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新
時
代
の
幕
開
け

初
春
の
令
月
に
し
て

氣
淑
く
風
和
ぎ

梅
は
鏡
前
の
粉
を
披
き

蘭
は
珮
後
の

香
を
薫
す

観
音
寺
本
堂
に
於
い
て

宗
浦
家
元
に
よ
る
供
茶
式
と
お
茶
会

宗浦家元筆

家元による供茶（観音寺本堂）

山田無文老大師と宗瑞宗匠

在りし日の宗瑞宗匠

　

平
成
三
十
年
十
月
二
十
八
日
、
観
音
寺
本
堂
に

お
い
て
宗
瑞
忌
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
（
家
元
行

事
）
。
二
十
五
回
忌
に
あ
た
る
今
回
は
、
宗
浦
家

元
に
よ
る
供
茶
も
行
わ
れ
、
参
列
者
は
、
宗
瑞
宗

匠
の
在
り
し
日
の
面
影
を
偲
ん
で
い
ま
し
た
。

　

昭
和
五
十
年
に
三
斎
流
家
元
の
道
統
を
継
承
さ

れ
、
山
田
無
文
老
大
師
に
つ
い
て
修
行
。
帰
雲
後

は
、
多
く
の
門
弟
の
指
導
や
、
県
内
の
み
な
ら
ず

遠
く
県
外
へ
も
積
極
的
に
赴
き
、
数
多
く
の
茶
会

や
献
茶
式
を
催
行
し
、
三
斎
流
の
振
興
発
展
、
拡

充
に
努
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
姿
は
「
攻
め
の

茶
」
の
様
相
を
呈
し
、
流
発
展
へ
の
大
き
な
礎
と

な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
平
成
六
年
、
六
十
歳
の
若
さ
で
急

逝
。
そ
の
突
然
の
訃
報
に
関
係
者
一
同
は
驚
き
、

悲
し
み
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

改
元
の
年
、
改
め
て
宗
瑞
宗
匠
の
遺
徳
を
振
り

返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

十
九
代
家
元
　
観
翠
庵
二
代

（
昭
和
十
年
生
ま
れ
〜
平
成
六
年
）

森
山
宗
瑞
宗
匠

昭
和
五
十
年

昭
和
五
十
一
年

昭
和
五
十
一
年

昭
和
五
十
三
年

昭
和
五
十
四
年

昭
和
五
十
九
年

昭
和
六
十
年

昭
和
六
十
一
年

三
斎
流
家
元
の
道
統
継
承

元
妙
心
寺
管
長
山
田
無
文
老
大

師
に
つ
い
て
参
禅
。

「
祥
峰
宗
瑞
」
の
安
名
を
授
か

る
。

唯
一
、
出
雲
に
伝
え
ら
れ
た
三

斎
流
の
奥
儀
を
守
り
引
き
継

ぐ
。

同
時
に
各
地
で
献
茶
式
を
催
行

し
、
三
斎
流
の
振
興
発
展
に
尽

力
し
た
。

有
馬
・
山
田
無
文
老
大
師

喜
寿
茶
会

奈
良
・
中
宮
寺
茶
会

名
古
屋
・
明
治
村
茶
会

有
馬
・
山
田
無
文
老
大
師

傘
寿
茶
会

京
都
・
大
徳
寺
高
桐
院
に
て

三
斎
公
三
百
四
十
年
遠
忌
茶
会

博
多
・
聚
美
茶
会

第
一
回
出
雲
大
社
北
島
国
造
館

亀
山
茶
会

観
翠
庵
宗
瑞
宗
匠
二
十
五
回
忌
法
要
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る
そ
の
ま
ま
が
永
遠
だ
、
と
い
っ
て

お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て

み
て
、
一
日
一
日
を
力
い
っ
ぱ
い
真

剣
に
生
き
て
い
く
努
力
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
き
ょ
う
と
い
う
日
は
一

生
の
内
で
二
度
と
あ
り
ま
せ
ん
。
う

か
つ
に
過
ご
せ
ま
せ
ん
。
今
と
い
う

時
間
、
き
ょ
う
と
い
う
日
、
こ
こ
と

い
う
場
所
を
大
切
に
し
て
生
活
が
で

き
る
た
め
に
、
少
し
で
も
充
実
し
た

も
の
に
す
る
た
め
に
、
お
茶
を
学
ぶ

意
味
を
か
み
し
め
た
い
も
の
で
す
。

（2）三斎流九曜会だより
お
茶
を
学
ぶ
意
味

観
翠
庵
　
　
森
山
佳
朋

　

新
緑
の
こ
ろ
に
な
る
と
茶
事
で
お
客

を
招
く
機
会
が
多
く
な
っ
て
き
ま
す
。

お
茶
を
楽
し
む
も
の
は
、
花
が
咲
く
と

花
の
下
で
一
服
お
茶
が
ほ
し
く
な
り
、

竹
の
子
や
わ
ら
び
が
出
る
よ
う
に
な
る

と
香
り
の
も
の
が
採
れ
ま
し
て
と
お
茶

事
に
招
き
た
く
な
る
。
お
客
を
招
い
て

茶
事
を
す
る
こ
と
は
、
茶
の
道
を
習
う

も
の
に
と
っ
て
一
番
の
楽
し
み
で
あ

り
、
ま
た
日
頃
た
く
わ
え
た
実
力
を
あ

り
っ
た
け
発
揮
で
き
る
発
表
会
で
も
あ

り
ま
す
。

　

お
客
を
招
い
て
真
心
こ
め
て
お
も
て

な
し
を
す
る
。
内
外
を
く
ま
な
く
掃
除

し
清
め
て
、道
具
を
飾
る
。
打
水
を
し
、

炭
を
い
け
釜
を
懸
け
、
花
を
い
け
香
を

た
く
。
清
め
改
め
ら
れ
た
茶
室
に
坐
し

て
茶
碗
を
手
に
し
た
と
き
、
し
み
じ
み

茶
を
学
ぶ
幸
せ
が
こ
み
あ
げ
て
ま
い
り

ま
す
。

　

お
茶
事
を
す
る
た
め
に
掃
除
を
し
、

掃
除
が
行
き
届
い
て
客
を
招
く
。
め
い

め
い
の
仕
事
や
暮
ら
し
は
違
っ
て
い
て

も
、お
茶
を
学
ぶ
た
め
に
箒
を
手
に
し
、

雑
巾
で
拭
き
清
め
よ
と
先
ず
教
わ
る
。

茶
筅
や
茶
碗
で
な
く
て
、
自
分
の
家
庭

で
は
持
つ
こ
と
も
な
い
箒
や
雑
巾
を
手

に
せ
よ
と
教
え
ら
れ
る
の
は
、
一
体
何

を
学
び
何
を
得
る
た
め
な
の
か
。
掃
い

た
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
葉
が
落
ち
、
花

が
散
る
。露
地
の
掃
除
に
終
了
は
な
い
。

　

誠
心
誠
意
の
茶
事
を
す
る
こ
と
は
、

茶
道
の
根
本
に
あ
る
〝
清
ら
か
〞
な
も

の
に
近
づ
く
た
め
の
努
力
で
あ
り
、
が

ん
ば
り
で
す
。
み
ん
な
が
持
っ
て
い
る

美
し
い
心
の
あ
り
っ
た
け
を
さ
ら
け
出

し
て
主
客
一
体
の
お
茶
が
で
き
る
よ
う

に
、
そ
れ
が
毎
日
の
生
活
に
持
続
で
き

る
よ
う
に
学
ば
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

で
す
。

　

