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平
成
二
十
八
年
九
月
十
一
日
、三
十

周
年
記
念
と
な
る
亀
山
茶
会
が
、出
雲

大
社
北
島
国
造
館
で
開
催
さ
れ
た
。細

川
護
光
様
ご
夫
妻
に
ご
臨
席
賜
り
、溝

口
島
根
県
知
事
様
を
は
じ
め
、県
内
外

か
ら
多
く
の
御
来
賓
の
皆
様
や
お
客
様

に
お
越
し
い
た
だ
い
て
の
記
念
茶
会
と

な
っ
た
。

　

宗
浦
御
家
元
に
よ
る
御
献
茶
に
続

き
、濃
茶
席
、薄
茶
席
、拝
服
席
、点
心
席

で
そ
れ
ぞ
れ
が
趣
向
を
凝
ら
し
お
も
て

な
し
。来
場
者
に
は
、北
島
建
孝
国
造
様

と
宗
浦
御
家
元
合
筆
の
色
紙「
緑
毛
亀

画
賛
」が
記
念
品
と
し
て
配
ら
れ
た
。

　

記
念
茶
会
に
相
応
し
く
、出
雲
の
空

は
晴
れ
渡
り
、終
日
賑
わ
っ
た
。

（
六
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
）

　

宗
瑞
宗
匠
と
北
島
英
孝
国
造
様（
当

時
）と
の
ご
縁
が
き
っ
か
け
で
始
ま
っ

た
亀
山
茶
会
も
、今
回
で
三
十
周
年
を

迎
え
た
。

　

記
念
す
べ
き
第
一
回
目
は
昭
和
六
十

一
年
九
月
十
五
日
。宗
瑞
宗
匠
に
よ
る

献
茶
ご
奉
仕
の
後
、北
島
国
造
家
奥
書

院
で
濃
茶
席（
大
野
社
中
）、亀
山
会
館

で
薄
茶
席（
奥
社
中
・
直
門
）が
設
け
ら

れ
た
。当
日
は
九
曜
会
関
係
者
の
他
、計

四
百
名
近
い
来
場
者
で
賑
わ
っ
た
。

　

奥
書
院
の
床
に
は
、有
栖
川
宮
幟
仁

親
王
御
筆「
松
有
歓
声
」、足
利
義
政
公
奉

納
の
金
銀
天
目
茶
盌
等
が
飾
ら
れ
た
。

　

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
の
城
山
八

幡
宮
で
十
月
二
十
三
日
、宗
浦
御
家
元

に
よ
る
献
茶
式
が
行
わ
れ
た
。島
根
か

ら
も
約
三
十
人
が
名
古
屋
入
り
し
、三

斎
流
御
家
元
の
城
山
八
幡
宮
で
の
初
め

て
の
献
茶
ご
奉
仕
に
参
列
し
た
。

　

当
日
は
、境
内
隣
の「
洗
心
軒
」に
て

城
山
八
幡
宮
の
月
釜「
洗
心
茶
会
」が
開

か
れ
た
。薄
茶
席
、拝
服
席
、点
心
席
を

設
け
、三
席
と
も
三
斎
流
・
岐
阜
聴
雨
会

の
皆
様
が
担
当
さ
れ
た
。

　

名
古
屋
の
方
を
は
じ
め
、約
百
二
十

名
の
お
客
様
に
お
越
し
い
た
だ
い
た
。
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右より英孝国造ご夫妻、上田宗箇流家元、宗瑞家元、小林文慶会長ご夫妻第一回亀山茶会 会記の一部　宗瑞家元の直筆

金銀天目茶盌

護光様ご夫妻（奥書院・濃茶席）



（3） 三斎流九曜会だより
　

今
回
の
旅
は
思
い
が
け
な
い
地
震

の
翌
朝
出
発
と
い
う
、稀
有
な
旅
と
な

り
ま
し
た
。

　

有
松
竹
田
家
の
見
学
は
絞
り
の
展

示
会
も
あ
り
、伝
統
の
技
の
す
ご
さ
や

華
や
か
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。茶
室

で
の
お
菓
子
は
、私
の
地
域
と
同
じ

「
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
郡
」に
選

定
さ
れ
た
時
の
記
念
の
銘
菓
で
し
た
。

夕
食
は
家
元
の
ご
両
親
の
ご
配
慮
で

の「
蔦
茂
」料
亭
の
粋
の
和
食
を
堪
能
。

翌
朝
、城
山
八
幡
宮
献
茶
式
の
前
に
、

岐
阜
聴
雨
会
の
皆
様
の
お
も
て
な
し

に
溢
れ
た
、一
服
の
お
茶
と
栗
き
ん
と

ん
の
本
場
の
味
を
満
喫
。献
茶
式
は
近

郷
の
方
や
観
光
客
の
見
守
る
中
、厳
か

に
進
み
感
激
致
し
ま
し
た
。直
会
も
江

戸
よ
り
続
く「
八
百
彦
本
店
」の
味
に

感
服
し
、徳
川
美
術
館
の
拝
観
も
お
宝

づ
く
し
。

　

こ
の
度
の
九
曜
会
行
事
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
、企
画
の
豊
富
さ
に
多

く
の
ご
尽
力
や
下
支
え
が
あ
っ
た
事

に
、心
よ
り
感
謝
致
し
ま
す
。有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

昨
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
シ

リ
ー
ズ「
先
達
探
訪
」。三
斎
流
の
先
生
、

諸
先
輩
を
訪
問
し
、歩
ん
で
こ
ら
れ
た

お
茶
の
道
に
つ
い
て
お
話
を
伺
う
こ
の

コ
ー
ナ
ー
。二
回
目
は
、伊
藤
末
子
先
生

を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。

―

第
二
回―

　
伊
藤
末
子
先
生
を
訪
ね
て

　

穏
や
か
な
日
和
に
恵
ま
れ
ま
し
た
二

月
最
後
の
日
曜
日
、我
々
広
報
部
三
名

で
お
伺
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

緊
張
し
つ
つ
家
の
前
へ
車
を
付
け
ま
す

と
、社
中
の
方
に
向
か
え
付
け
を
い
た

だ
い
て
恐
縮
。先
生
は
じ
め
社
中
の
皆

様
ご
一
緒
に
お
迎
え
を
頂
き
、ま
た
ま

た
恐
縮
や
ら
感
激
や
ら
し
な
が
ら
早
速

お
茶
室
の
方
へ
ご
案
内
頂
き
ま
し
た
。

　

い
み
じ
く
も
伊
藤
先
生
、二
月
十
六

日
に
満
九
十
三
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら

れ
た
と
い
う
事
で
し
た
。真
っ
す
ぐ
な

姿
勢
に
着
物
姿
が
と
て
も
素
敵
で
、

我
々
が
び
っ
く
り
、こ
ち
ら
が
恥
ず
か

し
い
よ
う
で
し
た
。

　

