日・6日 2日間席担当の
辰村社中の皆さん

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
一
日
㈰

ホ
テ
ル
武
志
山
荘

　

平
成
二
十
五
年
度
総
会
が
会
員
一
〇

二
人
の
出
席
の
下
盛
大
に
開
催
さ
れ

た
。会
長
様
、宗
浦
家
元
様
の
ご
挨
拶
に

続
き
二
十
五
年
度
の
事
業
及
び
決
算
報

告
、二
十
六
年
度
の
事
業
計
画
、予
算
案

の
審
議
が
承
認
可
決
さ
れ
た
。

　

二
階
山
茶
花
の
間
で
薄
茶
席
を
直
門

が
担
当
し
た
。

　

午
後
は
京
都
建
仁
寺
管
長
小
堀
泰
厳

老
大
師
の
講
演「
栄
西
禅
師
八
百
年
遠

忌
に
よ
せ
て
〜
茶
祖
と
し
て
の
栄
西
禅

師
」の
お
話
し
に
、全
員
が
興
味
深
く
熱

心
に
聞
き
入
り
、一
時
間
半
が
あ
っ
と

い
う
間
に
過
ぎ
ま
し
た
。講
演
内
容
に

つ
い
て
は
後
日
講
演
特
集
号
を
発
行
す

る
予
定
。

○
九
曜
会
総
会

九
曜
会
事
業
報
告

 〈
平
成
二
十
五
年
七
月
〜
二
十
六
年
六
月
〉

平
成
二
十
五
年
九
月
十
六
日
㈰

 

献
茶
式 　

午
前
十
時
よ
り 

於
・
本
殿

【
濃
茶
席
】

北
島
国
造
家　

奥
書
院

来
客
者
数　

一
四
一
名

　

昨
年
の
古
事
記
一
三
〇
〇
年
の
奉
祝

行
事
に
続
き
、
本
年
は
出
雲
大
社
の
大

遷
宮
の
お
め
で
た
い
時
期
に
亀
山
茶
会

を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と

に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

お
床
も
北
島
国
造
家
か
ら
「
御
神

号
」
を
お
出
し
い
た
だ
き
改
め
て
慶
事

を
享
受
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

昭
和
六
十
一
年
宗
瑞
宗
匠
が
お
献
茶

を
さ
れ
、
わ
が
師
匠
の
大
野
春
栄
先
生

が
拝
復
席
の
濃
茶
席
を
担
当
さ
れ
社
中

が
ご
奉
仕
し
た
こ
と
が
懐
か
し
く
思
い

出
さ
れ
ま
す
。

　

遷
宮
は
全
て
が
蘇
る
こ
と
と
聞
き
ま

す
。
私
ど
も
も
ま
た
一
歩
か
ら
精
進
し

た
い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

担
当　

下
垣
社
中
・
山
本
社
中

○
出
雲
大
社
亀
山
茶
会

【
薄
茶
席
】

北
島
国
造
館　

亀
山
会
館

参
加
者
数　

一
九
三
名

担
当　

直
門

宗浦家元の御献茶

平
成
二
十
五
年
十
月
五
日
・
六
日

松
江
城
山
公
園

　

第
三
十
回
松
江
城
大
茶
会
が
十
月

五
・
六
日
に
十
一
流
派
合
同
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

昨
年
に
続
き
、
松
江
城
城
山
公
園
や

松
江
歴
史
館
の
他
に
赤
山
茶
道
会
館
も

会
場
と
な
り
又
、
広
島
県
尾
道
市
の
速

水
流
光
明
寺
陣
幕
会
の
参
加
も
あ
り
賑

や
か
な
茶
会
と
な
り
ま
し
た
。

五
日　

十
三
席　

来
客
者
数　

四
四
九
名

六
日　

十
三
席　

来
客
者
数　

五
七
〇
名

　

五
日
は
朝
か
ら
雨
と
な
り
客
足
も
少

な
か
っ
た
。

　

六
日
は
晴
れ
た
が
、
風
が
強
く
茶

筅
、
茶
杓
が
飛
ぶ
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
あ
り

ま
し
た
。

　

松
江
城
大
茶
会
も
三
十
回
目
で
あ

り
、
今
年
は
一
か
月
間
と
長
い
の
で
客

足
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
！

担
当　

辰
村
社
中

○
松
江
城
大
茶
会

○
松
江
城
大
茶
会

第
三
十
回
記
念
お
も
て
な
し
茶
席

薄茶席全景　とてもスッキリとした設え

平
成
二
十
五
年
十
月
十
二
日
・
十
三
日
・
十
四
日

松
江
歴
史
資
料
館

十
二
日　

来
客
者
数　
　

八
〇
名

十
三
日　

来
客
者
数　

一
一
〇
名

十
四
日　

来
客
者
数　

一
二
八
名

　

松
江
城
大
茶
会
の
賑
わ
い
も
さ
め
や

ら
ん
今
日
、
お
も
て
な
し
茶
会
の
話
を

頂
き
準
備
を
し
て
参
り
ま
し
た
。
初
日

と
三
日
目
を
、
前
庭
に
呈
茶
席
を
設
営

し
、
二
日
目
は
、
辰
村
社
中
が
お
点
前

を
さ
れ
、
お
客
様
も
県
内
は
勿
論
、
北

海
道
、
東
京
又
、
外
国
の
方
な
ど
多
く

の
方
が
入
館
さ
れ
ま
し
た
。
お
菓
子
も

歴
史
館
の
名
工
自
信
作
と
あ
っ
て
、
間

に
合
わ
な
い
盛
況
ぶ
り
で
し
た
。
経
験

の
浅
い
私
共
で
す
が
、
楽
し
い
茶
会
で

し
た
。
こ
れ
を

機
に
一
段
、
一

段
、
精
進
し
て

い
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

担
当　

辰
村
・

米
子
・安
来
社
中

亀山会館　北島国造様・家元・来賓の方々

最後にしじみちゃんとハイ、ポーズ
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平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
㈮

建
仁
寺
正
伝
永
源
院

薄
茶
席　

直
門
・
翠
尚
会　

来
客
者
数　

五
五
七
名

　

当
日
は
全
国
か
ら
沢
山
の
ご
来
客
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
か
つ
て
経
験
し
た
事