昔
、
中
国
に
大
竜
と
い
う
坊
さ
ん
が

い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
雲
水
（
修
行
中

の
僧
）
が
た
ず
ね
ま
し
た
。「
い
か
な

る
か
是
れ
堅
固
法
身
（
ほ
っ
し
ん
）」。

〝
堅
固
〞
と
は
堅
い
こ
と
で
す
。
悟
り

を
開
く
と
不
生
不
滅
、
生
ま
れ
た
で
も

な
け
れ
ば
死
ぬ
で
も
な
い
、
永
遠
の
命

が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の

永
遠
の
命
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す

か
、
と
た
ず
ね
た
の
で
す
。
す
る
と
大

竜
和
尚
は
答
え
ま
し
た
。「
山
花
開
い

て
錦
に
似
た
り
、
澗
水
（
か
ん
す
い
）

湛
え
て
（
た
た
え
て
）
藍
の
如
し
」。

山
桜
が
パ
ッ
と
錦
の
よ
う
に
咲
い
て

パ
ッ
と
散
っ
て
い
く
。
そ
の
短
い
命
の

中
に
永
遠
が
あ
る
の
だ
。〝
澗
水
〞
、

谷
川
は
真
っ
青
に
湛
え
て
水
は
少
し
も

動
か
ん
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
休
み

な
し
に
流
れ
て
い
る
。
そ
の
動
い
て
い

和
顔
愛
語

杉
原
昭
子

〝
時
鳥
こ
え
乃
ゆ
く
え
や
う
ら
の
浪
〞

　

こ
れ
は
、
宗
瑞
宗
匠
が
お
茶
盌
に
書

い
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。
い
つ
か

直
門
会
で
寿
康
窯
へ
実
習
を
兼
ね
て
遊

び
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
、
素
焼
き
の
茶
盌
に
紫
露
草
を

描
い
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
へ
宗
匠
が

回
っ
て
来
て
、
私
の
描
い
た
紫
露
草
が

目
立
つ
よ
う
に
正
面
に
し
、回
り
へ
う
っ

す
ら
と
こ
の
歌
を
書
き
添
え
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
こ
の
季
節
が
来
る
度
に
、

こ
の
茶
盌
を
出
し
、
宗
匠
の
優
し
い
心

づ
か
い
に
感
謝
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。

　

縁
あ
っ
て
、
直
門
に
入
り
宗
瑞
宗
匠

の
許
で
お
稽
古
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

生
来
、
不
器
用
な
私
は
、
順
序
や
恰
好

ば
か
り
気
を
と
ら
れ
、
お
ぼ
つ
か
な
い

お
点
前
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

あ
る
時
、
宗
匠
が
「
お
茶
は
心
が
い

ち
ば
ん
だ
か
ら
気
に
し
な
く
て
も
い
い

よ
。」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
宗

匠
の
寛
容
な
お
人
柄
に
支
え
ら
れ
、
い

つ
し
か
茶
の
湯
が
私
の
唯
一
の
生
甲
斐

に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

私
が
家
元
に
入
門
し
た
頃
は
、
未
だ

印
刷
技
術
が
今
の
よ
う
に
進
ん
で
お
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
お
稽
古
が
終
わ
っ
た

後
、
案
内
状
を
ガ
リ
版
と
謄
写
版
で
仕

上
げ
ま
し
た
。
宗
匠
は
、
来
賓
様
へ
の

招
待
状
を
自
ら
お
筆
で
お
書
き
に
な
り

ま
し
た
。大
ら
か
な
文
字
、心
の
こ
も
っ

た
お
言
葉
。
い
つ
も
感
激
し
ま
し
た
。

　

お
陰
様
で
側
で
お
手
伝
い
さ
せ
て
頂

い
た
事
は
、
本
当
に
有
難
く
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
ご
家
族
様
の
気
配
り
に
も

深
く
感
謝
し
て
い
ま
す
。

い
つ
も
暖
か
い
宗
匠
の
お
姿

福
間
喜
代
美

　

親
戚
の
者
に
連
れ
ら
れ
、
観
音
寺
境

内
に
あ
る
道
場
の
門
を
叩
い
て
か
ら
そ

ろ
そ
ろ
四
十
五
年
に
な
り
ま
す
。
宗
瑞

宗
匠
が
亡
く
な
ら
れ
る
平
成
六
年
ま
で

の
間
に
は
、
結
婚
、
出
産
等
で
お
休
み

し
て
い
た
時
期
も
あ
り
、
宗
瑞
宗
匠
に

ご
指
導
い
た
だ
い
た
年
数
は
そ
ん
な
に

多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
時
間
は

と
て
も
濃
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
稽
古
の
日
が
本
当
に
待
ち
遠
し

く
て
、
一
日
も
休
ま
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
位
、
宗
瑞
宗
匠
の
お
人

柄
と
お
教
え
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

入
門
当
時
は
、
道
場
が
稽
古
場
で
、

祥
山
宗
匠
時
代
か
ら
の
多
く
の
男
性
の

姿
が
い
つ
も
稽
古
場
に
あ
り
、
宗
瑞
宗

匠
と
男
性
の
方
々
の
話
の
や
り
取
り
や

真
剣
な
稽
古
を
み
て
い
る
だ
け
で
、
別

世
界
に
居
る
よ
う
な
、
ピ
ー
ン
と
張
り

つ
め
た
空
気
な
の
に
、
心
地
良
い
、
と

て
も
幸
せ
な
時
間
で
し
た
。

　

二
十
五
回
忌
も
過
ぎ
、
宗
匠
の
お
点

前
の
姿
や
、
稽
古
を
付
け
て
い
た
だ
い

た
折
々
に
記
憶
が
か
な
り
遠
く
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
思
い
出
す
宗
匠
の
お
姿

は
、
私
の
中
に
は
い
つ
も
同
じ
イ
メ
ー

襲名祝賀茶会献茶式 家元相続の頃 祥山宗匠と宗瑞宗匠

◆
宗
瑞
宗
匠
が
記
さ
れ
た「
お
茶
を
学

ぶ
意
味
」を
ご
紹
介
し
ま
す
。昭
和

五
十
一
年
九
月
に
神
戸
の
祥
福
寺
僧

堂
へ
掛
塔
さ
れ
る
半
年
前
に
書
か
れ

た
文
章
で
す
。



（3） 三斎流九曜会だより
ジ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
い
つ

稽
古
に
伺
っ
て
も
い
つ
も
同
じ
雰
囲
気

で
暖
か
く
迎
え
入
れ
て
下
さ
り
、
稽
古

も
、
穏
や
か
な
の
に
、
言
わ
れ
る
事
に

は
迷
い
が
な
く
、
ス
ー
ッ
と
心
に
入
っ

て
い
く
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
厳
し
い

指
導
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
私
の
記
憶
で
は
た
だ
一
度
だ
け
、

お
点
前
を
間
違
え
た
所
で
次
の
人
に
代

わ
る
と
い
う
稽
古
の
時
が
あ
り
ま
し

た
。
初
め
の
と
こ
ろ
で
間
違
え
た
ら
自

分
の
稽
古
は
そ
こ
で
終
わ
り
に
な
る
の

で
す
か
ら
、
少
し
で
も
長
く
点
前
を
見

て
い
た
だ
き
た
く
て
、
真
剣
に
稽
古
し

た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

　

家
元
か
ら
直
に
学
べ
る
事
は
本
当
に

有
難
く
恵
ま
れ
た
事
で
す
。
今
に
な
っ

て
宗
瑞
宗
匠
か
ら
も
っ
と
話
を
聞
い
て

お
け
ば
良
か
っ
た
、
見
て
お
け
ば
良

か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
沢
山
あ
り
ま

す
。
今
、
宗
浦
家
元
の
下
で
学
ば
れ
て

い
る
方
は
、
後
に
な
っ
て
後
悔
の
無
い

よ
う
に
沢
山
の
事
を
真
剣
に
家
元
か
ら

学
び
、
吸
収
し
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

今
回
は
長
年
、
九
曜
会
や
雲
南
翠
木

会
で
ご
活
躍
の
辰
村
栄
先
生
で
す
。
先

生
の
体
調
を
考
慮
し
て
社
中
の
方
に
聞

い
て
頂
き
、
お
手
紙
で
ご
協
力
頂
き
ま

し
た
。
社
中
の
方
も
先
生
の
教
え
や
エ

ピ
ソ
ー
ド
等
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し

た
の
で
、
併
せ
て
掲
載
い
た
し
ま
す
。

◆
ま
ず
、
三
斎
流
と
の
出
会
い
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

　

昭
和
三
十
五
年
頃
、
木
次
町
天
野
館

の
先
代
奥
様
よ
り
お
誘
い
を
受
け
ま
し

た
。

　