お
床
に
は
、祥
山
宗
匠
か
ら
伊
藤
先

生
に
送
ら
れ
た
お
手
紙
を
表
装
し
た
お

軸
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。正
月
に

ご
主
人
と
お
茶
を
飲
み
に
お
越
し
く
だ

さ
い
、と
い
う
内
容
で
、柚
子
の
絵
が
大

き
く
描
か
れ
た
お
手
紙
で
す
。

　

他
に
も
祥
山
宗
匠
と
の
思
い
出
の
お

道
具
、飾
り
つ
け
で
、祥
山
宗
匠
に
見
守

れ
て
い
る
様
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
。お
点
前
で
お
抹
茶
を
美
味
し
く
頂

き
、先
生
と
宗
匠
と
の
出
会
い
、お
稽

古
の
事
等
々
、懐
か
し
く
お
話
し
頂

き
ま
し
た
。　

　

先
生
に
と
っ
て
、宗
匠
の
思
い
出
の

中
で
最
も
大
き
な
も
の
は
、と
て
も
可

愛
が
っ
て
頂
い
た
事
。「
特
に
し
か
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
は
な
く
、た
だ
た
だ
可

愛
が
っ
て
頂
い
た
思
い
出
し
か
な
い
」

と
繰
り
返
し
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
。ま
た
、大
田
か
ら（
仕
事
の
都
合
で

大
田
市
に
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
た
）

稽
古
に
通
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
は
、

汽
車
で
一
時
間
か
か
る
間
、稽
古
で

習
っ
た
事
、聞
い
た
事
は
す
ぐ
に
帰
り

の
汽
車
の
中
で
一
心
不
乱
に
書
き
と
め

て
帰
っ
て
い
た
事
等
々
、お
話
し
頂
き

ま
し
た
。

　

我
々
が
お
伺
い
す
る
為
に
、当
時
の

お
茶
会
の
写
真
か
ら
、入
門
か
ら
中
伝

ま
で
の
許
状
ま
で
ご
準
備
頂
き
、一
緒

に
懐
か
し
く
拝
見
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。

　

最
近
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、社
中

の
方
と
立
礼
席
で
の
お
点
前
で
福
祉
施

設
の
利
用
者
の
方
に
お
茶
を
振
舞
わ

れ
、と
て
も
喜
ん
で
も
ら
え
た
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、先
生
は
短

歌
も
よ
く
作
ら
れ
、そ
の
時
の
様
子
を

詠
ま
れ
た
短
歌
が
、山
陰
中
央
新
報（
平

成
二
十
九
年
四
月
二
十
一
日
付
）に
掲

載
さ
れ
ま
し
た
。

『
茶
席
持
ち
施
設
の
人
等
と
た
の
し
み

を
分
ち
合
ふ
と
き
表
情
よ
ろ
し
き
』

　

毎
年
、社
中
の
皆
様
が
伊
藤
先
生
の

誕
生
日
会
を
開
か
れ
て
い
る
そ
う
で
、

〜
三
斎
流
の
先
生
を
訪
ね
て
〜

伊藤末子先生

そ
の
時
に
、先
生
が
社
中
の
皆
さ
ん
一

人
ひ
と
り
を
思
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
詠
ん

だ
短
歌
を
色
紙
に
書
い
て
プ
レ
ゼ
ン
ト

さ
れ
る
そ
う
で
す
。「
社
中
の
皆
さ
ん
に

と
て
も
恵
ま
れ
ま
し
た
。私
の
方
が
教

え
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、皆
さ
ん
に
感

謝
し
て
い
ま
す
」と
繰
り
返
し
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
、訪
問
さ
せ
て
頂
き
お
話
を
伺

う
中
で
、お
茶
と
い
う
出
会
い
が
人
生

を
ど
ん
な
に
豊
か
に
し
て
い
る
だ
ろ
う

と
改
め
て
実
感
致
し
ま
し
た
。そ
し
て
、

伊
藤
先
生
と
社
中
の
皆
様
が
お
互
い
に

心
の
底
か
ら
信
頼
さ
れ
て
お
り
、と
て

も
仲
の
良
い
家
族
の
様
に
感
じ
、私
も

心
が
温
か
く
な
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、先
生
と
社
中
の
皆
様
に
ご

協
力
頂
き
ま
し
た
事
、心
か
ら
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

先
生
の
益
々
の
ご
健
康
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

（
広
報
部
・
加
儀
信
子
）伊藤社中の皆さんと一緒に

有松絞り竹田家門の前で

「
城
山
八
幡
宮
献
茶
式
と

　 
名
古
屋
の
旅
」に
参
加
し
て

大
山
社
中
　
山
根 

勝
江
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◆
「
薫
風
自
南
来
」

　

先
日
、
出
雲
大
社
大
茶
会
に
参
席
し

五
月
晴
れ
の
新
緑
に
映
え
る
神
苑
の
三

斎
流
担
当
の
茶
席
に
て
、
美
味
し
く
一

服
頂
い
た
。

　

席
の
正
面
床
に
は
、
観
翠
庵
祥
山
宗

匠
揮
毫
の
「
薫
風
自
南
来
」
の
掛
軸
、

兜
型
の
釜
、
季
節
の
花
等
、
い
ず
れ
も

新
緑
の
初
夏
に
ふ
さ
わ
し
い
季
節
感
に

あ
ふ
れ
た
道
具
の
取
り
合
わ
せ
が
な
さ

れ
て
お
り
、
席
担
当
者
の
温
か
い
気
配

り
が
感
じ
ら
れ
、
清
々
し
い
気
持
ち
で

初
夏
を
満
喫
し
た
茶
席
で
あ
っ
た
。

　

絵
画
に
は
健
筆
を
ふ
る
わ
れ
た
祥
山

宗
匠
で
あ
っ
た
が
、
一
行
物
は
珍
し
く

こ
の
軸
は
初
め
て
の
拝
見
で
あ
っ
た
。

軸
に
書
か
れ
て
い
る
文
語
は
、
唐
の
文

崇
皇
帝
に
対
し
て
文
人
の
柳
公
権
が

贈
っ
た
詩
、

　

「
薫
風
自
南
来　

殿
閣
生
微
涼
」

の
一
節
で
、
初
夏
に
吹
く
爽
や
か
な
南

風
が
宮
殿
に
快
適
な
涼
し
さ
を
運
ん
で

く
れ
て
い
る
と
い
う
、
実
に
初
夏
の
茶

席
に
ふ
さ
わ
し
い
一
行
物
の
掛
軸
で

あ
っ
た
。

　