の
な
い
大
雨
は
一
日
中
降
り
続
き
、
忘

れ
得
ぬ
茶
会
と
な
り
ま
し
た
。

第
一
日
（
十
月
二
十
五
日
）

一
、
本
坊  

方
丈  

建
仁
寺  

四
頭
茶
席

二
、
霊
洞
院  

藤
田
美
術
館  

濃
茶
席

三
、
西
来
院  

木
津  

宗
詮  

薄
茶
席

四
、
久
昌
院  

堀
内
長
生
庵  

薄
茶
席

五
、
両
足
院  

表
千
家
大
中
会  

薄
茶
席

六
、
正
伝
永
源
院  

三
斎
流  

薄
茶
席

七
、
禅
居
庵  

点 

心 

席

平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
日
㈰

平
田
本
陣
記
念
館

客
総
数　

二
三
八
名

 

供
茶
式 　

午
前
十
時
よ
り

　

当
日
は
生
憎
の
雨
天
で
あ
っ
た
が
、

三
斎
流
宗
浦
家
元
様
の
献
茶
に
続
き
、

般
若
寺
の
住
職
に
よ
る
読
経
法
要
が
厳

修
さ
れ
ま
し
た
。
雨
天
の
中
お
参
り
の

お
客
様
に
一
服
の
お
茶
を
差
し
上
げ
ま

し
た
。
雨
に
洗
わ
れ
た
庭
園
に
は
「
満

天
星
つ
つ
じ
」
が
一
際
光
っ
て
い
ま
し

た
。
今
回
で
お
茶
会
が
終
了
す
る
と
の

こ
と
で
毎
年
お
い
で
の
お
客
様
は
淋
し

く
な
る
と
名
残
を
惜
し
ん
で
お
ら
れ
ま

し
た
。
雨
天
に
加
え
、
他
の
行
事
が
多

く
お
客
様
は
例
年
よ
り
少
な
か
っ
た
が
、

そ
の
分
お
茶
席
の
雰
囲
気
を
十
分
味

わ
っ
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
し
た
。

最
終
回
の
お
茶
席
を
担
当
さ
せ
て
い
た

だ
き
社
中
一
同
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま

す
。

担
当　

山
崎
社
中

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
六
日
㈯

一
畑
寺　

本
坊
書
院

来
客
者
数　

三
七
二
名

　

一
番
の
反
省
は
九
曜
会
よ
り
お
借
り

し
た
信
楽
焼
き
の
数
茶
碗
に
新
し
く
三

個
割
れ
を
入
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。

本
当
に
申
し
訳
な
く
何
と
お
断
り
し
て

よ
い
か
、
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま

す
。
洗
っ
た
後
の
茶
碗
を
温
め
る
の
に

ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
か
教
え
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

全
体
と
し
て
は
佐
藤
先
生
に
道
具
を

お
願
い
し
、
良
い
席
が
準
備
で
き
た
と

思
い
ま
す
。
晴
天
に
恵
ま
れ
絶
景
を
眺

め
な
が
ら
楽
し
く
担
当
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

担
当　

佐
藤
社
中
・
野
々
村
社
中
・
加
茂
会

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
㈰

法　

要　

道
場
書
院

濃
茶
席　

松
霞
亭

薄
茶
席　

富
士
の
間

【
濃
茶
席
】

担
当　

山
本
社
中

来
客
者
数　

四
六
名

 

前
日
、
当
日
と
も
に
晴
れ
て
風
の
な
い

穏
や
か
な
気
候
に
恵
ま
れ
た
の
で
お
客
様

も
担
当
の
人
も
明
る
い
気
持
ち
を
持
ち
続

け
て
終
始
穏
や
か
な
状
態
で
い
ら
れ
た
。

貴
重
な
勉
強
を
し
ま
し
た
。
役
割
は
そ
れ

ぞ
れ
よ
く
で
き
ま
し
た
。
蹲
い
を
使
っ
て

か
ら
躙
り
口
よ
り
入
る
九
曜
会
茶
席
は
こ

の
機
会
だ
け
な
の
で
貴
重
に
思
っ
て
い
ま

す
。
研
修
会
よ
り
お
炭
、
点
心
な
ど
限
定

人
数
で
隔
年
交
替
で
参
加
で
き
る
制
度
が

あ
る
と
一
層
楽
し

め
る
の
で
は
と
思

い
ま
す
。
時
を
経

て
茶
の
薫
り
が
す

る
良
い
場
所
と

思
っ
て
い
ま
す
。

【
薄
茶
席
】

担
当　

大
野
・
加
儀
社
中

来
客
者
数　

六
二
名

　

大
変
に
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
服
の
お
茶
に
真
心
こ
め
て
美
味
し
く
お

出
し
し
よ
う
と
全
員
が
力
を
合
わ
せ
て
頑

張
り
ま
し
た
。
た
だ
当
日
釜
が
ゆ
が
ん
で

お
り
顔
面
真
っ
青
。
準
備
の
よ
り
大
切
さ

を
学
び
ま
し
た
。
お
陰
様
で
小
春
日
和
の

よ
う
な
良
い
天
気
に
恵
ま
れ
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
建
仁
寺
栄
西
禅
師

八
百
年
遠
諱
慶
讃
茶
会

○
十
六
善
神
を
偲
ぶ
会

席担当　直門・翠尚会の皆さん

悠々庵　呈茶席の設え

建仁寺本堂にて薄茶を点てられる僧呂方

○
一
畑
寺
茶
会

○
三
斎
忌

濃茶席お点前　松霞亭
薄茶席お点前

建
仁
寺
の
「
四
つ
頭
茶
礼
」

　

栄
西
生
誕
を
記
念
し
て
毎
年
四
月
二

十
日
の
開
山
降
誕
会
に
あ
わ
せ
、
方
丈

で
開
か
れ
る
茶
会
。
四
人
の
頭
（
正

客
）
に
相
伴
客
が
八
人
つ
く
こ
と
か
ら

こ
の
名
で
呼
ば
れ
、
室
町
時
代
の
喫
茶

法
に
近
い
と
さ
れ
る
。
献
香
の
後
、
四

人
の
供
給
が
抹
茶
の
入
っ
た
天
目
茶
碗

と
菓
子
器
を
配
り
、
茶
碗
に
湯
を
注
ぎ

右
手
の
茶
筅
で
茶
を
点
て
る
。

か
い
さ
ん
ご
う
た
ん

え

け
ん
に
ん　
じ

よ

が
し
ら
さ
れ
い

し
ょ
う
ば
ん

く
き
ゅ
う

ま
っ
ち
ゃ

ち
ゃ
せ
ん

て
ん
も
く

か
し
ら

し
ょ
う

き
ゃ
く

ほ
う
じ
ょ
う
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平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
九
日
㈯