先
生
は
、
三
刀
屋
町
峯
寺
の
御
住
職

松
浦
快
芳
師
で
し
た
。
母
が
若
い
頃
に

三
斎
流
を
習
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

何
の
拘
り
も
な
く
お
茶
の
世
界
へ
と
惹

か
れ
て
い
き
ま
し
た
。
年
に
数
回
は
峯

寺
で
お
稽
古
し
た
り
、
お
茶
会
も
あ
っ

た
り
し
て
楽
し
く
、
一
心
に
お
稽
古
に

励
ん
だ
昔
を
懐
か
し
く
思
い
ま
す
。

◆
祥
山
宗
匠
と
の
思
い
出
は
？

　

祥
山
宗
匠
と
の
出
会
い
は
、
お
茶
を

習
い
始
め
て
最
初
の
翠
木
会
初
釜
の
時

で
し
た
。
初
め
て
お
目
に
か
か
る
宗
匠

は
大
き
な
大
き
な
山
を
見
る
よ
う
で
、

私
は
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

観
翠
庵
に
も
通
わ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
が
、
い
つ
も
緊
張
し
、
お
稽
古
か
ら

帰
る
と
習
っ
た
こ
と
を
す
ぐ
に
ノ
ー
ト

に
書
き
留
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
宗
匠
に
は
、
色
々
な
所
に
も

連
れ
て
行
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

◆
宗
瑞
宗
匠
と
の
思
い
出
は
？

　

宗
瑞
宗
匠
か
ら
戴
い
た
「
耕
不
尽
」

の
書
を
お
茶
室
に
掛
け
て
、
宗
匠
の
教

え
を
受
け
継
ぎ
、
弟
子
に
教
え
て
い
く

こ
と
で
、
宗
瑞
宗
匠
と
心
の
繋
が
り
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

（
社
中
の
方
の
お
話
よ
り…

以
降
、
社

中
と
表
記
。）
お
稽
古
の
時
は
、
只
お

点
前
に
集
中
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
つ

も
宗
瑞
宗
匠
に
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。　

◆
お
茶
と
は
、
先
生
に
と
っ
て
何
で
し

　
し
ょ
う
か
？

　

 

生
甲
斐
で
す
。
お
茶
会
が
心
底
好

き
で
、
道
具
の
取
り
合
わ
せ
を
あ
れ
こ

れ
と
考
え
る
の
が
楽
し
み
で
し
た
。

（
社
中
）私
た
ち
は
打
ち
合
わ
せ
で
困
っ

た
こ
と
が
な
く
、

先
生
は
、
道
具

に
つ
い
て
誰
で

も
答
え
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う

に
教
え
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
お
花
を

持
っ
て
行
く
と

す
ぐ
に
生
け
て

く
だ
さ
り
、
小

庭
に
茶
花
も
植
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
短

歌
も
詠
ま
れ
ま
す
。
お
茶
や
短
歌
を
通

し
て
季
節
を
取
り
入
れ
、
暮
ら
し
を
豊

か
に
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
先
生

の
人
生
は
、
お
茶
な
し
で
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。

◆
特
に
印
象
に
残
る
お
茶
会
は
？

　

細
川
護
熙
公
ご
臨
席
の
道
場
築
四
十

周
年
記
念
茶
会
（
平
成
十
四
年
十
一
月

十
七
日
、
観
音
寺
に
て
薄
茶
席
担
当
）

で
す
。
細
川
公
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
が
、
い
つ
も
の
お
茶
会
の
よ
う
に
お

点
前
、
お
運
び
、
水
屋
と
役
割
分
担
し

て
全
て
弟
子
に
任
せ
て
お
り
ま
し
た
。

（
社
中
）
私
た
ち
は
大
変
緊
張
し
て
い

ま
し
た
が
、
先
生
は
「
大
丈
夫
。」
と

繰
り
返
し
言
わ
れ
、
ど
ん
と
構
え
て
居

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
回
が
特
別
で

は
な
く
、
い
つ
で
も
一
服
の
お
茶
に
心

を
込
め
、
美
味
し
い
と
思
っ
て
も
ら
う

こ
と
が
大
事
だ
と
教
わ
り
ま
し
た
。

◆
後
輩
や
お
茶
を
な
さ
っ
て
い
る
方
た

ち
に
伝
え
た
い
こ
と
は
？

　

弟
子
が
、
お
茶
を
習
う
こ
と
を
通
し

て
、
人
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

　

お
茶
で
習
っ
た
事
を
日
々
の
生
活
に

活
か
し
て
行
か
れ
る
と
良
い
と
思
い
ま

す
。
お
稽
古
を
通
し
て
、
生
活
の
中
で

季
節
を
感
じ
ら
れ
る
の
が
お
茶
で
す
。

近
頃
は
、
食
生
活
や
住
ま
い
な
ど
に
季

節
感
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
花

一
輪
に
も
季
節
が
あ
り
ま
す
。
茶
盌
を

取
る
こ
と
一
つ
で
も
、
暮
ら
し
の
中
の

何
気
な
い
と
こ
ろ
に
お
茶
の
所
作
が
活

か
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
も
っ
と
気
軽
く
お
茶
を
楽
し

ん
で
頂
き
た
い
で
す
。
平
成
六
年
六
月

に
大
東
町
海
潮
荘
で
蛍
見
の
茶
会
を
致

し
ま
し
た
。
終
わ
っ
て
か
ら
、
バ
ス
で

〜
三
斎
流
の
先
生
を
訪
ね
て
〜

ー
第
四
回
ー

辰村栄先生

蛍
を
見
に
行
き
ま
し
た
。
本
当
に
楽
し

く
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。
社
中
で
も

気
軽
く
色
々
な
所
で
お
茶
会
を
致
し
ま

し
た
。
弟
子
の
家
の
庭
先
や
病
院
の
前

の
桜
土
手
、
駐
車
場
で
月
見
も
し
ま
し

た
。
ど
れ
も
懐
か
し
く
思
い
ま
す
。

（
社
中
）
先
生
は
大
ら
か
で
「
ま
あ
大

丈
夫
。」
が
口
癖
で
す
が
、
お
稽
古
に

行
く
と
い
つ
も
香
が
焚
い
て
あ
り
、
着

物
を
着
て
ぴ
し
っ
と
指
導
さ
れ
、
身
が

引
き
締
ま
り
ま
す
。
ご
自
身
の
姿
で
私

た
ち
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
と
思

い
ま
す
。お
茶
会
で
後
見
を
さ
れ
る
と
、

お
茶
席
が
和
や
か
な
雰
囲
気
に
な
り
ま

す
。
初
め
て
の
方
に
も
解
り
や
す
く
話

さ
れ
、
正
客
の
方
と
の
会
話
も
場
に
応

じ
て
い
て
、
聞
い
て
い
る
と
と
て
も
楽

し
い
で
す
。

　

先
生
と
出
会
っ
て
お
茶
を
知
り
、
誰

で
も
仲
間
と
し
て
受
け
入
れ
て
我
慢
強

く
教
え
て
く
だ
さ
る
先
生
に
、
心
よ
り

感
謝
し
て
い
ま
す
。
改
め
て
、
宗
瑞
宗

匠
か
ら
の
思
い
入
れ
「
耕
不
尽
」
を
、

大
切
に
な
さ
っ
て
い
た
ん
だ
な
と
思
い

ま
す
。
今
度
は
私
た
ち
が
、
先
生
の
教

え
を
伝
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◇
辰
村
先
生
を
は
じ
め
、
社
中
の
皆

様
に
ご
協
力
頂
き
、
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

尚
、
雲
南
翠
木
会
四
十
周
年
記
念

誌
よ
り
一
部
参
考
に
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。　　
　

 　
　

 （
広
報
部
）



（4）三斎流九曜会だより

和
田
貞
夫

茶
育
論

　

茶
育
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ

る
。
そ
れ
は
そ
の
は
ず
で
筆
者
が
今
、

机
上
で
造
成
し
た
言
葉
で
あ
り
、
ま
っ

た
く
の
私
論
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

昔
か
ら
食
事
の
場
を
通
し
て
食
べ
物

の
有
難
さ
や
礼
儀
・
作
法
を
教
え
る
事

を
食
育
と
称
し
、
学
校
給
食
の
指
導
目

標
に
も
掲
げ
ら
れ
て
大
切
に
し
て
き

た
。

  