近
年
、
茶
席
を
引
き
締
め
、
雰
囲
気

づ
く
り
に
、
必
要
と
さ
れ
る
掛
軸
で
あ

る
が
、
津
田
宗
達
や
嫡
子
の
宗
及
の
時

代
の
茶
席
で
は
掛
軸
の
な
い
こ
と
が
多

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

元
来
、
茶
道
具
の
主
役
は
、
近
き
道

具
の
第
一
が
茶
入
・
茶
碗
、
第
二
が
水

指
・
建
水
、
第
三
は
茶
杓
、
第
四
が
火

箸
等
と
さ
れ
、
遠
き
道
具
の
第
一
が
花

生
・
釜
、
第
二
を
絵
文
字
と
し
、
掛
軸

は
違
い
物
の
第
一
と
さ
れ
て
い
た
。
千

利
休
の
口
伝
中
に
も
掛
物
は
、
違
い
物

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
掛
軸
自
体
が
一
つ
の
主
体
性

・
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
茶
席
を

一
つ
の
テ
ー
マ
で
演
出
し
よ
う
と
す
る

時
に
、
茶
席
の
主
体
性
・
テ
ー
マ
が
二

つ
あ
っ
て
は
困
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
時
代
が
進
む
に

従
っ
て
掛
軸
は
、
茶
席
の
雰
囲
気
づ
く

り
を
演
出
す
る
大
切
な
道
具
と
し
て
、

重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
祥
山
宗
匠
の
掛
軸
は
、

初
夏
を
迎
え
る
茶
席
の
雰
囲
気
づ
く
り

を
見
事
に
演
出
す
る
、
一
行
物
で
あ
っ

た
。

　

余
談
で
あ
る
が
、
昔
は
法
語
や
和
歌

な
ど
字
数
の
多
い
細
字
の
掛
軸
が
多

か
っ
た
が
時
代
が
進
む
と
と
も
に
、
簡

単
で
字
数
が
少
な
く
読
み
や
す
い
太
字

の
一
行
物
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ

れ
は
学
問
の
深
い
人
が
茶
席
に
多
か
っ

た
の
が
、
し
だ
い
に
学
問
の
浅
い
人
も

多
く
参
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

読
み
や
す
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
だ

と
い
う
話
を
聞
い
た
事
が
あ
る
が
、
さ

て
真
意
の
程
は
。

◆
茶
席
の
主
役

　

よ
く
茶
席
担
当
者
か
ら
、
席
を
設
け

る
に
当
た
っ
て
一
番
悩
む
の
は
、
茶
道

具
の
取
り
合
わ
せ
だ
と
言
う
。
毎
度
同

じ
物
で
な
く
、
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
、

客
の
喜
ぶ
、
珍
し
い
道
具
を
と
、
あ
れ

こ
れ
道
具
揃
え
に
苦
労
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
悩
み
は
、
席
を
担
当
す
る
者
の
普

通
一
般
的
な
心
情
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、

世
間
で
は
こ
れ
を
道
具
茶
だ
と
し
て
、

批
判
す
る
声
も
あ
る
。

　

千
利
休
は
、
あ
る
人
か
ら
ど
ん
な
茶

席
が
よ
い
か
と
聞
か
れ
て
、
「
茶
席
は
、

華
美
に
な
ら
ず
万
事
控
え
目
に
茶
事
を

行
う
べ
し
」
と
答
え
、
次
の
よ
う
に
詠

ん
で
い
る
。

　

釜
一
つ
あ
れ
ば　

茶
の
湯
は

　
　

な
る
も
の
を　

よ
ろ
ず
の
道
具
を

　
　
　

好
む　

は
か
な
さ

　

有
ら
ば
有
り　

無
く
ば
無
き
を
ば

　
　

そ
の
ま
ま
に　

す
る
茶
の
湯
こ
そ

　
　
　

素
直
な
り
け
り

◆
松
平
不
昧
の
茶
の
湯

　

松
平
不
昧
は
、
二
十
歳
の
時
に
書
い

た
茶
書
「
む
だ
ご
と
」
の
中
で
「
茶
の

湯
は
湯
を
沸
か
し
、
茶
を
点
て
る
ば
か

り
な
れ
ど
も
、
そ
の
本
を
知
る
べ
し
。

茶
の
湯
は
一
心
を
修
め
慎
み
、
清
浄
潔

白
を
本
と
し
、
一
和
の
業
を
成
す
こ
と

な
り
。
是
を
も
っ
て
治
む
る
時
は
天
下

国
家
を
治
め
る
助
と
な
る
べ
し
」
と
、

強
い
精
神
論
の
茶
の
湯
を
説
い
て
い
る

が
、
不
昧
の
茶
の
湯
へ
の
姿
勢
に
対
し

て
は
、
文
化
人
・
茶
人
と
し
て
の
高
い

評
価
と
藩
主
と
し
て
の
あ
り
方
に
対
し

て
歴
史
家
の
厳
し
い
評
価
も
あ
り
、
賛

否
両
論
が
あ
る
。

　

先
年
、
出
雲
文
化
伝
承
館
の
館
長
室

に
松
平
家
当
代
御
当
主
（
十
五
代
）
の

松
平
直
壽
公
が
、
突
然
筆
者
を
訪
ね
て

こ
ら
れ
、
び
っ
く
り
し
た
こ
と
が
あ
る
。

伝
承
館
で
は
、
か
つ
て
不
昧
公
展
や
御

当
主
の
講
演
を
お
願
い
し
た
こ
と
が
あ

り
、
松
江
に
来
た
の
で
寄
っ
た
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

　

四
方
山
話
の
中
で
「
島
根
の
歴
史
学

者
ど
も
は
け
し
か
ら
ん
。
不
昧
が
多
く

の
茶
道
具
を
購
入
し
て
領
民
に
迷
惑
を

か
け
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
あ
れ
は
殿

様
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
だ
。
少
し
も
領

民
に
対
し
て
迷
惑
を
か
け
て
お
ら

ん
。
」

と
の
お
叱
り
の
言
葉
が
あ
っ
た
。

　

松
江
藩
六
代
藩
主
松
平
宗
衍
の
時
代

に
は
、
年
収
の
三
倍
に
当
た
る
約
五
十

万
両
の
莫
大
な
借
財
が
あ
っ
て
藩
財
政

は
破
産
寸
前
の
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ

た
。
宗
衍
は
責
任
を
取
っ
て
隠
居
し
、

七
代
治
郷
（
不
昧
）
が
十
七
歳
の
若
さ

で
藩
主
の
座
に
就
く
。

　

混
迷
す
る
藩
政
の
中
、
国
老
の
朝
日

丹
波
は
、
経
費
の
削
減
・
税
の
増
収
・

新
田
開
拓
・
産
業
興
隆
等
の
大
改
革
を

強
引
に
決
行
し
、
藩
政
再
建
に
尽
力
し

た
結
果
、
財
政
は
好
転
し
江
戸
後
期
の

各
藩
の
中
で
も
、
松
江
藩
は
有
数
の
裕

福
な
藩
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

不
昧
の
茶
歴
は
、
青
年
期
の
茶
と
晩

年
期
の
茶
と
は
か
な
り
違
う
の
で
、
前

期
と
後
期
に
分
け
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。

◆「
知
足
」（
足
る
を
知
る
）の
茶

　