出
雲
文
化
伝
承
館　

出
雲
屋
敷

来
客
者
数　

四
九
〇
名

　

天
候
に
は
恵
ま
れ
た
が
湿
度
が
高
く

早
春
の
茶
会
に
し
て
は
、
水
屋
方
は
特

に
大
変
で
し
た
。
出
雲
屋
敷
に
今
年
か

ら
仮
設
の
水
道
・
ガ
ス
コ
ン
ロ
が
設
置

さ
れ
大
い
に
助
か
り
ま
し
た
。
表
舞
台
、

お
点
前
、
お
運
び
、
後
見
に
至
る
ま
で

若
手
に
担
当
し
て
も
ら
い
、
経
験
を
重

ね
て
三
斎
流
発
展
の
た
め
研
賛
さ
れ
ん

こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

担
当　

直
門

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
九
日
㈷

濃
茶
席　

観
音
寺
書
院

薄
茶
席　

観
翠
庵
道
場
富
士
の
間

呈
茶
席　

観
翠
庵
書
院
前
庭

来
客
者
数　

二
二
〇
名

【
濃
茶
席
】

　

当
日
は
朝
か
ら
の
雨
で
ど
う
な
る
こ

と
か
と
気
を
も
み
ま
し
た
が
、
そ
の
う

ち
明
る
く
な
り
日
差
し
も
見
え
始
め
、

書
院
か
ら
眺
め
る
木
々
も
雨
に
洗
わ
れ

て
私
ど
も
も
さ
わ
や
か
な
気
持
ち
で
お

客
様
を
迎
え
ら
れ
、
不
充
分
な
が
ら

ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
の
流
れ
が
何
よ
り

の
お
も
て
な
し
と
な
り
ま
し
た
。

　

あ
り
が
と
ご
ざ
い
ま
し
た
。

担
当　

大
平
・
大
田
社
中

【
薄
茶
席
】

　

新
樹
の
茶
会
は
、

観
翠
庵
道
場
富
士

の
間
薄
茶
席
を
担

当
致
し
ま
し
た
。

午
前
は
生
憎
の
小

雨
と
な
り
ま
し
た

が
濃
茶
席
を
終
っ
た
お
客
様
が
一
斉
に

薄
茶
席
へ
十
五
、
六
人
の
入
席
と
な
り

ま
す
の
で
常
に
満
席
で
十
一
人
の
担
当

者
は
忙
し
い
中
に
も
充
実
し
た
一
日
を

終
え
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

　

透
木
釜
に
外
居
棚
主
茶
碗
は
不
東
庵

作
唐
津
茶
碗
で
大
ら
か
で
の
び
の
び
と

心
の
暖
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
茶
碗
で
皆

様
に
喜
ん
で
頂
け
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

午
後
は
雨
も
上
り
新
緑
の
中
お
客
様
も

二
百
二
十
人
で
新
樹
の
茶
会
と
し
て
は

最
近
に
な
い
賑
や
か
な
お
茶
会
で
し
た
。

担
当　

杉
山
・
樋
野
社
中

【
呈
茶
席
】

　

前
日
の
風
雨
の
た
め
と
て
も
心
配
し

ま
し
た
が
、
朝
雨
も
上
が
り
昼
ご
ろ
に

は
日
も
差
し
安
心
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

新
芽
の
変
わ
り
時
で
た
く
さ
ん
の
葉
が

落
ち
朝
の
掃
除
が
大
変
で
し
た
。
テ
ン

ト
が
張
っ
て
あ
っ
た
た
め
日
陰
に
な
り

呈
茶
席
に
入
ら
れ

た
お
客
様
は
、
み

な
さ
ん
ゆ
っ
く
り

と
し
て
く
つ
ろ
い

で
お
ら
れ
良
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

担
当　

事
業
部

平
成
二
十
六
年
五
月
十
五
日
㈭
・
十
六
日
㈮

出
雲
大
社
神
苑
（
東
側
）

来
客
者
数　

十
五
日　

五
〇
三
名

　
　
　
　
　

十
六
日　

六
四
〇
名

　

十
五
日
は
午
前
中
大
雨
で
芝
生
に
水

た
ま
り
が
で
き
、
吹
き
降
り
も
し
て
外

側
に
面
し
た
席
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
笛
や
太
鼓
で
昨
年
か
ら
の
奉

祝
ム
ー
ド
の
中
で
皆
様
も
楽
し
ま
れ
た

の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

四
社
中
何
回
も
集
ま
っ
て
連
絡
を
取

り
な
が
ら
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
た
こ
と
は

良
か
っ
た
と
思
う
。
久
し
ぶ
り
に
立
礼

で
間
違
わ
な
い
よ
う
に
何
回
も
練
習
で

き
て
よ
か
っ

た
。
ま
た
、

朱
傘
の
下
に

は
宗
浦
家
元

の
短
冊
「
青

山
元
不
動
」

が
か
け
ら
れ

外
の
景
色
と

と
て
も
マ
ッ

チ
し
て
い
た
。

担
当　

杉
原
社
中
・
今
岡
社
中
・
福
間

社
中
・
沼
社
中

平
成
二
十
六
年
五
月
四
日
㈰

松
江
歴
史
資
料
館

呈
茶
席

担
当　

米
子
・
安
来
社
中

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
四
日
㈯
・
二
十
五
日
㈰

今
岡
美
術
館
、
リ
ッ
チ
ガ
ー
デ
ン

来
客
者
数　

二
十
四
日　

二
五
七
名

　
　
　
　
　

二
十
五
日　

二
七
〇
名

　