最
近
で
は
、
森
の
中
で
自
然
の
恵
み

や
生
物
・
植
物
の
生
き
る
姿
を
学
ぶ
教

育
を
森
育
と
か
木
育
と
称
し
て
い
る
。

　

近
年
、
九
曜
会
で
は
子
ど
も
達
の
茶

の
湯
の
体
験
や
若
い
人
達
の
茶
道
修
行

を
推
進
す
る
事
業
の
展
開
に
力
を
入
れ

て
お
り
、
筆
者
は
こ
れ
等
の
事
を
茶
育

と
呼
ん
で
よ
い
の
で
な
い
か
と
思
っ
て

筆
を
執
っ
た
の
で
あ
る
。

　

昨
年
、
不
昧
公
二
百
年
記
念
事
業
と

し
て
高
校
生
茶
道
交
流
会
が
松
江
市
で

開
催
さ
れ
、
中
国
地
方
か
ら
六
校
の
高

校
茶
道
部
が
参
加
、
広
島
修
道
高
校

（
上
田
宗
箇
流
）
・
岡
山
山
陽
女
子
高

校
（
裏
千
家
流
）
・
米
子
松
蔭
高
校

（
裏
千
家
流
）
島
根
県
か
ら
松
江
南
高

校
（
不
昧
流
）
・
松
江
東
高
校
（
不
昧

流
）
・
松
徳
学
院
高
校
（
三
斎
流
）
が

参
加
し
て
お
点
前
を
披
露
し
て
互
い
の

交
流
を
深
め
、
日
本
の
伝
統
文
化
を
学

ぶ
貴
重
な
場
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
先
日
は
、
東
京
の
慶
応
高
校
茶

道
部
が
修
学
旅
行
で
松
江
市
を
訪
れ
、

松
江
農
林
高
校
茶
道
部
と
合
同
茶
会
を

開
い
て
交
流
し
、
日
本
の
伝
統
文
化
の

良
さ
に
触
れ
て
大
変
良
い
勉
強
を
し
た

と
喜
ん
で
帰
っ
た
と
の
報
道
が
な
さ
れ

て
い
た
。

　

筆
者
は
、
出
雲
高
校
二
年
の
時
に
、

悪
友
か
ら
「
茶
道
部
へ
入
る
と
女
生
徒

の
サ
ー
ビ
ス
で
お
菓
子
が
食
べ
ら
れ
て

お
茶
が
飲
め
る
ぞ
」
と
誘
わ
れ
、
既
に

音
楽
部
・
文
芸
部
・
図
書
部
と
多
忙
な

部
活
動
生
活
で
あ
っ
た
が
、
誘
惑
に
よ

り
入
部
し
た
の
で
あ
る
。
共
に
入
部
し

た
友
は
、
一
橋
大
へ
進
ん
だ
学
才
の
あ

る
男
で
は
あ
っ
た
が
生
涯
の
悪
友
で

あ
っ
た
。
茶
道
部
の
指
導
者
は
、
家
庭

科
の
荒
木
俊
子
先
生
（
現
姓
長
谷
川
）

と
い
う
三
斎
流
の
茶
人
で
九
曜
会
の
山

崎
智
恵
子
先
生
の
姉
上
で
あ
り
、
実
に

奇
遇
な
出
会
い
で
あ
っ
た
。

　

同
じ
高
校
生
で
も
、
前
述
の
高
校
生

達
と
高
校
時
代
の
筆
者
と
は
、
そ
の
茶

道
部
員
と
し
て
の
心
掛
け
に
雲
泥
の
差

が
あ
り
実
に
汗
顔
の
至
り
で
あ
る
。

　

日
本
の
伝
統
文
化
に
は
、
「
道
」
と

い
う
独
特
の
文
化
が
あ
る
。
「
道
」
に

は
、
必
ず
基
本
と
な
る
型
が
あ
る
。
そ

の
基
本
型
を
大
切
に
し
て
、
そ
の
型
を

繰
り
返
す
練
習
、
稽
古
に
よ
っ
て
身
に

つ
く
心
の
豊
か
さ
、
内
面
的
な
深
い
精

神
性
を
重
ん
ず
る
文
化
で
あ
る
。

そ
の
基
本
型
と
は
、
先
人
の
創
意
工

夫
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
質
が
把
え
ら
れ

歴
史
の
試
練
の
中
で
耐
え
て
生
き
残
っ

た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
単
に
、
お
茶
を
飲
む
、
花
を
生

け
る
、
勝
ち
負
け
に
こ
だ
わ
る
の
で
は

な
く
て
、
「
道
」
の
文
化
は
相
手
に
対

す
る
思
い
や
り
、
礼
儀
・
作
法
を
重
ん

じ
て
技
量
を
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
更

に
心
を
磨
く
人
格
の
形
成
を
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
お
茶

飲
み
が
茶
道
に
、
花
生
け
が
華
道
に
、

剣
術
が
剣
道
、
柔
術
が
柔
道
と
な
る
の

で
あ
る
。

　

久
方
振
り
に
書
棚
か
ら
元
横
綱
大
鵬

が
書
い
た
「
相
撲
道
と
は
何
か
」
を
取

り
出
し
て
読
ん
だ
。
彼
は
「
相
撲
は
礼

に
始
ま
っ
て
礼
で
終
わ
る
」
と
説
き
、

◆
茶
育
と
は

◆
高
校
生
の
茶
道
交
流

◆
日
本
の
伝
統
文
化
「
道
」

◆「
相
撲
道
と
は
何
か
」
を
読
む

勝
負
だ
け
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く

て
、
稽
古
を
大
切
に
し
て
体
を
鍛
え
、

技
を
向
上
さ
せ
て
心
を
磨
き
人
間
を
豊

か
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
禮
と
は
人

の
心
を
豊
か
に
す
る
事
で
あ
る
と
言
っ

て
い
る
。
ま
た
、
相
撲
取
り
を
力
士
と

呼
ん
で
い
る
の
は
、
武
士
と
同
様
に
士

道
を
重
ん
ず
る
か
ら
力
士
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
外
国
人
横
綱

が
勝
負
に
こ
だ
わ
り
張
り
手
や
か
ち
上

げ
、
敗
者
へ
の
だ
め
押
し
等
を
繰
り
返

し
た
り
、
判
定
へ
の
不
満
や
客
に
万
歳

三
唱
・
三
本
締
め
を
強
要
す
る
な
ど
、

伝
統
秩
序
に
反
す
る
行
動
は
実
に
嘆
か

わ
し
い
次
第
で
あ
る
。
相
撲
協
会
か
ら

処
分
を
受
け
た
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
大

鵬
は
「
道
が
つ
く
以
上
は
、
強
け
れ
ば

よ
い
の
で
は
な
く
て
正
義
感
や
思
い
や

り
な
ど
豊
か
な
精
神
性
・
品
格
を
磨
く

事
が
大
切
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る

が
、
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。

　

茶
道
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
様
に

な
っ
た
の
は
、
十
七
世
紀
の
初
め
頃
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
茶
を
点
て
て
飲
む
の

で
は
な
く
禅
の
精
神
を
取
り
入
れ
た
作

法
が
重
視
さ
れ
、
茶
の
湯
の
「
道
」
を

究
め
る
た
め
に
修
行
す
る
と
い
う
意
味

か
ら
使
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

千
利
休
は
、
「
茶
の
湯
は
仏
法
を

以
っ
て
修
行
・
得
道
す
る
事
な
り
。
」

（
南
方
録
）
と
説
き
、
「
自
分
で
水
を

汲
ん
で
湯
を
沸
か
し
、
茶
を
点
て
て
仏

◆
心
を
豊
か
に
す
る
茶
の
湯
の「
道
」

前
に
供
え
人
に
施
し
自
分
で
飲
む
。
働

く
事
の
尊
さ
と
仏
に
対
す
る
謙
虚
さ
、

人
に
施
す
豊
か
な
心
、
花
を
生
け
、
香

を
焚
く
ゆ
か
し
さ
、
こ
れ
が
真
の
茶
の

湯
の
心
で
あ
り
、
何
よ
り
も
心
の
持
ち

方
が
大
切
で
あ
る
。」と
教
え
て
い
る
。

　