青
年
期
時
代
で
は
、
経
費
節
約
を
と

の
朝
日
丹
波
の
練
言
に
対
し
、
「
茶
の

湯
は
、
知
足
を
本
と
な
す
。
社
会
教

化
・
治
国
の
助
と
な
る
な
り
。
」
と
精
神

教
化
の
茶
の
湯
で
あ
っ
て
、
治
国
統
制
の

た
め
に
必
要
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

「
知
足
」
（
足
る
を
知
る
）
の
文
語
は
、

老
子
道
徳
経
に
あ
る
も
の
で
「
自
ら
の

分
相
応
の
と
こ
ろ
で
満
足
す
る
」
と
い

う
東
洋
道
徳
の
重
ん
ず
る
徳
目
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
西
山
松
之
助
氏
は
、

「
知
足
の
論
を
茶
道
の
本
意
と
す
る
の

・
・

・
・
・



（5） 三斎流九曜会だより
は
、
身
分
序
列
の
厳
制
に
跪
圧
す
る
封

建
的
人
生
観
を
自
覚
体
得
す
る
た
め
の

方
便
な
り
」
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

◆
不
昧
の
茶
道
具
蒐
集

　

晩
年
期
に
入
っ
て
藩
財
政
は
好
転
し

豊
か
に
な
る
と
、
不
昧
の
茶
道
観
は
変
化

し
、
次
の
名
句
を
よ
く
染
筆
し
て
い
る
。

　

茶
の
湯
は
、
稲
葉
に
置
け
る

　
　

朝
露
の
如
く　

枯
野
に
咲
け
る

　
　
　

な
で
し
こ
の
よ
う
に

　
　
　
　

あ
り
た
く
候

　

心
境
の
変
化
と
同
時
に
不
昧
の
茶
道

具
蒐
集
が
始
ま
っ
た
。

　

二
十
歳
台
後
半
、
伯
庵
茶
碗
を
五
百

両
、
円
乗
坊
肩
衝
五
百
両
、
喜
左
衛
門

井
戸
五
百
両
等
、
二
十
四
点
を
六
千
両

で
購
入
、
三
十
歳
台
で
は
油
屋
肩
衝
千

五
百
両
を
始
め
十
四
点
を
四
千
両
以
上

で
買
入
れ
、
四
十
歳
台
で
は
小
倉
色
紙

千
両
な
ど
六
十
四
点
を
二
万
両
以
上
の

額
で
購
入
し
て
い
る
。
五
十
六
歳
で
隠

居
す
る
が
、
茶
道
具
の
購
入
は
続
き
、

統
計
す
る
と
十
万
両
以
上
の
支
払
い
が

な
さ
れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

　

不
昧
に
よ
る
茶
道
具
の
蒐
集
は
、
天

下
の
名
器
が
散
失
す
る
の
を
防
ぎ
、
永

く
後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
す
る
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い

る
が
、
ま
た
別
に
、
幕
府
の
大
名
統
制

策
に
よ
り
各
大
名
の
財
力
消
耗
さ
せ
る

た
め
の
圧
力
を
警
戒
し
て
、
蓄
財
を
茶

道
具
に
転
化
し
て
お
く
隠
れ
み
の
で

あ
っ
た
と
の
説
も
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
石
高
一
万
石
以
上

の
領
主
を
大
名
と
呼
ん
で
い
る
が
、
全

国
に
は
三
百
余
家
の
大
名
が
い
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
藩
政
に
す
ぐ
れ
た
実
績

を
残
し
て
名
君
と
呼
ば
れ
た
藩
主
は
数

が
少
な
い
。

　

名
君
と
知
ら
れ
て
い
る
藩
主
は
、
肥

後
の
細
川
重
賢
、
米
沢
の
上
杉
鷹
山
、

秋
田
の
佐
竹
義
和
、
長
州
の
毛
利
重
就

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら

藩
政
史
上
の
名
君
と
し
て
の
不
昧
の
名

は
な
い
。
文
化
人
・
茶
人
と
し
て
の
不

昧
の
功
績
に
は
、
多
大
な
る
賛
意
と
敬

意
が
表
さ
れ
て
い
る
が
、
藩
主
と
し
て

の
不
昧
に
は
、
郷
土
史
家
達
の
厳
し
い

評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
ま

た
事
実
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
不
昧
は
大
名
茶
道
の
到
達

点
を
体
現
し
た
大
茶
人
で
茶
道
史
上
、

さ
ん
然
と
輝
く
功
績
を
有
す
る
人
物
で

あ
り
、
島
根
を
代
表
す
る
歴
史
上
の
人

で
あ
る
こ
と
は
、
衆
人
の
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

来
年
度
、
開
催
さ
れ
る
「
不
昧
公
二

百
年
祭
」
で
は
、
県
民
あ
げ
て
そ
の
功

を
称
え
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

◆
「
お
ら
が
茶
の
湯
」
を
読
む

　

こ
の
文
は
、
近
代
財
界
人
を
代
表
す

る
茶
人
と
し
て
有
名
な
高
橋
箒
庵
が
晩

年
（
昭
和
七
年
）
に
著
わ
し
た
茶
書
で

あ
る
。

　

箒
庵
は
、
三
井
財
閥
で
活
躍
し
た
後

で
余
生
を
趣
味
に
生
き
茶
事
を
親
し
み
、

幅
広
い
和
楽
の
生
活
を
送
っ
た
人
で
、

文
筆
活
動
を
通
し
て
茶
の
湯
の
啓
蒙
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

「
茶
の
湯
は
本
来
趣
味
で
あ
る
。
趣

味
と
し
て
之
を
楽
し
め
ば
、
そ
れ
で
お

ら
は
満
足
す
る
。
本
来
、
茶
室
は
白
紙

で
あ
る
。
そ
の
白
紙
の
上
に
、
お
ら
が

も
つ
茶
の
湯
の
常
識
と
持
っ
て
生
ま
れ

た
自
然
の
美
感
を
生
か
し
て
書
画
器
具

を
も
っ
て
四
季
折
々
、
吉
凶
慶
弔
、
そ

の
他
の
趣
向
を
現
わ
し
、
茶
題
に
適
す

る
一
幅
の
茶
図
を
画
き
出
す
の
が
茶
の

湯
の
趣
味
の
骨
子
で
は
な
い
か
。
茶
道

具
は
価
格
の
高
低
で
は
な
く
て
、
使
い

方
の
工
夫
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
茶
の
湯

の
妙
味
で
あ
る
。
」

　