来
客
の
席
入
り
に
つ
い
て
は
美
術
館

に
従
っ
て
三
十
分
間
毎
に
一
席
を
こ
な

す
、
そ
の
こ
と
の
み
念
頭
に
入
れ
て
無

心
に
行
っ
た
。
美
術
館
か
ら
言
っ
て
ほ

し
い
事
柄
が
あ
り
、
合
わ
せ
て
九
曜
会

の
名
前
も
出
す
よ
う
に
し
て
バ
ラ
ン
ス

を
心
掛
け
た
。
大
概
好
評
と
聞
い
て
い

ま
す
。
今
岡
館
長
様
か
ら
は
畳
の
お
点

前
で
と
て
も
良
か
っ
た
と
喜
ん
で
頂
い

た
。
落
ち
着
き

と
い
う
点
で
優

れ
て
い
る
か
と

思
っ
た
。
二
日

間
は
あ
ま
り
に

も
疲
労
が
大
き

く
て
ご
遠
慮
申

し
上
げ
た
い
。

担
当　

山
本
社
中

平
成
二
十
六
年

六
月
八
日
㈰

出
雲
文
化
伝
承
館

松
籟
亭

参
加
人
数　

六
八
名

点
前
講
習

　
　

続
き
薄
茶

○
今
岡
美
術
館

　

十
周
年
謝
恩
茶
会

席担当　直門の皆さん

観音寺書院の濃茶席

○
早
春
の
茶
会

○
新
樹
の
茶
会

○
出
雲
大
社
大
茶
会

○
お
堀
端
茶
席

○
講
習
会

書院前庭の呈茶席
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筆
者
は
、
か
っ
て
森
山
宗
瑞
宗
匠
と

と
も
に
出
雲
大
社
北
島
国
造
家
に
お
い

て
細
川
幽
斎
直
筆
の
和
歌
を
拝
見
し
た

こ
と
が
あ
る
。
細
川
幽
斎
は
、
名
を
藤

孝
と
称
し
細
川
三
斎
の
父
親
で
文
武
両

道
に
秀
で
た
戦
国
武
将
で
あ
っ
た
。

◆
細
川
幽
斎
、
出
雲
大
社
参
拝

　

天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
四
月
二

十
八
日
、
幽
斎
は
出
雲
大
社
杵
築
の
宮

に
参
拝
し
千
家
・
北
島
両
国
造
家
を
訪

問
し
て
い
る
。

　

須
佐
之
男
命
が
出
雲
の
国
に
お
い
で

に
な
っ
て
初
め
て
和
歌
を
お
読
み
に

な
っ
た
と
い
う
故
事
を
思
い
出
し
て

「
こ
の
神
の
初
め
て
よ
め
る
事
の
葉
を

か
ぞ
ふ
る
歌
や
手
向
な
る
ら
ん
」
と

詠
み
両
家
へ
贈
っ
た
の
で
あ
る
。

◆
戦
国
大
名
、
細
川
幽
斎
（
藤
孝
）

　

幽
斎
は
、
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）

三
淵
晴
員
の
次
男
と
し
て
京
都
東
山
の

岡
崎
の
里
で
生
ま
れ
た
が
、
一
説
に
よ

る
と
足
利
十
二
代
将
軍
義
晴
の
四
男
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

六
歳
の
時
、
義
晴
の
命
令
に
よ
っ
て

晴
員
の
兄
の
細
川
元
常
の
養
子
と
な
り

室
町
幕
府
三
管
領
の
細
川
家
を
継
ぎ
、

十
三
歳
で
元
服
し
て
将
軍
義
藤
の
一
字

を
拝
領
し
て
藤
孝
を
名
の
り
将
軍
の
側

近
と
し
て
忠
勤
に
励
ん
だ
。

　

室
町
幕
府
は
、
十
四
代
義
輝
が
松
永

久
秀
に
暗
殺
さ
れ
て
弟
の
義
昭
が
織
田

信
長
の
支
援
を
得
て
十
五
代
将
軍
職
を

継
ぐ
が
、
す
で
に
足
利
氏
に
は
往
年
の

力
は
な
か
っ
た
。
此
処
ま
で
は
幽
斎
は

忠
誠
な
足
利
将
軍
の
家
臣
で
あ
っ
た
。

　

し
だ
い
に
信
長
が
政
治
の
実
権
を
掌

握
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
義
昭
は
信
長

に
反
目
し
信
長
追
討
の
企
て
を
始
め
る

よ
う
に
な
り
、
幽
斎
は
し
ば
し
ば
義
昭

を
諌
め
る
が
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
仕
方
な

く
幽
斎
は
山
城
の
清
龍
寺
の
居
城
に
引

き
こ
も
っ
て
し
ま
う
。

　

天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
遂
に
義
昭

は
信
長
に
降
伏
し
、
室
町
幕
府
は
名
実

と
も
に
滅
亡
す
る
。
同
年
、
幽
斎
は
織

田
家
の
家
臣
と
な
り
、
信
長
よ
り
丹
後

十
二
万
石
を
長
男
忠
興
（
三
斎
）
の
名

義
で
与
え
ら
れ
宮
津
に
城
を
築
い
て

入
っ
た
。

　

そ
の
後
、
信
長
が
本
能
寺
の
変
で
不

慮
の
死
を
遂
げ
る
と
明
智
に
組
せ
ず
細

川
親
子
は
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
豊
臣
政

権
の
た
め
に
忠
節
を
尽
く
す
事
と
な

り
、
秀
吉
の
九
州
遠
征
に
従
っ
て
出
陣

し
、
そ
の
功
に
よ
り
四
万
石
が
加
増
さ

れ
た
。

　

能
筆
な
幽
斎
に
は
、
多
く
の
著
述
が

残
さ
れ
て
い
る
が
、
紀
行
文
と
し
て
は

「
九
州
道
之
記
」
と
「
東
国
陣
道
記
」

の
二
つ
が
あ
る
。

　

前
者
は
秀
吉
の
九
州
遠
征
に
従
軍
し

た
時
の
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
小
田
原

遠
征
に
参
加
し
た
時
の
紀
行
文
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
戦
記
的
な
記
述
は
な
く

の
ん
び
り
し
た
旅
行
歌
日
記
と
い
っ
た

も
の
で
、
戦
い
は
全
て
長
男
忠
興
と
次

男
興
元
に
一
任
し
て
お
り
、
幽
斎
の
役

目
は
和
歌
や
連
歌
を
詠
ん
で
陣
中
を
慰

め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

◆
「
九
州
道
之
記
」
出
発

　