明
治
時
代
に
東
京
美
術
学
校
の
校
長

で
あ
っ
た
岡
倉
天
心
は
、
外
国
人
に
対

し
て
「
茶
道
の
原
理
は
倫
理
と
宗
教
と

を
一
つ
に
し
た
も
の
で
宗
教
芸
術
そ
の

も
の
で
あ
る
。
」
（
英
訳
「
茶
の

本
」
）
と
説
明
し
、
茶
道
文
化
の
宗
教

的
な
深
い
精
神
性
が
日
本
の
芸
術
文
化

の
発
展
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
し

て
、
茶
人
達
の
努
力
・
貢
献
を
高
く
評

価
し
賞
賛
を
し
て
い
る
。

　

「
和
敬
・
静
寂
」
と
い
う
言
葉
が
、

よ
く
茶
の
湯
社
会
で
は
使
わ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
一
休
宗
純
に
参
禅
し
茶
禅

一
味
の
境
地
を
開
拓
し
た
室
町
時
代
の

茶
人
、
村
田
珠
光
が
創
唱
し
た
言
葉
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、

千
利
休
の
茶
の
湯
の
精
神
を
表
し
茶
禅

一
味
の
理
想
的
な
境
地
を
集
積
し
た
も

の
と
し
て
、
江
戸
時
代
初
期
頃
か
ら
盛

ん
に
唱
え
ら
れ
て
き
た
。

　

・
和
敬
―
主
客
が
お
互
い
に
認
め

合
っ
て
尊
重
し
合
う
。

　

・
静
寂
―
心
を
清
め
寂
然
不
動
の

心
境
に
入
る
。

茶
の
湯
で
は
、
和
敬
・
静
寂
の
心
を

持
っ
て
修
行
す
る
こ
と
が
一
番
大
切
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
互
い
に
敬
い
合

い
認
め
合
っ
て
清
ら
か
な
心
で
接
す
る
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●
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●　
　
　
　

●　
　
　
　
　

  　
　

●　
　
　
　

●



（5） 三斎流九曜会だより

楽しいお抹茶の体験

と
こ
ろ
に
、
和
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

松
平
不
昧
も
「
茶
の
湯
の
本
意
は
、

知
足
で
あ
る
。
」
と
説
き
、
欲
を
捨
て

迷
い
か
ら
抜
け
て
清
ら
か
な
悟
り
の
境

地
に
至
る
「
足
る
を
知
る
」
事
が
人
間

と
し
て
生
き
る
最
も
大
切
な
心
掛
け
で

あ
り
、
安
ら
か
に
和
や
か
に
生
き
る
人

間
の
姿
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と

教
え
て
い
る
。
「
伝
家
法
」
と
い
う
書

に
は
「
足
る
を
知
る
者
は
、
心
富

む
。
」
と
禅
の
教
え
を
説
い
て
い
る
。

　

世
情
が
混
迷
を
深
め
不
安
の
多
い
現

代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
様
な
安
ら

か
な
和
や
か
心
を
持
っ
て
生
き
る
事
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
世
間
で
は
、
や
や

も
す
る
と
茶
人
は
、
山
中
の
草
庵
に
住

い
す
る
隠
者
の
姿
を
想
像
す
る
間
違
っ

た
考
え
を
す
る
人
が
い
る
が
、
表
千
家

六
世
覚
々
斎
家
元
は
、
「
茶
事
は
敬
礼

の
遊
び
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
業
に

精
励
し
、
そ
の
余
力
を
以
っ
て
習
い
楽

し
む
べ
き
事
な
り
。
」
と
言
っ
て
お
り

決
し
て
世
捨
て
人
に
な
る
事
で
は
な

く
、
日
常
生
活
の
中
で
和
敬
の
心
を
大

切
に
し
て
人
々
と
交
わ
り
仕
事
に
熱
心

に
取
り
組
ん
で
、
そ
の
余
暇
に
茶
を
楽

し
む
事
だ
と
教
え
て
い
る
。

　

茶
の
湯
は
、
現
代
の
人
達
に
豊
か
な

人
間
ら
し
い
生
活
を
送
る
た
め
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
活
力
と
な
る
も
の
で
あ
る
と

筆
者
は
確
信
し
て
や
ま
な
い
。

　

学
校
教
育
の
正
課
に
茶
の
湯
の
礼

儀
・
作
法
が
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
た

の
は
、
明
治
八
年
（
一
八
五
三
）
で
あ

る
が
、
跡
見
学
園
の
創
立
者
で
あ
る
跡

見
花
渓
が
、
女
子
教
育
に
お
け
る
礼

儀
・
作
法
の
学
習
と
し
て
の
茶
道
の
重

要
性
を
主
張
し
て
正
課
に
取
り
入
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

　

以
来
、
華
族
学
校
や
共
立
女
子
職
業

学
校
に
お
い
て
茶
道
が
正
課
の
授
業
に

取
り
入
ら
れ
、
学
校
茶
道
が
興
隆
し
て

い
く
が
、
や
が
て
華
道
・
書
道
・
柔

道
・
剣
道
等
が
学
校
教
育
に
導
入
さ
れ

て
発
展
し
て
い
く
。
筆
者
の
小
学
校
時

代
に
は
書
道
と
剣
道
が
、
旧
制
中
学
校

の
時
は
書
道
・
剣
道
・
柔
道
の
授
業
が

あ
っ
て
基
本
型
と
礼
儀
・
作
法
を
厳
し

く
教
わ
っ
た
。
女
学
校
で
は
茶
道
や
華

道
の
指
導
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

現
代
の
学
校
教
育
で
は
、
教
育
内
容

が
多
様
化
し
学
習
指
導
要
領
で
規
定
さ

れ
て
い
る
の
で
「
道
」
の
学
習
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
学
校
の
特
色
を
生
か
し
て
総

合
学
習
や
部
活
動
で
行
わ
れ
て
い
る
。

「
道
」
の
学
習
は
た
だ
単
に
技
術
を
習

得
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
究
極
の
目

的
は
、
豊
か
な
人
間
形
成
を
目
指
す
も

の
で
あ
る
か
ら
、
是
非
子
供
た
ち
や
若

い
人
達
に
「
道
」
の
文
化
を
学
ん
で
欲

し
い
と
願
っ
て
い
る
。

　

先
日
、
筆
者
宅
に
若
い
農
協
職
員
の

訪
問
が
あ
っ
た
が
、
実
に
礼
儀
正
し
く

応
接
態
度
も
立
派
で
あ
り
感
心
し
た
と

こ
ろ
、
彼
は
筆
者
が
か
つ
て
校
長
を
し

て
い
た
学
校
の
卒
業
生
と
分
か
り
、
ぜ

ひ
一
服
を
と
お
茶
を
呈
し
た
の
で
あ

る
。
飲
み
方
を
知
り
ま
せ
ん
の
で
ご
無

礼
し
ま
す
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
所
作

は
作
法
通
り
で
あ
っ
た
の
で
よ
く
勉
強

し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
誉
め
た
と
こ

ろ
、
実
は
子
供
の
頃
に
保
育
園
の
先
生

に
少
し
教
わ
っ
た
事
が
あ
る
と
の
こ

と
、
言
葉
遣
い
や
客
に
接
す
る
態
度
・

茶
の
作
法
な
ど
実
に
立
派
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ぞ
真
の
茶
育
の
成
果
の
賜
物
で
あ

る
と
感
じ
入
っ
た
の
で
あ
る
。

　

文
頭
で
筆
者
は
、
高
校
時
代
に
不
純

な
動
機
で
茶
道
部
へ
入
部
し
肩
身
の
狭

い
思
い
で
あ
っ
た
と
記
述
し
た
が
最

近
、
遠
州
流
十
三
世
小
堀
宗
実
家
元
の

教
え
を
読
ん
で
少
し
安
堵
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
お
茶
の
稽
古
は
、
美
味

