
薄茶席（富士の間）

宗浦家元筆
「看々臘月尽」

○
理
事
会

　
　
　
　

 

令
和
三
年
七
月
十
八
日
（
日
）

ホ
テ
ル
武
志
山
荘

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡
大
第
五
波
が
全
国
的
に
拡
が
り
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
が
急
が
れ
る
中
、
総
会

は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
度
も
理

事
会
を
以
て
総
会
に
替
え
、
令
和
二
年

度
九
曜
会
事
業
・
会
計
決
算
報
告
、
並

び
に
令
和
三
年
度
事
業
計
画
・
予
算
が

審
議
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
三
年
九
月
二
十
六
日
（
日
）

出
雲
大
社
北
島
国
造
館

【
献
茶
式
】

　
感
染
予
防
の
観
点
か
ら
今
年
度
も
恒

例
の
茶
会
は
と
り
止
め
、
献
茶
式
が
催

行
さ
れ
ま
し
た
。
厳
か
な
祝
詞
の
奏
上

に
続
き
会
員
が
見
守
る
中
、
静
か
に
献

茶
が
行
わ
れ
、
参
列
者
一
同
の
健
康
と

１
ペ
ー
ジ
よ
り
続
く

令
和
三
年
十
二
月
五
日
（
日
）

【
濃
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　松
霞
亭

担
当

　
　福
間
社
中

来
客
数

　五
二
名

　
今
年
も
濃
茶
席
は
前
年
同
様
、
点
前

無
し
で
三
人
ず
つ
飲
み
回
し
と
い
う
形

に
な
り
ま
し
た
。
一
席
九
人
ま
で
、
マ

ス
ク
着
用
、
手
指
消
毒
、
茶
碗
等
も
熱

湯
消
毒
し
、
コ
ロ
ナ
対
策
を
と
り
な
が

ら
十
三
年
ぶ
り
に
松
霞
亭
で
濃
茶
席
担

当
で
し
た
の
で
、
行
き
届
か
な
い
点
も

多
く
有
り
ま
し
た
が
、
点
前
が
無
い

分
、
皆
様
と
ゆ
っ
く
り
お
話
が
出
来
た

事
は
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
前
日
の
寒
い
中
で
の
掃
除
や
コ
ロ
ナ

渦
の
中
、
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
皆

様
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
（
福
間
社
中
　
福
間
喜
代
美
）

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　富
士
の
間

担
当

　
　山
本
・
杉
原
社
中

来
客
数

　六
一
名

　
社
中
四
名
と
受
付
の
方
と
で
、
緊
張

の
内
に
お
席
が
始
ま
り
ま
し
た
。
長
い

間
、
お
点
前
を
す
る
茶
席
を
担
当
す
る

こ
と
が
無
く
新
鮮
で
、
新
し
い
ペ
ー
ジ

を
作
る
気
分
で
し
た
。
充
分
な
時
間
に

心
ほ
ぐ
れ
、
絆
・
一
体
感
が
生
ま
れ
ま

し
た
。

　　
無
駄
に
待
た
せ
な
い
進
行
が
茶
席
の

質
を
高
め
、
家
元
様
、
典
子
先
生
を
お

迎
え
し
て
も
心
を
整
え
て
臨
む
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
事
務
局
も
綿
密
で
、
大

変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
終
わ
っ
て

み
る
と
、
「
楽
し
か
っ
た
」
と
い
う
皆

の
感
想
で
し
た
。

　
（
山
本
社
中
　
山
本
ま
す
み
）

令
和
四
年
四
月
二
十
九
日
（
金
・
祝
）

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　富
士
の
間

担
当

　
　山
崎
社
中

来
客
数

　一
○
○
名

　
祥
山
宗
匠
、
宗
瑞
宗
匠
、
宗
育
宗

匠
、
宗
浦
家
元
と
、
四
代
の
家
元
へ
の

感
謝
の
思
い
を
こ

め
、
関
わ
り
の
あ

る
お
品
を
使
わ
せ

て
い
た
だ
き
、
お

客
様
を
お
迎
え
し

ま
し
た
。
春
雨
が

強
く
降
る
中
で
の

お
茶
席
と
な
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
。
ま
た
、
名
古
屋
か
ら
の
お
客
様