九
州
全
土
を
征
服
し
そ
う
な
島
津
氏

の
勢
力
を
押
さ
え
る
た
め
に
豊
臣
秀
吉

は
、
天
正
十
五
年
三
月
自
ら
二
十
万
の
大

軍
を
動
員
し
て
京
都
を
出
発
、
幽
斎
の
長

男
忠
興
と
次
男
興
元
も
こ
れ
に
従
っ
て
出

陣
し
た
。
幽
斎
は
す
で
に
隠
居
の
身
で

あ
っ
た
が
、
当
時
ま
だ
五
十
四
歳
で
武
将

と
し
て
の
血
が
脈
々
と
し
て
た
ぎ
っ
て
お

り
、
同
年
四
月
二
十
一
日
彼
も
後
を
追
っ

て
田
辺
城
を
出
発
し
た
。

　

二
十
一
日
の
夜
は
宮
津
で
一
泊
し
、

宮
津
か
ら
船
で
西
へ
向
か
う
計
画
で

あ
っ
た
が
あ
い
に
く
の
雨
天
の
た
め
に

逗
留
し
、
二
十
四
日
に
出
港
す
る
。

　

船
は
順
調
に
日
本
海
を
進
み
、
但
馬

か
ら
因
幡
の
国
へ
入
る
こ
と
が
で
き
、

二
十
五
日
に
は
居
組
に
宿
泊
、
二
十
六

日
に
出
雲
の
国
に
入
っ
た
。

◆
出
雲
路
を
行
く

　

二
十
六
日
、
出
雲
の
仁
保
之
関
（
美

保
の
関
）
に
入
っ
た
幽
斎
は
神
社
参
拝

の
後
、
か
か
（
加
賀
）
の
港
に
入
り
漁

夫
の
家
を
借
り
て
泊
ま
っ
た
。
か
か
と

い
う
珍
し
い
地
名
に
興
味
を
持
ち
一
首

詠
ん
だ
。

　

あ
は
れ
に
も
い
ま
だ
乳
の
む

　
　

あ
ま
の
子
の　

か
か
の
あ
た
り
や

　
　

離
れ
ざ
る
ら
ん

　

二
十
七
日
は
雨
天
で
海
が
荒
れ
て
出

航
で
き
ず
、
波
が
静
ま
っ
て
か
ら
次
の

港
に
船
を
廻
す
よ
う
に
指
示
し
て
一
行

は
陸
を
歩
い
て
西
へ
向
か
う
こ
と
に

し
、
そ
の
日
は
佐
陀
ま
で
行
き
、
佐
陀

の
大
社
に
参
拝
し
た
。

　

千
早
振
神
の
や
し
ろ
や
天
地
と

　
　

わ
か
ち
初
つ
る
国
の
み
は
し
ら

　

二
十
八
日
は
佐
陀
か
ら
秋
鹿
に
出
て

宍
道
湖
を
小
舟
で
渡
っ
て
平
田
に
行
き

平
田
か
ら
徒
歩
で
出
雲
大
社
へ
向
か

い
、
夕
刻
に
は
杵
築
の
宮
に
到
達
で
き

た
。

　

到
着
早
々
に
杵
築
の
宮
の
本
殿
か
ら

末
社
ま
で
参
拝
し
、
千
家
・
北
島
両
国

造
家
を
訪
問
、
そ
の
晩
は
御
供
宿
（
参

詣
者
用
宿
泊
所
）
に
泊
ま
っ
た
。
若
狭

の
国
か
ら
や
っ
て
き
た
葛
西
と
い
う
笛

太
鼓
の
一
座
の
者
が
旅
の
慰
め
に
聞
い

て
ほ
し
い
と
宿
に
幽
斎
を
訪
ね
て
き

た
。
幽
斎
は
能
の
観
世
流
の
囃
子
の
太

鼓
の
名
手
で
あ
っ
た
。
当
時
の
名
人
で

あ
っ
た
金
春
文
右
衛
門
が
幽
斎
の
太
鼓

を
聞
い
て
感
動
し
た
と
の
記
録
が
あ

る
。

　

宿
に
は
、
千
家
と
北
島
の
両
家
か
ら

酒
肴
が
届
け
ら
れ
て
お
り
一
同
は
、
気

勢
を
上
げ
て
夜
更
け
ま
で
賑
や
か
に

舞
っ
た
。

　

翌
二
十
九
日
は
快
晴
で
廻
し
た
船
も

到
着
し
て
い
た
の
で
出
発
し
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
、
北
島
家
か
ら
連
歌
を
行
い

た
い
の
で
発
句
を
頂
き
た
い
と
の
願
い

細川幽斎（藤孝）

和
田 

貞
夫

細
川
幽
斎
の
出
雲
路
漫
遊

　

 ―

九
州
道
之
記
を
読
む―
細
川
幽
斎
の
出
雲
路
漫
遊

　

 ―

九
州
道
之
記
を
読
む―
細
川
幽
斎
の
出
雲
路
漫
遊

　

 ―

九
州
道
之
記
を
読
む―

い　
ぐ
み

ち　
は
や
ぶ
る

そ
め

ご　
く
う
や
ど
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が
あ
り
、
次
の
句
を
詠
ん
で
贈
っ
た
。

　

卯
の
花
や　

神
の
い
か
き
の

　
　

夕
か
づ
ら

　

す
る
と
千
家
方
か
ら
も
発
句
を
頂
き

た
い
と
の
願
い
が
あ
り
、
折
か
ら
鳴
い

た
時
鳥
の
声
を
詠
ん
で
贈
っ
て
い
る
。

◆
石
見
か
ら
長
門
、
九
州
へ

　

二
十
九
日
に
杵
築
を
出
発
し
た
船
は

石
見
の
大
浦
に
着
い
て
宿
泊
し
、
三
十

日
に
は
仁
間
（
仁
万
）
ま
で
進
み
、
銀

山
を
越
え
て
慈
恩
寺
に
お
い
て
宿
を
と

り
温
泉
津
に
入
っ
て
宝
塔
院
と
い
う
寺

に
泊
ま
っ
た
。

　