こ
の
茶
論
に
対
し
て
は
、
各
方
面
か

ら
強
い
反
発
が
あ
っ
た
が
、
精
神
教
化

論
的
な
従
来
の
茶
の
湯
の
考
え
方
を
一

新
す
る
多
角
的
な
視
点
か
ら
み
る
茶
論

で
一
考
を
投
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

◆
茶
席
の
構
成

　

茶
席
の
場
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、

次
の
三
つ
の
関
係
性
が
大
切
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。

　

〇 

人
と
人
の
関
係
性

　
　

（
主
客
の
一
体
感
の
成
立
）

　

〇 

人
と
物
と
の
関
係

　
　

（
よ
く
見
て
観
察
し
、
手
に
取
っ

　
　
　

て
楽
し
む
、
感
覚
を
大
切
に
）

　

〇 

物
と
物
と
の
関
係

　
　

（
道
具
の
取
り
合
わ
せ
、
色
彩
的

　
　
　

バ
ラ
ン
ス
、
季
節
感
と
調
和
感

　
　
　

の
統
一
）

　

以
上
の
三
つ
の
関
係
性
の
調
和
に
、

十
分
配
慮
し
て
「
利
休
七
則
」
に
あ
る

よ
う
に
、
決
し
て
華
美
に
な
ら
ず
、
花

は
野
に
あ
る
よ
う
に
、
夏
は
い
か
に
も

涼
し
く
、
冬
は
い
か
に
も
暖
か
く
、
炭

は
湯
が
沸
く
よ
う
に
置
き
、
刻
限
は
早

め
に
、
降
ら
ず
と
も
雨
の
用
意
を
し
て
、

そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
爽
や
か
な
風
情

を
つ
く
り
、
相
手
の
客
に
十
分
心
し
て

飲
み
加
減
の
よ
い
よ
う
に
茶
を
点
て
る
、

こ
の
こ
と
が
茶
席
で
は
一
番
肝
要
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

主
客
の
一

体
感
は
、
意

図
的
に
無
理

を
し
て
迎
合

し
よ
う
と
す

る
の
で
は
な

く
、
お
の
ず

と
自
然
に
互

い
の
心
に
叶

う
よ
う
に
雰

囲
気
づ
く
り

に
努
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。

　

細
川
幽
斎
が
、
あ
る
茶
席
に
招
か
れ

た
が
、
あ
ま
り
に
も
過
度
な
興
の
演
出

に
対
し
て
、
す
べ
て
何
事
も
過
ぎ
る
こ

と
は
よ
く
な
い
、
事
足
ら
ぬ
と
こ
ろ

に
風
流
が
あ
る
と
、
次
の
歌
を
詠
ん

で
静
か
に
、
た
し
な
め
た
と
言
う
。

　

清
見
潟
、
雲
も
ま
よ
わ
ぬ

　
　

浪
の
上
に
、
月
の
く
ま
な
る

　
　
　

千
鳥
か
な

　
　
（
月
光
の
美
し
さ
を
隠
す
ま
い
と　

　
　

 

雲
で
さ
え
、姿
を
見
せ
な
い
で
い　

　
　

る
の
に
、そ
の
月
に
影
を
さ
す

　
　

出
す
ぎ
る
千
鳥
の
心
な
い
こ
と
よ
）

　

い
ろ
い
ろ
と
多
面
的
な
論
議
は
あ
る

が
結
局
、
茶
席
の
基
本
は
、
相
手
の
お

客
に
対
し
て
、
き
め
細
か
な
気
配
り
と

暖
か
い
思
い
や
り
、
お
も
て
な
し
の
心

を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
で
、

自
然
な
主
客
一
体
の
茶
席
の
構
成
こ
そ

が
本
意
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
、
な
か
ろ

う
か
。

◆
追
記

　

最
近
、
急
速
に
老
化
し
て
至
っ
て
筆

が
進
ま
な
い
現
状
で
あ
る
が
、
広
報
部

か
ら
強
い
依
頼
で
や
む
を
え
ず
、
手
許

の
茶
書
を
読
み
、
そ
の
寸
感
を
綴
っ
て

み
た
が
、
残
念
な
が
ら
的
を
得
な
い
拙

文
と
な
り
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。

　

結
局
、
肩
の
こ
ら
な
い
、
気
軽
な
楽

し
い
茶
の
湯
を
皆
で
楽
し
み
ま
し
ょ
う

と
い
う
事
を
、
述
べ
た
か
っ
た
次
第
で

あ
る
。

不昧筆　茶の湯の文

利休茶の湯の意



北島建孝国造様

米寿の祝福を授与された方々
辰村　栄様　杉原　昭子様
清水幹子様　松本 すずえ様

亀山会館の薄茶席

茶席担当の皆様

本殿西側庭園での拝服席

松江城二の丸薄茶席

（6）三斎流九曜会だより
平
成
二
十
八
年
七
月
十
日
㈰

ホ
テ
ル
武
志
山
荘

担
当
　
役
員
、
事
業
部
、
直
門
（
薄
茶
席
）

　

平
成
二
十
八
年
度
総
会
が
、
ホ
テ
ル

武
志
山
荘
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
林
会
長
様
、
宗
浦
御
家
元
の
ご

挨
拶
に
続
き
、
二
十
七
年
度
の
事
業

及
び
決
算
報
告
、
二
十
八
年
度
の
事
業

計
画
、
予
算
書
の
審
議
が
承
認
可
決
さ

れ
ま
し
た
。
米
寿
の
会
員
の
紹
介
と
お

祝
い
、
今
回
新
た
に
開
設
し
た
三
斎
流

九
曜
会
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ス
ク

リ
ー
ン
で
の
紹
介
等
が
あ
り
ま
し
た
。

　

午
後
は
、
出
雲
大
社
出
雲
国
造
・
北

島
建
孝
様
に
よ
る
「
出
雲
と
伊
勢
」
と

題
し
た
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

献
茶
式
・
午
前
十
時
よ
り

平
成
二
十
八
年
九
月
十
一
日
㈰

【
濃
茶
席
】

北
島
国
造
館
　
奥
書
院

担
当
　
　
　
直
門

来
客
者
数
　
一
七
二
名

　

北
島
国
造
館
に
細
川
護
光
様
ご
夫
妻

を
お
迎
え
し
て
、
三
十
周
年
記
念
の
亀

山
茶
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
書
院

に
て
、
濃
茶
席
を
担
当
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

　