　
コ
ロ
ナ
禍
の
自
粛
生
活
も
三
年
目
と
な
り
ま
し
た
が
、

令
和
三
年
・
四
年
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

や
野
球
な
ど
、
世
界
で
活
躍
す
る
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
姿
か

ら
、
元
気
を
貰
っ
た
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
大
寄
せ
茶
会
の
中
止
や
感
染
者
数
の
急
増
に
よ

り
一
時
は
、
九
曜
会
事
業
の
開
催
を
危
ぶ
む
声
も
聞
か
れ

ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
小
林
会
長
か
ら
開
催
す
る
と
い
う
心
強

い
言
葉
を
頂
き
、
四
月
二
十
九
日
、
待
望
の
新
樹
の
茶
会

が
催
さ
れ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
当
日
は
荒
天
で
し
た

が
、
名
古
屋
か
ら
の
来
客
も
あ
り
、
道
場
は
久
々
に
参
会

者
の
笑
顔
で
溢
れ
ま
し
た
。

　
改
め
て
、
茶
の
湯
を
楽
し
め
る
日
常
が
あ
る
幸
せ
を
感

じ
、
世
界
に
明
る
い
兆
し
が
訪
れ
る
よ
う
願
う
一
日
と
な

り
ま
し
た
。

（
各
席
の
詳
細
は
６
ペ
ー
ジ
）

当
流
の
発
展
を
祈
願
し
ま
し
た
。

【
拝
服
席
】

亀
山
会
館

　亀
游
の
間

担
当

　
　佐
藤
・
伊
藤
社
中

来
客
数

　五
三
名

　
時
折
雨
の
パ
ラ
つ
く
亀
山
茶
会
は
、

今
年
も
コ
ロ
ナ
禍
の
為
、
人
数
を
制
限

し
て
、
献
茶
式
と
拝
服
席
だ
け
と
な

り
、
参
列
さ
れ
た
方
に
呈
茶
で
お
も
て

な
し
致
し
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
対
策
に
は
大
変
気
を
遣
い
ま