温
泉
津
で
は
連
歌
の
会
に
出
席
し
た

り
し
て
く
つ
ろ
ぎ
、
五
月
五
日
に
船
出

し
て
い
る
。
現
在
、
温
泉
津
の
西
楽
寺

に
は
幽
斎
の
句
が
寺
宝
と
し
て
大
切
に

保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

七
日
、
浜
田
港
を
出
港
し
日
本
海
の

荒
波
に
苦
労
し
な
が
ら
西
へ
進
み
、
長

門
の
国
へ
入
っ
て
九
州
に
至
り
、
二
十

五
日
に
箱
崎
に
着
き
八
幡
宮
に
参
詣
し

て
博
多
に
入
っ
た
。

　

秀
吉
勢
に
遅
れ
て
一
か
月
半
の
時
が

過
ぎ
、
四
月
に
出
発
し
て
六
月
三
日
に

よ
う
や
く
秀
吉
の
本
陣
と
合
流
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

こ
の
紀
行
文
は
歌
人
細
川
幽
斎
の
旅

の
覚
書
（
メ
モ
）
の
様
な
も
の
で
、
そ

こ
に
は
武
人
と
し
て
の
姿
は
な
く
日
本

海
の
荒
波
に
苦
し
み
な
が
ら
も
自
然
の

美
を
楽
し
む
文
人
の
姿
が
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
た
。

◆
晩
年
の
細
川
幽
斎

　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
徳
川
家
康

は
、
上
杉
景
勝
討
伐
の
た
め
会
津
遠
征

を
企
て
る
が
、
三
斎
は
家
康
に
従
っ
て

東
征
に
従
軍
、
幽
斎
は
僅
か
五
百
人
の

将
兵
と
丹
後
の
田
辺
城
に
留
守
居
を
し

て
い
た
。
そ
の
虚
を
つ
い
て
打
倒
徳
川

の
兵
を
あ
げ
た
石
田
三
成
は
、
大
阪
城

外
の
細
川
屋
敷
に
い
た
忠
興
の
妻
お
玉

（
ガ
ラ
シ
ャ
）
を
死
に
追
い
や
り
、
手

薄
な
幽
斎
の
田
辺
城
を
一
万
五
千
の
大

軍
で
囲
み
攻
め
立
て
た
。

　

後
陽
成
天
皇
は
、
幽
斎
が
戦
死
を
す

れ
ば
歌
道
の
伝
授
が
絶
え
る
こ
と
を
憂

慮
し
、
勅
使
を
下
し
て
和
睦
を
勧
め
ら

れ
、
や
む
得
ず
幽
斎
は
田
辺
城
を
明
け

渡
し
て
丹
後
の
亀
山
城
へ
移
っ
た
。
六

十
日
余
の
籠
城
戦
で
は
あ
っ
た
が
、
こ

の
こ
と
は
関
か
原
戦
の
三
日
前
迄
一
万

五
千
の
大
軍
が
足
止
め
と
な
っ
た
の
で

西
軍
に
と
っ
て
大
打
撃
と
な
り
、
東
軍

を
有
利
に
導
い
た
の
で
あ
る
。

　

幽
斎
は
、
田
辺
籠
城
戦
を
最
後
に
そ

の
後
は
京
都
に
移
住
し
歌
道
や
有
職
故

実
の
研
究
に
努
め
て
、
静
か
な
余
生
を

送
っ
た
。

　

慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
八
月
二

十
日
、
京
都
三
条
の
自
邸
に
お
い
て
幽

斎
は
老
衰
の
た
め
、
七
十
七
歳
の
生
涯

を
終
え
た
。

　

当
時
、
豊
前
小
倉
の
城
主
で
あ
っ
た

長
男
の
三
斎
は
急
い
で
上
洛
し
た
が
、

老
父
の
臨
終
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た

と
い
う
。

　

葬
儀
は
、
玉
甫
和
尚
の
引
導
に
よ
り

荘
厳
に
行
わ
れ
、
遺
骨
は
南
禅
寺
の
天

授
庵
と
豊
前
小
倉
と
に
分
け
て
葬
ら
れ

た
。

　

法
名
、
泰
勝
院
殿
徹
宗
玄
旨
大
居
士

◆
真
の
武
士
道
に
生
き
る

　

強
い
ば
か
り
が
武
士
で
は
な
い
と
い

う
言
葉
ど
お
り
真
の
武
士
道
を
保
持
す

る
た
め
に
は
、
学
問
と
芸
術
の
道
に
支

え
ら
れ
た
高
い
教
養
を
身
に
つ
け
る
こ

と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

幽
斎
は
動
乱
の
世
に
生
き
た
当
代
最

高
の
武
家
文
人
で
、
古
典
・
古
今
伝

授
・
和
歌
・
連
歌
・
俳
諧
・
書
道
・
茶

の
湯
（
武
野
紹
鷗
の
弟
子
）
・
音
曲
・

料
理
・
礼
式
・
有
識
故
実
の
道
を
究
め

た
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
剣
術
（
塚
原

ト
伝
に
学
ぶ
）
や
弓
術
に
優
れ
、
し
か

も
か
な
り
の
力
持
ち
で
あ
っ
た
と
い

う
。

　

学
問
と
芸
道
の
力
に
よ
っ
て
大
義
名

分
の
何
た
る
か
を
悟
り
、
真
の
武
士
道

を
貫
い
て
戦
国
の
世
を
力
強
く
生
き
た

武
将
で
あ
っ
た
。

　

細
川
家
が
平
成
の
今
日
に
至
る
ま

で
、
大
大
名
の
面
目
を
保
ち
な
が
ら
繁

栄
発
展
し
て
き
た
の
も
幽
斎
・
三
斎
以

来
、
歴
代
当
主
が
文
武
一
如
の
歩
み
に

努
め
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。

◆
茶
の
湯
の
道

　

茶
道
と
茶
道
楽
に
用
い
ら
れ
て
い
る

道
の
字
は
、
同
じ
道
で
も
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
異
な
る
。

　

大
金
を
投
じ
て
茶
道
具
を
集
め
て
、

風
流
人
の
よ
う
に
装
っ
て
楽
し
む
茶
で

は
な
く
、
幽
斎
や
三
斎
の
茶
は
静
寂
で

簡
素
な
茶
室
で
一
服
の
茶
の
香
り
に
俗

念
を
払
っ
て
心
の
ゆ
と
り
を
生
み
出
す

精
神
修
養
、
武
術
の
鍛
錬
を
目
的
と
す

る
茶
の
湯
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
時
、
蒲
生
氏
郷
が
細
川
家
に
は