し
い
お
菓
子
が
食
べ
ら
れ
る
か
ら
と
始

め
て
も
良
い
。
た
だ
お
先
に
、
大
変
結

構
で
し
た
、
ご
馳
走
様
で
し
た
の
三
つ

の
挨
拶
の
言
葉
を
大
き
な
声
を
出
し
て

言
う
事
か
ら
始
め
る
事
が
大
切
で
あ

る
。」（
お
茶
の
不
思
議
）と
の
説
明
で
、

「
次
代
を
担
う
子
ど
も
達
に
、
茶
道
を

通
し
て
美
し
い
日
本
語
と
そ
の
心
を
伝

え
て
い
く
事
が
、
自
分
の
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
で
あ
る
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
。

　

「
お
先
に
」
に
は
、
自
分
が
先
に
で

は
な
く
、
お
先
に
ど
う
ぞ
と
い
う
相
手

を
優
先
す
る
優
し
さ
の
こ
も
っ
た
謙
虚

な
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
大
変
結
構
で
し
た
」
は
、
相
手
に
対

す
る
思
い
や
り
の
心
を
表
し
た
も
の
で

あ
り
、
「
ご
馳
走
様
で
し
た
」
は
、
感

謝
の
心
を
伝
え
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の

三
つ
の
言
葉
を
大
き
な
声
を
出
し
て
お

茶
の
稽
古
に
励
め
ば
、
最
初
の
頃
は
意

味
が
分
か
ら
な
く
て
も
成
長
す
る
に

従
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、

必
ず
や
自
分
の
心
と
し
て
育
ち
自
分
の

身
に
付
き
、
豊
か
な
人
間
の
行
動
力
と

な
る
の
で
あ
る
。

　

特
に
他
人
の
事
を
考
え
な
い
で
自
己

中
心
的
な
人
間
の
多
い
現
在
の
世
の
中

に
あ
っ
て
、お
茶
を
い
た
だ
い
た
後「
大

変
結
構
で
し
た
」
と
挨
拶
す
る
事
、
相

手
を
思
い
や
っ
て
感
謝
す
る
気
持
ち
を

伝
え
る
事
は
大
切
な
事
で
あ
る
。

　

お
茶
の
稽
古
の
時
に
は
、
是
非
と
も

し
っ
か
り
と
お
菓
子
を
食
べ
て
お
茶
を

い
た
だ
き
な
が
ら
、
大
き
な
声
で
三
つ

の
挨
拶
の
言
葉
を
繰
り
返
し
て
、
茶
の

湯
の
勉
強
を
し
て
欲
し
い
と
思
う
。

　

最
近
、
九
曜
会
で
は
特
に
保
育
園
・

幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学

校
・
高
専
大
学
等
の
皆
さ
ん
や
若
い
人

達
に
対
す
る
、
茶
の
湯
の
体
験
機
会
の

提
供
や
茶
道
学
習
の
場
の
設
定
等
、
茶

道
関
係
団
体
・
施
設
機
関
と
連
携
し
て

事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
今
後
共

に
一
層
強
化
推
進
を
望
み
期
待
し
て
い

る
の
で
、
関
係
者
の
皆
様
の
ご
協
力
ご

支
援
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

人
間
教
育
の
一
端
を
担
う
「
茶
育
」

の
推
進
に
よ
っ
て
、
二
十
一
世
紀
に
生

き
る
豊
か
な
美
し
い
日
本
人
が
育
成
さ

れ
ん
事
を
願
っ
て
筆
を
置
く
。

　

高
校
生
時
代
に
茶
道
部
へ
入
部
し
て

以
来
、
中
断
し
て
い
た
時
期
は
あ
っ
た

が
、
米
寿
の
歳
を
迎
え
た
今
日
迄
、
終

始
三
斎
流
の
茶
を
嗜
ん
だ
事
は
、
実
に

至
福
の
人
生
で
あ
っ
た
と
追
憶
、
お
世

話
に
な
っ
た
関
係
各
位
へ
万
感
の
謝
意

の
念
を
表
す
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

◆
稽
古
は
挨
拶
か
ら
始
め
よ
う

◆
明
日
に
生
き
る
九
曜
会
事
業

◆
奉
恩
謝
茶

◆
学
校
教
育
に
「
茶
道
」
を
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平
成
三
十
年
七
月
十
六
日（
月・祝
）

ホ
テ
ル
武
志
山
荘

担
当
　
役
員
、事
業
部
、直
門（
薄
茶
席
）

　

平
成
三
十
年
度
総
会
が
、
ホ
テ
ル
武

志
山
荘
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
林
祥
泰
会
長
、
宗
浦
家
元
の
ご
挨

拶
に
続
き
、
二
十
九
年
度
の
事
業
及
び

決
算
報
告
、
三
十
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
、

道
場
掃
除
の
皆
勤
者
の
紹
介
等
が
あ
り

ま
し
た
。

　

午
後
は
、
一
畑
寺
・
飯
塚
大
幸
管
長

に
よ
る
「
仏
祖
の
こ
と
ば
」
と
題
し
た

講
演
を
拝
聴
し
ま
し
た
。

一畑寺・飯塚大幸管長

三斎流紹介席

小林会長

○
九
曜
会
総
会

九
曜
会
事
業
報
告

〈
平
成
三
十
年
七
月
〜
令
和
一
年
六
月
〉

平
成
三
十
年
九
月
二
十
一
日
㈮

　
　
　
　
　
十
月
十
三
・
十
四
日（
土・日
）

赤
山
茶
道
会
館

担
当
　
直
門
・
大
野
社
中

来
客
数
　
七
四
・
七
四
・
七
五
名

　

松
平
不

昧
公
没
後

二
百
年
を

記
念
し
、

十
四
の
各

流
派
、
団

体
が
松
江

の
各
地
で

釜
を
掛
け

ま
し
た
。
三
斎
流
は
、
松
江
城
天
守
を

望
む
赤
山
茶
道
会
館
で
、
宗
育
宗
匠
を

席
主
に
、
薄
茶
の
長
板
一
段
で
ご
奉
仕

を
致
し
ま
し
た
。

　

東
京
、
千
葉
、
神
奈
川
、
静
岡
、
新

潟
、
福
岡
、
大
分
、
熊
本
等
、
県
外
か

ら
の
お
客
様
も
多
数
お
越
し
い
た
だ

き
、
席
中
で
の
会
話
も
三
斎
流
の
歴
史

や
お
点
前
に
つ
い
て
の
質
問
が
多
く
、

お
客
様
の
関
心
の
高
さ
を
伺
い
知
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
展
観
席
の
他
、
今
回
初
め
て

「
三
斎
流
紹
介
席
」
を
設
け
、
三
斎
流

や
観
翠
庵
の
歴
史
、
九
曜
会
の
活
動
に

つ
い
て
パ
ネ
ル
で
紹
介
致
し
ま
し
た
。

（
直
門　

梶
谷
旭
生
）

平
成
三
十
年
九
月
二
十
四
日（
月・振
）

献
茶
式
午
前
十
時
よ
り

【
濃
茶
席
】

北
島
国
造
館
　
奥
書
院

担
当
　
福
間
社
中

来
客
数
　
一
四
八
名

　

当
日
は
中

秋
の
明
月
に

当
た
り
、
月

を
テ
ー
マ
に

し
て
献
茶
式

に
釜
を
添
え

さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

三
連
休
で
、

各
地
で
様
々

な
行
事
も
あ

り
、ま
た
、不
昧
公
二
〇
〇
年
祭
茶
会
と

も
重
な
っ
た
の
で
、
お
客
様
は
い
つ
も

よ
り
少
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

濃
茶
席
担
当
で
点
前
を
す
る
の
は
初

め
て
の
者
ば
か
り
で
し
た
が
、
北
島
家

の
奥
書
院
と
い
う
勿
体
な
い
と
こ
ろ
で

良
い
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
受
付
等
役
員
の
方
に
は
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。

（
福
間
社
中　

福
間
喜
代
美
）

【
薄
茶
席
】

北
島
国
造
館
　
亀
山
会
館

担
当
　
大
平
・
樋
野
・
山
本
社
中

来
客
数
　
一
六
五
名

　

生
活
様

式
の
変
化

と
時
代
の

移
り
に
応

じ
て
立
礼

形
式
は
、

茶
道
・
茶

の
湯
の
振

る
舞
に
必
要
と
な
り
、
広
ま
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
立
礼
卓
で
の
席
を
、
こ
の
度