し
た
が
、
少
し
で
も
心
和
ん
で
貰
え
る

よ
う
に
置
床
や
展
観
を
設
け
、
茶
盌
も

種
類
多
く
持
ち
出
し
、
お
菓
子
は
今
年

の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
記
念
し
て
、
五
輪

の
色
を
練
り
込
ん
で
作
っ
て
頂
き
ま
し

た
。
早
く
以
前
の
様
な
茶
会
が
出
来
ま

す
よ
う
祈
る
思
い
で
し
た
。

（
伊
藤
社
中
　
高
野
明
子
）

６
ペ
ー
ジ
へ
続
く

を
お
迎
え
で
き
た
こ
と
も
大
変
嬉
し
い

こ
と
で
し
た
。

　
準
備
や
当
日
の
運
営
等
、
皆
様
の
ご

協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
山
崎
社
中
　
山
門
明
美
）

【
呈
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　松
霞
亭

担
当

　
　杉
山
・
今
岡
社
中

来
客
数

　九
九
名

　
前
日
か
ら
の
雨
で
足
元
の
悪
い
中
、

名
古
屋
か
ら
の
お
客
様
を
始
め
、
多
数

参
加
頂
き
ま
し
た
。
万
全
の
感
染
症
対

策
で
、
今
年
初
め
て
の
お
茶
会
が
開
催

出
来
る
喜
び
の
意
を
込
め
た
春
の
設
え

で
、
皆
様
を
お
迎
え
致
し
ま
し
た
。
　

　
花
の
入
れ
方
の
難
し
さ
を
感
じ
、
茶

杓
銘
「
初
心
」
、
歌
「
よ
毛
（
も
）
の

海
尓
（
に
）
飛
ろ
可
（
が
）
る
心
も
ち

て
こ
そ
人
能
（
の
）
栄
ゆ
る
道
も
あ
る

べ
し
」
の
如
く
初
心
に
返
り
、
四
方
の

海
の
如
く
広
き
心
で
お
茶
の
道
を
歩
め

れ
ば
と
、
思
っ
た
新
樹
の
茶
会
で
し

た
。

（
杉
山
社
中
　
錦
織
君
子
）

　
今
年
度
の
青
年
部
の
活
動
は
、
小
山

園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
け
を
予
定
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
渦
中
の
為
、
そ

の
活
動
で
さ
え
、
一
度
も
実
施
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
で
の
情
報
発
信
の

方
も
、
茶
会
開
催
が
少
な
く
、
投
稿
出

来
た
の
は
道
場
掃
除
の
ス
ト
ー
リ
ー
ズ

ぐ
ら
い
で
し
た
。
以
前
の
よ
う
に
、
華

や
か
な
写
真
を
制
限
の
な
い
中
で
投
稿

出
来
る
日
が
、
一
日
で
も
早
く
来
る
こ

と
を
心
か
ら
祈
る
ば
か
り
で
す
。

 

（
青
年
部
　
三
島
羊
子
）

○
三
斎
忌

○
新
樹
の
茶
会

○
青
年
部
さ
く
ら
会

九
曜
会
事
業
報
告

〈
令
和
三
年
七
月
〜
令
和
四
年
六
月
〉

○
亀
山
茶
会

　
　
　

 

祝
・
米
寿
（
昭
和
十
年
生
ま
れ
）

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

・
伊
藤
久
子
先
生
　
　
（
大
野
社
中
）

・
佐
藤
忠
正
先
生
　
　
（
佐
藤
社
中
）

・
岡
田
喜
代
子
先
生
　
（
大
田
社
中
）

・
金
森
訓
子
先
生

・
藤
原
澄
子
さ
ん

　
　
　
ご
多
幸
と
ご
健
康
を

　
　
　
　
　
　
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

細
川
護
貞
公
御
筆「
閑
居
可
以
養
志
」

発　　行

三斎流九曜会
会長　小林祥泰

事務局　出雲市今市町53

三斎流九曜会公式
◆ホームページ◆

「三斎流九曜会」で検索  

◆インスタグラム◆
アカウント

sansairyu_sakura

翠
雨
降
り
し
き
る
道
場
に
於
い
て

明
る
い
兆
し
の
到
来
を
願
う

待
望
の
新
樹
の
茶
会
開
催
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佐藤忠正先生

観音堂供茶式

（右から）細川様、家元、芳澤氏

亀山茶会30周年記念茶会にて

おんぼら会のみなさん

　　　　

　
　
　
　
　

　
初
め
て
茶
の
湯
の
手
ほ
ど
き
を
受
け

た
日
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

　
鉛
筆
と
大
学
ノ
ー
ト
を
持
っ
て
稽
古

場
に
行
き
ま
す
と
、
水
屋
に
座
ら
さ
れ

ま
し
た
。
ま
ず
こ
こ
で
、
水
屋
の
絵
を

描
き
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
水
屋
棚
や
吊

り
棚
、
水
屋
甕
、
茶
巾
盥
な
ど
、
そ
こ

に
置
い
て
あ
る
お
道
具
を
全
部
描
き
、

そ
の
名
称
も
書
き
入
れ
ま
し
た
。

　
私
は
絵
を
描
く
事
が
苦
手
で
、
と
て

も
嫌
な
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
水
屋
の
正

面
に
座
っ
て
描
く
の
で
す
が
、
座
る
位

置
が
悪
い
と
か
、
実
際
に
手
に
取
れ
る

も
の
は
触
っ
て
よ
く
見
て
描
け
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
手
に
取
っ
た
物