良
い
茶
道
具
が
あ
る
と
聞
い
て
、
茶
道

具
を
拝
見
し
た
い
と
幽
斎
の
屋
敷
を
訪

ね
た
と
こ
ろ
、
幽
斎
は
代
々
伝
わ
る
刃

剣
・
槍
・
甲
冑
な
ど
の
武
具
類
を
飾
っ

て
氏
郷
に
見
せ
た
。
氏
郷
は
、
自
分
が

見
た
い
の
は
武
具
で
は
な
く
茶
道
具
で

あ
る
と
伝
え
た
と
こ
ろ
、
幽
斎
は
自
分

に
と
っ
て
大
切
な
道
具
と
い
え
ば
茶
道

具
で
は
な
く
、
武
具
で
あ
る
と
答
え
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
幽

斎
の
茶
の
湯
に
対
す
る
基
本
姿
勢
を
示

す
も
の
で
、
武
士
の
本
分
は
何
か
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

も
の
の
ふ
の
知
ら
ぬ
は
恥
ぞ

　
　

馬
茶
の
湯　

恥
よ
り
外
に

　
　
　

恥
は
な
き
も
の

　

歌
連
歌
乱
舞
茶
の
湯
を

　
　

嫌
ふ
人　

そ
だ
ち
の
ほ
ど
を

　
　
　

知
ら
れ
こ
そ
す
れ

　

こ
の
歌
は
、
武
士
本
来
の
務
め
や
武

芸
の
鍛
錬
を
忘
れ
て
茶
の
湯
の
楽
し
み

に
耽
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
戒
め
な
が

ら
、
武
士
の
本
分
を
忘
れ
ず
に
馬
術
の

鍛
錬
と
同
様
に
、
茶
の
湯
の
精
神
も
体

得
せ
よ
と
い
う
幽
斎
の
詠
ん
だ
教
訓
の

和
歌
で
あ
る
。

　

私
ど
も
九
曜
会
は
、
幽
斎
の
長
男
三

斎
（
忠
興
）
を
流
祖
と
す
る
茶
系
三
斎

流
の
修
業
を
志
す
者
の
集
ま
り
で
あ

る
。

　

武
家
茶
道
た
る
三
斎
流
の
本
意
は
茶

道
楽
の
道
で
は
な
く
心
の
修
養
・
精
神

練
磨
を
志
す
茶
の
湯
の
道
を
歩
む
こ
と

で
あ
る
。

　

日
頃
何
か
と
喧
騒
な
現
代
の
世
情
で

は
あ
る
が
、
一
層
茶
の
湯
の
精
神
研
鑽

に
励
み
、
一
服
の
茶
の
香
り
を
通
し
て

心
の
ゆ
と
り
を
見
出
し
、
少
し
で
も
心

豊
か
な
生
活
を
過
ご
し
た
い
と
念
ず
る

次
第
で
あ
る
。
拙
作
な
文
で
は
あ
る
が

幽
斎
の
本
意
を
微
量
で
も
感
じ
と
っ
て

頂
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

細
川
幽
斎
の
出
雲
路
漫
遊

　

 ―

九
州
道
之
記
を
読
む―

九
州
道
之
記
の
部
分
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宗
浦
家
元
様
御
献
茶
ご
奉
仕

三
斎
流
家
元 

森
山
宗
浦 

茶
道
具
展
の
開
催

　

•
日
時　

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
六
日
〜
二
十
九
日

　

•
会
場　

ホ
テ
ル
ツ
イ
ン
リ
ー
ブ
ス
（
一
畑
百
貨
店
出
雲
店
）

　

こ
の
度
一
畑
百
貨
店
出
雲
店
五
十
周
年
記
念
の
行
事
と
し
て
、
森
山
宗
浦
家
元

様
に
是
非
茶
道
具
展
を
企
画
さ
せ
て
頂
き
度
い
と
百
貨
店
様
か
ら
の
ご
依
頼
が
あ

り
、
漸
く
そ
の
実
現
を
見
る
に
至
り
ま
し
た
。
家
元
様
の
お
茶
の
大
師
匠
堀
内
宗

心
宗
匠
、
禅
道
の
大
師
匠
小
堀
泰
厳
老
大
師
様
方
は
じ
め
、
各
作
家
の
方
々
の
ご

協
力
を
頂
か
れ
盛
大
に
展
示
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を
写
真
で
紹
介

い
た
し
ま
す
。

主
催　

一
畑
百
貨
店
出
雲
店

レセプションであいさつの家元様各作家さんをご紹介

レセプション会場の皆様にお点前で一服力作が並ぶ展示会場

境内

宗
瑞
宗
匠
の
追
憶

鎌
倉
建
長
寺
に
於
て

　
　

遣
ら
ず
の
雨

　

私
ど
も
、出
雲
市
内
に
勤
め
て
い
た
五
人
の

校
長
が
、茶
道「
三
斎
流
」の
直
門
と
し
て
入
門

を
許
さ
れ
た
の
は
、平
成
元
年
七
月
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、仲
間
の
一
人
が
発
起
し
、他
の
四

人
に
誘
い
か
け
て
立
ち
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　

現
在
、全
国
で
茶
道
家
元
は
六
十
余
流
派
が

あ
る
と
言
わ
れ
る
中
で
、三
斎
流
は
利
休
七
哲

の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
細
川
忠
興（
三
斎
）を
祖

と
す
る
流
派
で
、昭
和
五
十
二
年
、十
八
世
森
山

祥
山
宗
匠
が
今
市
町
に
観
翠
庵
を
開
き
、流
派

の
所
在
を
移
さ
れ
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
、十
九
世
宗
瑞
宗
匠
か
ら「
五
峰