床
の
古
銅
花
入
に
は
酔
芙
蓉
が
活
け

ら
れ
、
そ
の
白
さ
に
楚
々
と
し
た
趣
を

感
じ
ま
し
た
。
一
席
終
っ
た
後
、
本
殿

に
て
家
元
様
の
献
茶
が
厳
か
に
行
わ

れ
、
そ
の
後
、
私
達
は
水
屋
で
服
加
減

を
思
案
し
な
が
ら
夢
中
で
お
茶
を
練
っ

て
お
り
ま
し
た
。
午
後
に
な
り
、
ふ
と

床
を
見
る
と
、
白
か
っ
た
酔
芙
蓉
が
ピ

ン
ク
に
変
わ
っ
て
い
て
、
張
り
つ
め
て

い
た
緊
張
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
様

で
し
た
。
三
十
周
年
と
い
う
緊
張
の
中

に
も
、
和
や
か
さ
を
感
じ
る
お
茶
会
と

な
り
ま
し
た
。

【
薄
茶
席
】

北
島
国
造
館
　
亀
山
会
館

担
当
　
　
　
お
ん
ぼ
ら
会

来
客
者
数
　
二
一
九
名

　

お
ん
ぼ
ら
会
は
、
中
川
会
長
を
中
心

と
し
た
、
今
年
で
十
五
周
年
を
迎
え
る

会
で
す
。
家
元
様
よ
り
亀
山
茶
会
三
十

周
年
の
お
祝
い
の
茶
会
の
薄
茶
席
担
当

を
と
、
厳
し
い
お
言
葉
を
頂
き
ま
し

た
。
平
均
年
齢
が
も
う
す
ぐ
古
希
と
い

う
、
お
点
前
等
殆
ど
し
た
事
も
な
い
会

で
す
が
、
残
さ
れ
た
二
ヶ
月
余
り
を
、

家
元
様
・
典
子
先
生
の
特
訓
に
特
訓
を

重
ね
、
さ
つ
き
会
・
さ
く
ら
会
の
支
援

を
受
け
臨
み
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
一

生
懸
命
に
す
る
こ
と
で
、
心
が
一
つ
に

な
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

　

御
来
賓
の
皆
様
、
お
客
様
の
暖
か
い

応
援
を
頂
き
、
お
ん
ぼ
ら
会
の
面
々

の
真
摯
な
態
度
が
雰
囲
気
を
盛
上

げ
、
拍
手
ま
で
頂
い
た
事
は
望
外
の

喜
び
で
し
た
。

【
拝
服
席
】

北
島
国
造
館
　
庭
園

担
当
　
　
　
直
門

来
客
者
数
　
二
三
七
名

　

今
年
は
、
三
十
周
年
記
念
の
亀
山
茶

会
と
し
て
庭
園
に
拝
服
席
が
設
け
ら

れ
、
直
門
八
名
で
担
当
し
ま
し
た
。
お

点
前
は
随
時
、
盆
点
前
を
し
ま
し
た
。

「
初
め
て
見
る
点
前
」
と
見
入
っ
て
い

る
お
客
様
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

当
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
す
ぎ
、
風
の

通
ら
な
い
テ
ン
ト
の
内
の
水
屋
は
高
温

と
な
り
、
水
分
補
給
を
し
な
が
ら
担
当

者
一
同
、
何
と
か
無
事
終
え
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
㈯
・
二
日
㈰

松
江
城
山
二
の
丸
　

担
当
　
大
田
・
米
子
・
安
来
・

　
　
　
野
々
村
社
中
・
加
茂
会

来
客
者
数
　
一
日
　
六
六
七
名

　
　
　
　
　
二
日
　
七
四
五
名

　
「
国
宝
が
、
お
茶
に
染
ま
る
二
日
間
」

の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
も
と
、
三
十
三

回
目
の
松
江
城
山
茶
会
を
担
当
さ
せ
て

戴
く
事
と
な
り
、
大
変
責
任
を
感
じ
な

が
ら
の
準
備
で
し
た
。
秋
雨
前
線
の
停

滞
で
毎
日
雨
、
準
備
の
日
も
当
日
も
雨

で
、
ま
る
で
泥
濘
を
歩
い
て
い
る
様
で

し
た
が
、
沢
山
の
皆
様
に
入
席
し
て
頂

き
ま
し
た
。

　

席
に
入
っ
た
途
端
、
茶
席
と
軸
・
花
の

雰
囲
気
が
と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
、一
緒
に

野
立
て
を
味
わ
っ
て
い
る
様
だ
と
の
好

評
を
頂
き
、
大
変
嬉
し
く
感
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
他
社
中
の
方
の
や
り
方
を
学

ぶ
こ
と
が

出
来
勉
強

に
な
り
、

複
数
社
中

で
席
を
持

つ
の
も
刺

激
を
受
け

て
、
良
い

も
の
だ
と

感
じ
ま
し

た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
九
日
㈯

一
畑
寺
　
東
陽
坊
茶
室

担
当
　
　
　
下
垣
・
山
田
社
中

来
客
者
数
　
三
三
一
名

　

第
二
十
一
回
一
畑
寺
茶
会
は
、
最
悪

の
天
気
予
報
で
し
た
が
、
予
報
を
裏
切

り
一
席
目
か
ら
錦
織
り
な
す
晩
秋
の
茶

会
と
な
り
ま
し
た
。
二
百
メ
ー
ト
ル
の

山
に
あ
る
東
陽
坊
か
ら
見
下
ろ
す
大
自

然
の
美
し
さ
は
、
お
客
様
は
も
と
よ
り

○
九
曜
会
総
会

○
亀
山
茶
会

○
松
江
城
大
茶
会

○
一
畑
寺
茶
会

九
曜
会
事
業
報
告

〈
平
成
二
十
八
年
七
月
〜
平
成
二
十
九
年
六
月
〉



茶席担当の皆様

松籟亭呈茶席

茶席担当の皆様三斎忌 富士の間 薄茶席

茶席担当の皆様

道場書院の薄茶席

（7） 三斎流九曜会だより
我
々
を
別
世
界
に
誘
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

初
炉
、
お
点
前
は
長
板
三
段
を
披
露

い
た
し
ま
し
た
。
お
菓
子
は
、
織
部
上

用
、
他
流
と
の
流
れ
を
気
遣
い
三
十
分
で

の
入
れ
替
え
で
し
た
。
待
合
と
の
連
絡
等

を
し
て
頂
い
た
事
業
部
の
受
付
の
皆
さ

ん
の
協
力
に
、
感
謝
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

歴
代
の
お
家
元
の
道
具
に
見
守
ら
れ

な
が
ら
、
「
随
處
作
主
」
社
中
一
同
十

二
名
は
、
与
え
ら
れ
た
役
目
を
終
え
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
七
日
㈰

出
雲
文
化
伝
承
館
　
松
籟
亭

担
当
　
　
　
加
儀
社
中
・
大
野
社
中

来
客
者
数
　
三
三
六
名

　

あ
い
に
く
の
雨
模
様
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
沢
山
の
方
々
に
お
い
で
頂
き
、
ま