は
元
の
位
置
に
戻
す
よ
う
に
言
わ
れ
ま

し
た
。
戻
し
た
後
、
位
置
が
悪
い
と

「
右
、
も
う
少
し
右
、
違
う
、
行
き
過

ぎ
。
あ
〜
、
ま
〜
、
う
ん
」
と
言
わ
れ

た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
　

　
答
え
も
正
解
も
別
に
あ
る
わ
け
で
も

な
く
、
そ
の
人
の
感
覚
や
感
性
な
の
で

し
ょ
う
ね
。
私
が
は
じ
め
に
そ
こ
に

座
っ
た
時
、
い
い
位
置
に
置
い
て
あ
る

の
で
す
か
ら
、
た
だ
そ
こ
に
な
い
と
気

持
ち
悪
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
何

ペ
ー
ジ
も
描
き
直
し
、
ど
こ
に
何
を
置

く
の
か
、
道
具
の
名
前
、
扱
い
や
準
備

す
る
順
番
ま
で
も
自
然
と
覚
え
ま
し

た
。

　
水
屋
と
い
う
の
は
お
勝
手
で
あ
り
ま

す
の
で
、
特
に
決
ま
っ
た
ル
ー
ル
が
あ

る
訳
で
は
な
く
、
そ
の
家
、
そ
の
人
に

よ
り
け
り
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
流
派

で
ど
う
こ
う
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
や

は
り
、
水
屋
作
法
は
特
に
厳
し
い
も
の

だ
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
だ
い
た
い

の
稽
古
場
で
は
横
に
お
古
い
先
生
が
付

い
て
座
り
、
目
を
光
ら
せ
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
ん
な
事
で
、
実
家
の
稽
古
場
も
大