初
め
て
担
当
致
し
ま
し
た
。
立
ち
居
に

よ
っ
て
、
気
持
と
足
運
び
が
軽
過
ぎ
な

い
よ
う
に
、
ま
た
、
動
作
の
早
さ
を
使

い
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
留
意
し
て
行
い

ま
し
た
。
現
代
風
な
お
席
が
、
会
場
の

様
子
と
マ
ッ
チ
す
る
よ
う
に
と
、
考
え

ま
し
た
。
そ
の
時
、
温
故
知
新
の
言
葉

が
浮
か
び
ま
し
た
。

　

心
を
開
き
、
視
野
を
広
げ
、
知
識
を

求
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

度
の
担
当
は
、
精
神
面
が
よ
り
深
ま
っ

た
と
思
え
る
、
有
難
い
も
の
で
し
た
。

　

観
翠
庵
家
元
・
ご
家
族
様
の
ご
指
導

の
下
に
、
会
員
の
役
割
を
担
え
て
、
嬉

し
い
一
日
で
し
た
。

（
山
本
社
中　

山
本
ま
す
み
）

平
成
三
十
年
十
月
二
・
三
日（
火・水
）

赤
山
茶
道
会
館

担
当
　
大
田
・
安
来
・
米
子
社
中

　
　
　
辰
村
・
沼
社
中

来
客
数
　
二
六
九
名
・
三
五
七
名

　

茶
会
当
日
に
台
風
が
襲
来
す
る
と
い

う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
有
り
ま
し
た
が
、

無
事
に
開
催
出
来
ま
し
た
。
お
客
様
は

少
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
東

京
・
横
浜
・
名
古
屋
・
京
都
・
倉
敷
・

神
戸
・
島
根
県
内
と
各
地
か
ら
、
こ
の

茶
会
を
楽
し
み
に
、
ご
来
場
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

釜
が
広
口
尾
垂
で
欠
風
炉
を
使
い
、

大
蓋
の
点
前
を
致
し
ま
し
た
。

　

お
茶
会
中
、
お
客
様
と
先
生
の
会
話

を
聞
い
て
い
て
嬉
し
く
思
い
な
が
ら
、

お
点
前
を
致
し
ま
し
た
。
楽
し
い
時
間

を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
大
田
社
中　

川
瀬
清
恵
）

○
松
江
城
山
茶
会

○
亀
山
茶
会

○
不
昧
公
二
〇
〇
年
祭

　
記
念
茶
会
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平
成
三
十
年
十
一
月
十
七
日
㈯

一
畑
薬
師
　
東
陽
坊
茶
室

担
当
　
野
々
村
社
中
・
加
茂
会

来
客
数
　
三
五
二
名

　

第
二
十
三
回
一
畑
薬
師
茶
会
は
、
途

中
か
ら
雨
が
降
り
だ
し
ま
し
た
が
、
そ

の
雨
が
上
が
り
、
障
子
を
開
け
て
眺
め

る
と
墨
絵
の
如
く
の
大
自
然
が
広
が
っ

て
い
ま
し
た
。
東
陽
坊
か
ら
見
る
景
色

を
茶
席
の
お
客
様
に
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
た
と
思
い
ま
す
。

　

二
畳
の
床
に
は
山
田
無
文
老
師
の

「
和
」
を
掛
け
、
薄
端
に
は
色
づ
い
た

山
錦
木
と
蔓
梅
も
ど
き
、
初
嵐
を
入

れ
、
男
子
の
点
前
に
よ
る
長
板
三
段
を

致
し
ま
し
た
。

　

席
入
り
は
書
院
の
立
礼
席
（
他

流
）
、
そ
れ
に
続
く
三
斎
の
席
の
順

で
、
こ
の
時
間
の
流
れ
に
気
を
遣
い
な

が
ら
、
担
当
者
全
員
、
心
を
合
せ
て
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
野
々
村
社
中　

永
井
久
子
）

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
四
日
㈯

出
雲
文
化
伝
承
館
　
松
籟
亭

担
当
　
さ
く
ら
会

来
客
数
　
四
二
五
名

　

出
雲
文
化
伝
承
館
で
開
催
さ
れ
た
和

文
化
祭
り
に
お
い
て
、
さ
く
ら
会
が
担

当
の
機
会
に
恵
ま
れ
、
新
た
な
学
び
を

三
つ
得
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
と
共

に
ご
報
告
致
し
ま
す
。
第
一
に
、
子
供

へ
の
茶
道
啓
蒙
効
果
で
す
。
茶
道
に
触

れ
る
機
会
と
な
り
、
身
近
に
感
じ
る
こ

と
が
出
来
た
と
思
い
ま
す
。
第
二
に
、

一
般
客
へ
の
Ｐ
Ｒ
効
果
で
す
。
お
点
前

無
し
で
出
入
り
が
自
由
な
空
間
だ
っ
た

事
が
敷
居
を
下
げ
、
魅
力
を
伝
え
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
最
後
に
、
会
員
が

呈
茶
の
一
連
の
流
れ
を
経
験
し
た
事
で

す
。
稽
古
の
成
果
を
、
発
揮
す
る
場
と

な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
会
員
が
学
び
を
共
有
し
、
流

派
の
発
展
と
普
及
に
邁
進
し
て
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

（
さ
く
ら
会　

三
島
羊
子
）

平
成
三
十
年
十
二
月
二
日
㈰

【
濃
茶
席
】

観
翠
庵
道
場
　
松
霞
亭

担
当
　
山
本
社
中

参
加
者
数
　
四
四
名

　

名
残
の
紅
葉

が
は
ら
は
ら
と

散
る
晴
天
の

中
、
三
斎
忌
の

濃
茶
席
で
お
点

前
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

濃
茶
の
お
点

前
を
す
る
の
は

久
し
ぶ
り
で
、

ま
た
、
お
稽
古

不
足
も
あ
り
、
大
変
に
緊
張
し
て
当
日

を
迎
え
ま
し
た
。
先
生
の
「
お
も
て
な

し
の
心
で
、
そ
の
日
出
来
る
精
一
杯
の

事
を
す
れ
ば
良
い
」
の
言
葉
を
力
に
臨

み
ま
し
た
が
、
や
は
り
濃
茶
は
難
し
い

と
思
い
知
ら
さ
れ
る
一
日
と
な
り
ま
し

た
。

　

支
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
先
生
方
、

お
越
し
い
た
だ
い
た
皆
様
方
に
、
満
足

い
た
だ
け
る
お
茶
を
出
せ
る
よ
う
に
、

精
進
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
山
本
社
中　

石
橋
純
子
）

○
一
畑
薬
師
茶
会

○
和
文
化
祭
り
茶
会

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場
　
富
士
の
間

担
当
　
伊
藤
社
中

参
加
者
数
　
四
七
名

　

平
成
最
後
と
な
る
今
回
の
三
斎
忌

は
、
十
二
月
と
は
思
え
な
い
穏
や
か
で

気
温
も
十
八
度
と
暖
か
な
法
要
の
席
と

な
り
ま
し
た
。
本
年
は
宗
瑞
宗
匠
の
二

十
五
回
忌
も
あ
り
、
深
い
思
い
で
南
無

観
世
音
の
お
軸
に
、
宗
瑞
宗
匠
の
竹
花

入
に
美
男
葛
と
野
路
菊
を
添
え
ま
し

た
。
宗
浦
家
元
は
じ
め
諸
先
生
方
に
ご

入
席
い
た
だ
き
、
終
始
ゆ
っ
た
り
と
し

た
和
や
か
な
席
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た

今
回
出
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
、
九
十
四

歳
と
な
ら
れ
ま
す
伊
藤
先
生
へ
、
皆
様

方
か
ら
の
温
か
い
言
葉
や
席
の
様
子
を

報
告
し
ま
す
と
、
目
を
細
め
て
喜
ば

れ
、
社
中
一
同
、
無
事
に
席
担
当
を
終

え
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
、
感
謝
の

気
持
ち
で
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。

（
伊
藤
社
中　

高
野
明
代
）

○
三
斎
忌

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
三
日
㈯

出
雲
文
化
伝
承
館
　
松
籟
亭

担
当
　
下
垣
・
山
田
・
加
儀
社
中

来
客
数
　
四
一
三
名

　