た
、
お
子
様
連
れ
も
多
く
、
賑
や
か
な

呈
茶
席
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

「
心
清
百
事
佳
」
と
い
う
お
軸
を
掛

け
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
ど
な
た
に

も
わ
か
り
易
い
こ
と
も
あ
り
、
お
子
様

達
に
も
興
味
深
く
見
て
頂
い
た
よ
う
に

○
三
斎
忌

○
出
雲
和
文
化
ま
つ
り

思
い
ま
す
。
特
に
、
お
子
様
達
の
キ
ラ

キ
ラ
し
た
目
を
見
て
、
和
文
化
の
明
る

い
未
来
を
見
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

秋
も
深

ま
っ
た
松
籟

亭
の
お
庭
を

眺
め
な
が
ら

の
一
服
を
、

楽
し
ん
で
戴

け
た
の
で
は

な
い
か
と

思
っ
て
お
り

ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
四
日
㈰

【
濃
茶
席
】

観
翠
庵
道
場
　
松
霞
亭

担
当
　
　
　
山
崎
社
中

来
客
者
数
　
五
二
名

　

久
し
振
り
に
三
斎
忌
の
濃
茶
席
を
担

当
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
午
前
中
は
お

天
気
も
良
く
、
お
客
様
に
気
持
ち
よ
く

過
ご
し
て
戴
け
た
と
思
い
ま
す
が
、
午

後
は
雨
と
な
り
ま
し
た
。

　

此
の
度
は
「
お
も
て
な
し
の
心
」
を
念

頭
に
、「
お
い
し
い
お
茶
を
差
し
上
げ
ま

し
ょ
う
」「
一
手
差
し
出
す
事
を
た
め
ら

わ
な
い
で
」
を
心
が
け
ま
し
た
。
し
か

し
、
茶
席
を
進
め
る
な
か
で
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
や
タ
イ
ミ
ン
グ
の
難
し
さ
を

学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
降
ら
ず
と
も

雨
用
意
」
の
心
を
、
身
を
も
っ
て
体
験
致

し
ま
し
た
。
こ
の
教
え
を
守
っ
て
社
中

一
同
精
進
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
し
た
。

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場
　
富
士
の
間

担
当
　
　
　
佐
藤
社
中

来
客
者
数
　
六
〇
名

　

初
冬
の
三
斎
忌
「
富
士
の
間
」
の
薄

茶
席
に
は
、
法
要
前
後
の
五
席
に
朝
山

一
玄
師
、
宗
浦
家
元
を
始
め
、
多
く
の

皆
様
に
お
通
り
戴
き
ま
し
た
。

　

床
に
は
三
斎
公
の
「
柿
の
文
」
、
古

小
代
の
花
入
に
土
佐
水
木
・
磯
菊
を
入

れ
、
達
磨
香
合
と
共
に
飾
り
ま
し
た
。

　

茶
碗
は
高
田
筒
、
上
野
、
小
代
と
共

に
、
長
岡
空
権
作
祥
山
宗
匠
筆
の
立
鶴
の

筒
、
こ
れ
は
、
三
斎
公
が
将
軍
家
光
公
か

ら
の
拝
領
品
「
御
本
立
鶴
」
に
因
む
物
。

　

茶
杓
は
三
斎
公
の
「
黒
鶴
写
」
を
仙

台
埋
木
で
模
し
た
物
、
柿
形
薄
器
は
宗

浦
家
元
直
書
の
良
寛
の
歌
な
ど
、
三
斎

公
に
関
す
る
道
具
組
と
し
、
流
祖
を
偲

ぶ
茶
席
と
な
れ
ば
と
考
え
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
五
日
㈯

出
雲
文
化
伝
承
館
　
松
籟
亭

担
当
　
　
　
今
岡
・
杉
山
社
中

来
客
者
数
　
四
三
五
名

　

冬
の
厳
し
い
寒
さ
を
越
し
、
や
っ
と

春
ら
し
く
な
っ
た
三
月
末
、
出
雲
の
春

の
風
物
行
事
と
な
っ
た
早
春
の
茶
会
は

二
十
五
回
記
念
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の

記
念
す
べ
き
年
に
担
当
さ
せ
て
頂
い
た

事
、
深
く
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。

　

当
日
は
好
天
に
恵
ま
れ
、
木
々
や
苔

の
緑
の
美
し
い
松
籟
亭
に
て
、
宗
育
宗

匠
様
を
は
じ
め
四
百
五
十
人
近
く
の
お

客
様
を
迎
え
、
二
社
中
が
心
を
一
つ
に
し

て
、
無
事
に
終
え
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

　

大
寄
せ
の
茶
会
で
は
今
年
初
め
て
の

茶
会
、
そ
し
て
早
春
の
雰
囲
気
を
感
じ

て
頂
け
る

設
え
で
、

春
を
迎
え

た
喜
び
を

楽
し
ん
で

頂
き
、
好

評
で
和
や

か
な
席
と

な
り
ま
し

た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
九
日
㈯

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場
　
書
院
の
間

担
当
　
　
　
大
平
・
山
本
社
中

来
客
者
数
　
二
三
七
名

　

古
木
が
繁
る
観
翠
庵
に
立
つ
瀟
洒
な

茶
室
は
、
新
樹
の
季
節
を
迎
え
て
山
居

の
趣
が
あ
り
ま
す
。
木
漏
れ
の
日
差
し

も
優
し
く
て
、
和
や
か
に
お
迎
え
し
た
い

と
、一
同
心
を
合
わ
せ
て
臨
み
ま
し
た
。

　

宗
育
宗
匠
、
会
長
様
は
じ
め
先
達
の

先
生
方
、
多
く
の
方
に
お
越
し
頂
き
、

混
雑
も
な
く
席
入
り
頂
け
た
事
は
喜
び

で
し
た
。
事
業
部
の
協
力
で
水
屋
方
も

安
心
、
運
び
方
も
ス
マ
ー
ト
に
出
来
、

静
寂
の
内
に
日
頃
の
稽
古
の
成
果
が
現

れ
、
皆
様
に
喜
ん
で
頂
け
た
、
い
い
一

日
と
な
り
ま
し
た
。

　

ご
協
力
頂
い
た
皆
様
に
深
く
感
謝
い

た
し
ま
す
。

○
新
樹
の
茶
会

○
早
春
の
茶
会



（8）三斎流九曜会だより
【
薄
茶
席
】

観
音
寺
書
院

担
当　
　
　

伊
藤
・
杉
原
社
中

来
客
者
数　

二
二
六
名

　