半
の
稽
古
は
水
屋
に
あ
り
と
い
う
よ
う

な
雰
囲
気
で
、
私
が
父
か
ら
教
わ
っ
た

茶
の
湯
の
稽
古
は
以
上
で
す
。
ち
な
み

に
今
も
、
毎
月
名
古
屋
の
稽
古
場
に
参

り
ま
す
が
、
私
が
使
っ
た
後
の
水
屋

で
、
父
は
首
を
傾
げ
な
が
ら
置
き
直
し

て
お
り
ま
す
ね
。

　
水
屋
は
茶
の
湯
の
特
等
席
で
も
あ
り

ま
す
。
茶
事
に
お
い
て
も
全
体
を
把
握

で
き
、
壁
や
戸
を
隔
て
て
主
客
の
息
遣

い
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

客
の
席
入
の
様
子
を
伺
い
な
が
ら
亭
主

の
準
備
を
し
、
席
へ
と
送
り
出
し
、
進

行
の
様
子
を
感
じ
、
席
中
で
何
が
起
こ

ろ
う
と
も
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
対
処
出

来
る
よ
う
控
え
て
お
り
ま
す
。

　
私
も
宗
匠
に
付
い
て
茶
会
や
茶
事
で

水
屋
に
控
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
茶
の

湯
の
中
で
も
一
番
好
き
な
時
間
で
あ
り

ま
し
た
。
一
席
の
点
前
が
終
わ
り
、
茶

道
口
が
開
き
、
建
水
を
片
手
に
宗
匠
が

出
て
こ
ら
れ
る
と
、
脇
で
控
え
て
お
り

ま
す
私
に
、
な
ん
と
も
笑
顔
で
そ
の
建

水
を
手
渡
さ
れ
る
。
次
の
席
と
の
合
間

に
、
「
一
服
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
」

と
聞
き
ま
す
と
、
「
ど
っ
ち
ゃ
で
も

け
っ
こ
う
で
ぇ
す
ぅ
」
と
、
口
癖
の

よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
い
つ
も
そ
の

繰
り
返
し
で
あ
り
ま
し
た
。
悲
し
く

も
今
は
経
験
す
る
事
が
な
く
な
り
、

残
念
な
限
り
で
あ
り
ま
す
。

  
賛
助
会
員
の
皆
様

の
日
々
の
お
茶
と
の

か
か
わ
り
、
会
の
活

動
を
紹
介
す
る
こ
の

コ
ー
ナ
ー
。

　
今
回
は
、
亀
山
茶

会
で
お
茶
席
担
当
も

さ
れ
た
お
ん
ぼ
ら
会

で
す
。

　
約
二
十
年
前
の
正
月
、
ふ
と
し
た

き
っ
か
け
で
、
出
雲
に
家
元
の
あ
る
茶

道
「
三
斎
流
」
に
入
門
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
松
江
藩
主
、
松
平
不
昧
公
が

茶
道
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
広
め
た
影
響

も
あ
り
、
出
雲
地
方
で
は
茶
道
が
盛
ん

で
、
茶
会
も
多
く
、
色
々
な
機
会
に
お

茶
を
頂
く
こ
と
が
多
い
。
お
茶
を
頂
く

場
合
の
最
低
限
の
作
法
は
知
っ
て
お
い

て
も
損
は
な
い
と
、
数
人
の
チ
ョ
イ
悪

お
じ
さ
ん
が
、
気
楽
な
気
持
ち
で
入
門

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
真
面

目
に
一
か
ら
お
点
前
を
習
う
つ
も
り
は

誰
も
持
っ
て
お
ら
ず
、
中
に
は
「
お
酒

会
」
と
勘
違
い
し
て
メ
ン
バ
ー
に
な
っ

た
人
も
い
る
。
な
に
は
と
も
あ
れ
、
月

一
回
家
元
の
う
ち
に
集
ま
っ
て
、
作
法

ど
お
り
お
茶
を
頂
く
練
習
を
す
る
こ
と

と
し
、
そ
の
中
で
、
本
格
的
に
お
茶
を

習
い
た
い
人
は
抜
け
駆
け
自
由
と
い
う

ル
ー
ル
と
し
た
。

　
メ
ン
バ
ー
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
、

市
会
議
員
等
八
名
で
、
平
均
年
齢
は
当

時
五
十
五
歳
少
し
前
で
あ
る
。
途
中
、

教
え
る
側
が
気
を
遣
い
、
お
点
前
の
作

　
今
回
は
、
長
年
、
九
曜
会
常
任
理

事
、
雲
南
翠
木
会
会
長
を
な
さ
り
、
ご

活
躍
さ
れ
て
い
る
佐
藤
忠
正
先
生
で

す
。

　
十
一
月
下
旬
、
先
生
の
お
宅
に
お
邪

魔
し
ま
し
た
。
お
住
ま
い
の
掛
合
町

は
、
丁
度
紅
葉
で
山
々
が
と
て
も
綺
麗

で
し
た
。
お
稽
古
を
さ
れ
て
い
る
お
茶

室
に
案
内
さ
れ
、
お
い
し
い
お
茶
を
頂

き
な
が
ら
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

◆
三
斎
流
と
の
出
会
い
は
？

　
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
、
勤
務
地
が

松
江
か
ら
木
次
と
な
り
、
茶
道
教
授
の

渋
川
恒
夫
先
生
に
巡
り
合
い
、
三
斎
流

は
家
元
が
出
雲
市
に
あ
り
、
多
く
の
男

性
が
茶
道
を
修
め
て
い
る
と
聞
き
、
早

速
、
杉
山
郁
子
先
生
を
紹
介
し
て
頂
き

稽
古
を
始
め
ま
し
た
。

◆
祥
山
宗
匠
と
の
思
い
出
は
？

　
昭
和
五
十
年
十
月
十
日
の
宗
瑞
宗
匠

の
「
道
統
継
承
」
並
び
に
祥
山
宗
匠
の

「
古
稀
祝
賀
記
念
」
茶
会
で
、
多
く
の

若
い
男
性
の
中
で
お
手
伝
い
さ
せ
て
頂

い
た
の
が
、
初
め
て
の
茶
会
参
加
で
し

た
。
会
場
で
は
祥
山
宗
匠
に
ご
挨
拶
も

出
来
な
い
未
熟
者
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
私
は
参
加
出
来
た
お
礼
と