平
成
最
後
の
早
春
の
茶
会
は
、
松
籟

亭
に
ち
な
ん
だ
取
合
わ
せ
と
、
釣
釜
で

皆
様
を
お
迎
え
し
よ
う
と
準
備
を
致
し

ま
し
た
。
お
軸
は
大
綱
和
尚
の
「
聴
松

風
」
。
元
号
が
変
わ
っ
て
も
松
樹
の
よ

う
に
変
化
せ
ず
、
め
で
た
さ
が
続
き
ま

す
様
に
と
の
願
い
で
す
。
そ
し
て
釣
釜

の
か
す
か
に
揺
れ
る
さ
ま
を
、
皆
様
へ

の
お
も
て
な
し
と
致
し
ま
し
た
。

　

一
席
目
は
家

元
と
、
翌
日
本

番
を
控
え
て
の

「
出
雲
フ
ィ
ル
」

の
指
揮
者
中
井

先
生
、
細
川
ガ

ラ
シ
ャ
夫
人
の

交
響
曲
を
作
曲

さ
れ
た
平
野
先

生
、
制
服
を
着

た
沢
山
の
女
学
生
さ
ん
等
で
、
お
茶
席

が
始
ま
り
ま
し
た
。
三
社
中
一
人
ひ
と

り
が
、
一
服
に
心
を
込
め
て
ご
奉
仕
を

し
て
終
わ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

（
下
垣
社
中　

下
垣
孝
子
）

○
早
春
の
茶
会
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祝
・
米
寿

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

ご
冥
福
を

　
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
九
日（
月・祝
）

【
薄
茶
席
】

観
音
寺
　
書
院

担
当
　
杉
山
・
杉
原
・
佐
藤
社
中

来
客
数
　
二
二
二
名

　

五
月
一
日
の
平
成
か
ら
令
和
へ
の
改

元
が
近
づ
き
奉
祝
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
た

中
、
新
樹
の
茶
会
を
担
当
さ
せ
て
い
た

だ
き
お
祝
出
来
た
こ
と
、
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

床
は
細
川
光

尚
公
幼
少
の
筆

「
世
尊
拈
一
枝

花
」、花
入
は
竹

一
重
切「
寿
老
」

（
昭
和
大
典
御

月
日
渉
園
の
竹

を
用
）
閑
院
宮

下
賜
以
御
紋
菓
作
の
香
合
、
宗
浦
家
元

手
造
の
茶
盌
「
思
川
」
等
で
、
お
祝
と

平
成
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
の

思
い
を
込
め
お
迎
え
致
し
ま
し
た
。

　

雨
に
打
た
れ
緑
が
美
し
い
観
音
寺
の

庭
を
眺
め
な
が
ら
、
男
子
中
学
生
や
ア

メ
リ
カ
の
女
性
も
加
わ
っ
た
運
び
に
新

時
代
の
到
来
を
感
じ
つ
つ
、
平
成
最
後

の
茶
会
を
愉
し
ん
で
い
た
だ
け
た
こ
と

と
思
い
ま
す
。

（
杉
山
社
中　

錦
織
君
子
）

○
新
樹
の
茶
会

【
呈
茶
席
】

観
翠
庵
道
場
　
松
霞
亭

担
当
　
山
崎
社
中

来
客
数
　
二
〇
二
名

　

今
回
の
新
樹
の
茶
会
は
、
「
平
成
」

最
後
の
茶
会
と
な
り
ま
し
た
。
観
翠
庵

の
松
霞
亭
で
流
祖
三
斎
公
の
尊
像
に
見

守
ら
れ
な
が
ら
、
時
代
の
節
目
を
感
じ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
と
の
設
え
で
お

客
様
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
心
配
し
た

雨
も
持
ち
こ
た
え
、
多
く
の
お
客
様
が

足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
宗
浦

家
元
の
「
喫
茶
去
」
の
お
軸
で
お
出
迎

え
し
た
呈
茶
席
。
時
間
帯
に
よ
っ
て
は

一
席
十
五
名
と
な
り
、
「
お
楽
に
な

さ
っ
て
」
い
た
だ
け
な
い
席
も
あ
り
ま

し
た
が
、
皆
様
笑
顔
で
和
や
か
な
席
に

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
瑞
々
し
い
新

緑
の
庭
を
愛
で
な
が
ら
、
お
茶
を
味

わ
っ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。（

山
崎
社
中　

杉
谷
恵
子
）

令
和
元
年
五
月
十
五･

十
六
日（
水・木
）

お
く
に
が
え
り
会
館
　

担
当
　
今
岡
・
山
田
・
下
垣
・
加
儀

　
　
　
野
々
村
社
中
・
加
茂
会

来
客
数
　
四
一
一
名
・
三
四
六
名

令
和
に
入
り
初
め
て
の
席
を
、
お
く

に
が
え
り
会
館
で
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
床
に
は
宗
瑞
宗
匠
の
「
彩

鳳
舞
年
需
」
の
軸
を
掛
け
、
令
和
の
色

（
梅
の
紅
、
菫
の
紫
、
桜
の
ピ
ン
ク
）
を

使
い
「
慶
雲
」
と
名
付
け
た
お
菓
子
は

華
や
か
な
中
に
し
っ
と
り
と
し
、
奉
祝

ム
ー
ド
満
載
で
大
変
好
評
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

台
湾
か
ら
の
お
客
様
が
、
日
本
文
化

を
堪
能
出
来
た
と
受
付
へ
声
を
掛
け
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
九
曜
紋
の
袱

紗
に
興
味
を
示
さ
れ
る
等
、
感
心
を

持
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
六
社
中
合

同
の
上
、
安
来
・
米
子
・
松
江
の
皆
様
に

応
援
を
い
た
だ
き
終
え
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
野
々
村
社
中　

野
々
村
和
子
）

○
出
雲
大
社
茶
会

　
　

九
曜
会
会
員
の
皆
様
の
中
で
米

寿
八
十
八
歳
（
昭
和
七
年
生
ま

れ
）
の
先
生
方
を
ご
紹
介
し
、
お

祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

和
田
貞
夫
先
生
（
副
会
長
）

　

杉
山
郁
子
先
生
（
杉
山
社
中
）

　

沼
美
代
子
先
生
（
沼
社
中
）

　

古
谷
益
子
先
生
（
米
子
社
中
）

　

菅　

絹
江
先
生

　

横
井
謙
二
郎
先
生

　

（
平
成
三
十
一
年
一
月
）

　

須
藤　

昌
幸
先
生

　

（
平
成
三
十
年
八
月
）

★
長
年
に
亘
っ
て
、
九
曜
会
の
活

動
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

令
和
元
年
六
月
二
日
㈰

出
雲
文
化
伝
承
館
　
松
籟
亭

担
当
　
研
修
部

受
講
者
数
　
六
六
名

　

新
た
に
天
皇
が
即
位
さ
れ
、
令
和
の

新
元
号
に
な
っ
て
初
め
て
の
講
習
会
。

七
十
名
近
く
の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ

き
、
午
前
は
家
元
様
に
監
修
い
た
だ
い

た
資
料
を
元
に
、
七
種
の
蓋
置
の
取
り

扱
い
、
使
用
時
期
等
に
つ
い
て
講
習
。

　

午
後
は
「
お
茶
事
」
に
つ
い
て
家
元

様
の
講
義
。
迎
付
か
ら
炭
点
前
・
懐

石
・
濃
茶
・
薄
茶
に
至
る
ま
で
の
流

れ
、
時
間
、
準
備
に
つ
い
て
詳
し
く
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
お
茶
事
は

大
変
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い

ま
し
た
が
、
「
道
具
は
メ
イ
ン
一
つ
あ

れ
ば
可
能
」
「
当
日
ま
で
に
七
か
ら
八

割
が
決
ま
る
」
「
稽
古
は
茶
事
の
部
分

的
な
も
の
」
等
の
お
言
葉
に
、
お
茶
事

の
意
義
を
感
じ
と
っ
た
一
日
で
し
た
。

（
研
修
部　

錦
織
君
子
）

○
講
習
会

銘慶雲