会
」な
る
グ
ル
ー
プ
名
を
頂
き
、毎
月
曜
日
を

稽
古
日
と
決
め
、茶
の
湯
の
世
界
に
足
を
踏
み

入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

五
峰
会
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、本
格
的
な

茶
道
と
の
出
会
い
は
初
め
て
で
あ
っ
た
か
ら
、

礼
の
仕
方
か
ら
足
の
運
び
、襖
の
開
け
閉
め
、

袱
紗
捌
き…

と
全
て
が
教
え
ら
れ
て
初
め
て

知
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

入
門
し
て
三
か
月
経
っ
た
十
月
、松
江
市
の

明
々
庵
で
催
さ
れ
た
茶
会
に
、濃
茶
の
持
ち
出

し
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
。慣
れ
な
い
袴
姿
で
県

知
事
以
下
並
み
居
る
錚
々
た
る
参
会
者
の
前

で
、懐
か
ら
古
袱
紗
を
取
り
出
し
、作
法
に

従
っ
て
お
茶
を
す
す
め
る
の
は
、勇
気
の
い
る

こ
と
で
あ
っ
た
。

　

週
一
回
の
稽
古
は
順
調
に
進
ん
だ
。盆
点
前

に
始
ま
り
、風
炉
、炉
の
平
点
前
、入
れ
子
だ

て
、重
ね
茶
碗
、四
方
棚
を
始
め
と
す
る
棚
も

の…

や
が
て
濃
茶
、板
も
の
と
難
し
く
な
る
お

点
前
は
、憶
え
る
よ
り
も
忘
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
り
、二
つ
の
点
前
が
一
緒
に
な
っ
た
り

と
、難
渋
し
な
が
ら
の
稽
古
で
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、私
た
ち
は
、お
点
前
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、茶
室
で
宗
匠
の
語
り
か
ら
い
ろ
い
ろ

学
ぶ
こ
と
も
多
く
、そ
れ
も
楽
し
み
の
一
つ
で

あ
っ
た
。

　

宗
瑞
宗
匠
は
、我
々
よ
り
も
一
〜
二
年
若

か
っ
た
が
、書
や
絵
画
、漢
詩
、焼
き
物
等
々
に

造
詣
が
深
く
、一
時
、京
都
の
寺
院
で
修
行
さ

れ
た
だ
け
に
、禅
の
世
界
に
も
精
通
な
さ
っ
て

い
た
。ま
た
人
間
的
な
豊
か
さ
を
備
え
た
人

で
、私
た
ち
へ
の
心
遣
い
も
と
て
も
細
や
か
で

あ
っ
た
。

　

あ
る
晩
秋
の
夜
、稽
古
も
終
わ
り
宗
匠
の
語

り
も
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、お
暇
し
よ
う
と

し
て
い
た
時
、茶
室
の
壁
を
叩
く
雨
の
音
が
し

た
。時
雨
で
あ
る
、す
る
と
宗
匠
が
、「
こ
れ
が
、

遣
ら
ず
の
雨
で
す
わ
ネ
ェ
。」と
、し
ん
み
り
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　

私
は
、美
し
い
日
本
の
心
に
触
れ
た
よ
う
な

思
い
が
し
た
。し
な
や
か
な
言
葉
だ
と
感
じ

入
っ
た
。

　

私
た
ち
に
、豊
か
な
心
の
何
た
る
か
を
茶
道

を
通
し
て
感
じ
と
ら
せ
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う

宗
瑞
宗
匠
は
、平
成
六
年
十
月
不
帰
の
人
と
な

ら
れ
た
。

　

今
も
外
は
時
雨
れ
て
い
る
。

前
島　

弘
尚

　

今
年
も
和
田
先
生
に
は
珠
玉
の
紀
行
文
を

お
寄
せ
頂
き
、心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。尚
来
年
も
ど
う

ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

広
報
部
か
ら
の
お
願
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

各
お
茶
席
担
当
の
先
生
方
に
事
務
局
か
ら

の
報
告
書
に
は
、感
想
な
ど
な
る
べ
く
詳
し
く

ご
記
入
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。茶
席

の
写
真
な
ど
担
当
の
方
々
に
撮
影
し
て
頂
く

の
が
一
番
か
と
思
い
ま
す
。今
迄
は
広
報
担
当

が
そ
の
撮
影
の
た
め
に
、ど
の
茶
会
に
も
出
か

け
て
い
ま
し
た
が
、や
は
り
全
員
参
加
で
宜
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

毎
回
で
す
が
大
あ
わ
て
で
や
っ
と
間
に
合

う
状
態
で
し
た
。こ
れ
か
ら
は
年
度
は
じ
め
に

レ
イ
ア
ウ
ト
を
作
り
デ
ザ
イ
ン
提
案
を
し
よ

う
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、ど
う
ぞ
ご
支
援

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

広
報
部

編
集
後
記

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

 

献
茶
式 　

宗
浦
家
元

　

建
長
寺
北
条
時
頼
七
五
〇
年
忌
に
宗

浦
家
元
様
、献
茶
ご
奉
仕
さ
れ
ま
し
た
。

拝
復
席（
薄
茶
席
）を
翠
尚
会（
梅
村
尚

子
先
生
）が
担
当
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
こ

と
は
全
国
に
三
斎
流
の
名
流
を
広
め
る

こ
と
に
も
つ
な
が
る
事
と
思
い
ま
す
。

建
長
寺（
け
ん
ち
ょ
う
じ
）は
、神
奈
川
県

鎌
倉
市
山
ノ
内
に
あ
る
禅
宗
の
寺
院
で
、

臨
済
宗
建
長
寺
派
の
大
本
山
で
あ
る
。

山
号
を
巨
福
山（
こ
ふ
く
さ
ん
）と
称
し
、

寺
号
は
詳
し
く
は
建
長
興
国
禅
寺（
け
ん

ち
ょ
う
こ
う
こ
く
ぜ
ん
じ
）と
い
う
。

鎌
倉
時
代
の
建
長
五
年（
一
二
五
三
年
）

の
創
建
で
、本
尊
は
地
蔵
菩
薩
、開
基（
創

立
者
）は
鎌
倉
幕
府
第
五
代
執
権
北
条
時

頼
、開
山（
初
代
住
職
）は
南
宋
の
禅
僧
蘭

渓
道
隆
で
、第
二
世
は
同
じ
く
南
宋
の
兀

庵
普
寧
で
あ
る
。鎌
倉
五
山
の
第
一
位
。

境
内
は「
建
長
寺
境
内
」と
し
て
国
の
史

跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。