無
礼
を
詫
び
る
手
紙
に
、
山
の
物
を
添

え
、
宗
瑞
宗
匠
に
お
届
け
を
お
願
い
し

ま
し
た
。
数
日
後
、
祥
山
宗
匠
か
ら
お

礼
の
文
（
消
息
）
と
色
紙
が
届
き
、
恐

縮
し
ま
し
た
。
早
速
軸
装
に
し
、
大
切

な
宝
物
と
し
て
い
ま
す
。

◆
宗
瑞
宗
匠
と
の
思
い
出
は
？

　
昭
和
六
十
一
年
の
夏
に
、
三
斎
公
の

画
像
の
前
で
「
中
伝
免
許
状
」
を
拝
受

し
、
今
後
は
一
人
で
も
弟
子
を
持
ち
、

茶
道
に
精
進
す
る
よ
う
に
と
の
説
示
を

受
け
ま
し
た
。

　
宗
瑞
宗
匠
に
は
直
接
お
点
前
の
御
指

導
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
県
外
勤
務
で
も
、
各
地
の
茶
会

で
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

仙
台
で
は
、
五
〇
〇
万
年
前
の
「
埋
れ

木
」
で
作
ら
れ
た
茶
道
具
等
を
見
ま
し

た
。
こ
の
「
埋
れ
木
」
で
、
三
斎
公
御

手
造
り
の
「
黒
づ
る
写
」
の
模
写
を
宗

瑞
宗
匠
の
了
解
を
得
て
、
日
本
工
芸
会

の
小
竹
孝
氏
に
製
作
し
て
頂
き
ま
し

た
。
退
職
後
、
こ
の
茶
杓
と
三
斎
公
の

消
息
に
書
付
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
宗
瑞
宗
匠
は
間
も
な
く
ご
逝
去
さ

れ
、
茶
杓
は
筒
書
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私

は
こ
れ
を
「
つ
つ
が
な
し
」
の
茶
杓
と

し
て
、
宗
匠
を
偲
ぶ
最
高
の
道
具
と
し

て
大
切
に
保
存
し
て
い
ま
す
。

◆
特
に
印
象
に
残
る
お
茶
会
は
？

　
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
十
三
日

に
、
祥
山
宗
匠
を
お
迎
え
し
た
木
次
町

の
坂
本
邸
の
お
茶
会
で
す
。
私
は
茶
席

で
の
お
点
前
は
初
め
て
で
、
祥
山
宗
匠

を
前
に
し
緊
張
し
た
状
態
は
、
忘
れ
る

事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
先
生
に
と
っ
て
お
茶
と
は
？

　
茶
道
は
、
総
合
芸
術
と
も
称
さ
れ
ま

す
。
私
は
芸
術
家
の
故
渋
川
先
生
か
ら

多
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
感
謝
し

て
い
ま
す
。
美
術
館
や
寺
院
を
巡
り
、

ま
た
、
各
地
の
大
寄
せ
茶
会
等
に
参
加

し
ま
し
た
。
今
は
茶
道
の
本
や
テ
レ
ビ

を
視
聴
し
、
お
茶
が
生
活
の
一
部
に
な

っ
て
い
ま
す
。

◆
後
輩
に
伝
え
た
い
事
は
？

　
三
斎
流
は
「
口
伝
」
と
言
い
続
け
ら

れ
て
来
ま
し
た
が
、
こ
の
度
、
基
本
的

な
テ
キ
ス
ト
が
発
行
さ
れ
る
運
び
と
な

っ
た
様
で
す
。
中
伝
取
得
者
は
こ
の
機

会
に
出
来
る
だ
け
弟
子
を
取
り
、
伝
統

あ
る
茶
道
の
伝
承
に
努
め
ら
れ
、
三
斎

流
が
興
隆
す
る
事
を
願
っ
て
止
み
ま
せ

ん
。

◆
佐
藤
先
生
に
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
ご

協
力
頂
き
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
先
生
の
益
々
の
ご
健
康
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。（