新
緑
も
爽
や
か
な
好
天
に
恵
ま
れ

て
、
恒
例
と
な
り
ま
し
た
新
樹
の
茶
会

が
、
広
く
一
般
の
方
に
も
心
待
ち
に
さ

れ
、
昨
年
の
二
十
回
記
念
よ
り
観
音
寺

書
院
の
方
も
薄
茶
席
と
な
り
、
よ
り
気

軽
に
皆
様
に
お
茶
席
を
楽
し
ん
で
頂
け

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

道
場
の
席
担
当
の
方
と
も
連
絡
を
密

に
と
り
、
お
点
前
・
お
道
具
の
取
り
合

わ
せ
等
、
御
家
元
の
指
導
を
受
け
な
が

ら
、
お
陰
様
で
無
事
好
評
の
内
に
終
わ

る
事
が
出
来
ま
し
た
。

　

何
よ
り
も
二
人
の
先
生
方
は
九
十
歳

以
上
で
す
が
、
お
元
気
で
席
担
当
社
中

の
私
達
を
し
っ
か
り
と
、
ご
指
導
く
だ

さ
い
ま
し
た
事
を
嬉
し
く
、
そ
し
て
感

謝
の
気
持
ち
で
一
杯
で
す
。
有
難
う
ご

ざ
い
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
五
月
四・五
日（
木
・
金
）

松
江
城
山
二
の
丸

担
当　
　
　

大
田
・
米
子
・
安
来
社
中

来
客
者
数　

一
五
七
名
・
一
四
七
名

　

風
薫
る
五
月
松
江
春
茶
会
が
城
山
で

催
さ
れ
、
米
子
・
安
来
・
大
田
社
中
が

参
加
致
し
ま
し
た
。
一
席
二
十
名
の
席

が
二
か
所
設
け
ら
れ
、
静
か
な
雰
囲
気

の
中
、
久
し
振
り
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た

進
み
具
合
で
、
迎
え
る
方
も
ゆ
と
り
が

持
て
た
様
に
感
じ
ま
し
た
。
時
季
を
迎

え
た
「
な
ん
じ
ゃ
も
ん
じ
ゃ
」
の
花
も
、

満
開
で
色
を
添
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

弘
前
市
か
ら
観
光
で
来
ら
れ
た
方
が

「
出
雲
の
方
に
こ
ん
な
に
丁
寧
な
お
点

前
が
あ
る
事
を
知
り
、
良
い
旅
が
出
来

た
」
と
喜
ん
で
頂
き
、
一
同
気
持
ち
が

潤
い
ま
し
た
。
知
事
様
ご
夫
妻
も
み
え

ら
れ
最
後
の
席
を
締
め
て
頂
き
、
何
と

か
無
事
に
終
了
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
五・
十
六
日（
月
・
火
）

出
雲
大
社
神
苑
西

担
当　
　
　

辰
村・福
間・沼
社
中

来
客
者
数　

四
〇
四
名・三
四
八
名

　

床
に
は
、
祥
山
宗
匠
の
お
軸
「
薫
風

自
南
来
」
。
時
折
、
五
月
の
さ
わ
や
か

な
風
が
茶
席
を
吹
き
抜
け
、
穏
や
か
な

二
日
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
い
つ
も

よ
り
お
客
様
は
少
な
か
っ
た
様
で
す

が
、
着
物
姿
の
外
国
の
女
性
や
、
遠
方

よ
り
参
拝
に
お
い
で
に
な
っ
た
方
々
な

ど
、
ゆ
っ
く
り
と
三
斎
流
の
お
茶
を
楽

し
ん
で
頂
け
た
と
思
い
ま
す
。

　

お
菓
子
の
「
新
緑
」
は
、
こ
の
季
節

に
相
応
し
い
味
わ
い
だ
と
、
好
評
で
し

た
。

　

九
曜
会
か
ら
も
お
手
伝
い
頂
き
、
三

社
中
協
力
し
あ
っ
て
、
無
事
に
お
茶
会

を
終
え
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
五
日
㈰

出
雲
文
化
伝
承
館　

松
籟
亭

担
当　
　
　

研
修
部

参
加
人
数　

五
六
名

　

今
年
度
も
、
山
崎
智
恵
子
先
生
に
説

明
を
し
て
頂
い
た
上
で
、
「
二
つ
茶
碗

(

主
茶
碗
は
筒
茶
碗)

・
棗
は
金
輪
寺
・

一
閑
人
蓋
置
」
の
点
前
講
習
を
行
い
ま

し
た
。
「
客
ぶ
り
」
に
つ
き
ま
し
て

は
、
大
寄
の
茶
会
の
想
定
で
行
い
ま
し

た
が
、
席
に
よ
る
違
い
も
あ
り
、
経
験
を

積
む
事
の
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

午
後
は
ア
ン
ケ
ー
ト
で
希
望
の
多

か
っ
た
「
掛
物
」
に
つ
い
て
家
元
様
か

ら
講
義
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。
掛
け

方
・
し
ま
い
方
・
床
の
間
と
の
つ
り
合

い
・
花
と
の
つ
り
合
い
等
に
つ
い
て
、

実
習
を
交
え
て
和
気
藹
々
の
雰
囲
気
の

中
で
丁
寧
に
お
教
え
頂
き
、
茶
の
湯
の

奥
深
さ
を
感
じ
た
一
日
で
し
た
。

　

今
号
も
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
、
無

事
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

巻
頭
に
は
三
十
周
年
記
念
亀
山
茶

会
、
三
斎
流
と
し
て
は
初
め
て
と
な
る

城
山
八
幡
宮
（
名
古
屋
）
で
の
献
茶

式
、
シ
リ
ー
ズ
先
達
訪
問
等
を
紹
介
、

報
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

担
当
の
皆
様
方
の
お
茶
会
当
日
の
写

真
撮
影
を
は
じ
め
、
茶
席
報
告
書
等
の

ス
ム
ー
ズ
な
ご
提
出
無
く
し
て
九
曜
会

だ
よ
り
作
成
も
成
し
得
ま
せ
ん
で
し

た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
、
改
め
て
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

定
期
的
に
広
報
部
会
を
開
き
、
よ
り

充
実
し
た
紙
面
を
と
話
し
合
い
を
重
ね

な
が
ら
発
行
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。
九
曜
会
だ
よ
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
、
お
気
付
き
の
点
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
遠
慮
無
く
ご
意
見
を
お
願
い
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
ご
指
導
、
ご
協
力
の
程
宜

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
（
加
儀
信
子
）

編
集
後
記

○
松
江
春
茶
会

○
出
雲
大
社
大
茶
会

○
講
習
会

祝
・
米
寿 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

観音寺書院の薄茶席

茶席担当の皆様

茶席担当の皆様

家元様から講義を熱心に受ける会員
　

今
年
度
は　

内
藤　

友
子
様
一
名

昭
和
五
年
生
れ（
山
本
社
中
）

☆
末
永
い
ご
健
康
と
ご
多
幸
を

　
　
　
　
　

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。