広
報
部
　
井
谷
安
江
）

令
和
三
年
十
月
十
六
日
（
土
）

　
出
雲
市
渡
橋
町
の
観
音
寺
で
、
三
十

三
年
ぶ
り
と
な
る
御
本
尊
「
十
一
面
観

世
音
菩
薩
像
」
が
御
開
帳
さ
れ
ま
し

た
。
観
音
堂
で
は
特
別
法
要
が
営
ま

れ
、
宗
浦
家
元
に
よ
る
供
茶
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
法
要
後
は
、
厨
子
に
遷
座
し
た
御
本

尊
を
担
ぎ
、
朝
山
住
職
や
役
員
が
市
内

約
２
キ
ロ
を
練
り
歩
き
ま
し
た
。

三斎流九曜会だより（3） （2）三斎流九曜会だより

法
を
そ
ろ
そ
ろ
始
め
ま
せ
ん
か
と
提
案

さ
れ
た
が
、
全
員
が
不
快
感
（
？
）
を

示
し
、
提
案
は
撤
回
さ
れ
、
二
十
年
間

殆
ど
進
歩
の
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
お
点

前
と
し
て
は
、
た
ま
に
盆
点
て
を
す
る

く
ら
い
で
あ
る
が
、
全
員
そ
れ
で
満
足

し
て
い
る
。
ひ
と
月
に
一
回
、
日
常
を

離
れ
て
、
お
軸
を
拝
見
し
、
野
花
を
愛

で
、
美
味
し
い
お
菓
子
を
頂
き
、
一
服

の
美
味
し
い
お
茶
を
頂
く
こ
と
で
、
少

し
で
も
日
頃
の
ス
ト
レ
ス
の
解
消
に
な

れ
ば
と
い
う
の
が
、
メ
ン
バ
ー
全
員
の

共
通
の
想
い
で
あ
る
。

　
会
の
名
前
は
「
お
ん
ぼ
ら
会
」
と
い

う
。
習
い
始
め
て
一
年
く
ら
い
経
っ
た

時
、
会
の
名
前
を
付
け
よ
う
と
い
う
事

に
な
り
、
会
長
で
あ
る
私
が
付
け
る
事

と
な
っ
た
。
会
の
性
格
が
よ
く
表
れ
て

い
る
良
い
名
前
だ
と
自
負
し
て
い
る
。

　
何
れ
に
し
ろ
、
日
常
の
慌
た
だ
し
さ

の
中
で
、
心
を
落
ち
着
か
せ
る
場
と
し

て
、
茶
道
は
意
味
合
い
を
持
つ
と
感
じ

て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
も
う
し

ば
ら
く
「
お
ん
ぼ
ら
会
」
は
続
き
そ
う

で
あ
る
。

（
お
ん
ぼ
ら
会
会
長
　
中
川
正
久
）

令
和
四
年
五
月
二
十
八
日
（
土
）

　
臨
済
宗
建
仁
寺
派
の
神
勝
禅
寺
（
広

島
県
福
山
市
）
で
「
新
緑
茶
会
」
（
神

勝
禅
寺
主
催
）
が
開
か
れ
、
宗
浦
家
元

に
よ
る
献
茶
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
薄
茶
席
、
立
礼
席
（
三
斎
流
翠
尚
会

担
当
）
、
点
心
席
が
設
け
ら
れ
、
九
曜

会
か
ら
も
十
数
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
当
日
は
細
川
護
光
様
、
宗
浦

家
元
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
の

芳
澤
勝
弘
氏
に
よ
る
鼎
談
も
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
令
和
四
年
五
月
二
十
七
日
、
今
岡
祥
子
先

生
は
、
長
年
、
茶
道
を
通
し
て
子
ど
も
の
健

全
育
成
に
功
績
が
あ
っ
た
と
し
て
、
今
年
度

の
青
少
年
健
全
育
成
功
労
者
表
彰
を
受
け
、

丸
山
知
事
か
ら
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

（
五
月
三
十
一
日
付
・
島
根
日
日
新
聞
よ
り
）

先
達
探
訪

〜
三
斎
流
の
先
生
を
訪
ね
て
〜

ー第 7回ー

観
音
寺 

本
尊
開
帳
で
供
茶

神
勝
禅
寺
で
献
茶

今
岡
祥
子
先
生
に
知
事
感
謝
状

Hot ほっと第２回

ティー タイム
茶 時間



佐藤忠正先生

観音堂供茶式

（右から）細川様、家元、芳澤氏

亀山茶会30周年記念茶会にて

おんぼら会のみなさん

　　　　

　
　
　
　
　

　
初
め
て
茶
の
湯
の
手
ほ
ど
き
を
受
け

た
日
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

　
鉛
筆
と
大
学
ノ
ー
ト
を
持
っ
て
稽
古

場
に
行
き
ま
す
と
、
水
屋
に
座
ら
さ
れ

ま
し
た
。
ま
ず
こ
こ
で
、
水
屋
の
絵
を

描
き
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
水
屋
棚
や
吊

り
棚
、
水
屋
甕
、
茶
巾
盥
な
ど
、
そ
こ

に
置
い
て
あ
る
お
道
具
を
全
部
描
き
、

そ
の
名
称
も
書
き
入
れ
ま
し
た
。

　
私
は
絵
を
描
く
事
が
苦
手
で
、
と
て

も
嫌
な
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
水
屋
の
正

面
に
座
っ
て
描
く
の
で
す
が
、
座
る
位

置
が
悪
い
と
か
、
実
際
に
手
に
取
れ
る

も
の
は
触
っ
て
よ
く
見
て
描
け
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
手
に
取
っ
た
物

は
元
の
位
置
に
戻
す
よ
う
に
言
わ
れ
ま

し
た
。
戻
し
た
後
、
位
置
が
悪
い
と

「
右
、
も
う
少
し
右
、
違
う
、
行
き
過

ぎ
。
あ
〜
、
ま
〜
、
う
ん
」
と
言
わ
れ

た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
　

　
答
え
も
正
解
も
別
に
あ
る
わ
け
で
も

な
く
、
そ
の
人
の
感
覚
や
感
性
な
の
で

し
ょ
う
ね
。
私
が
は
じ
め
に
そ
こ
に

座
っ
た
時
、
い
い
位
置
に
置
い
て
あ
る

の
で
す
か
ら
、
た
だ
そ
こ
に
な
い
と
気

持
ち
悪
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
何

ペ
ー
ジ
も
描
き
直
し
、
ど
こ
に
何
を
置

く
の
か
、
道
具
の
名
前
、
扱
い
や
準
備

す
る
順
番
ま
で
も
自
然
と
覚
え
ま
し

た
。

　
水
屋
と
い
う
の
は
お
勝
手
で
あ
り
ま

す
の
で
、
特
に
決
ま
っ
た
ル
ー
ル
が
あ

る
訳
で
は
な
く
、
そ
の
家
、
そ
の
人
に

よ
り
け
り
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
流
派

で
ど
う
こ
う
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
や

は
り
、
水
屋
作
法
は
特
に
厳
し
い
も
の

だ
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
だ
い
た
い

の
稽
古
場
で
は
横
に
お
古
い
先
生
が
付

い
て
座
り
、
目
を
光
ら
せ
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
ん
な
事
で
、
実
家
の
稽
古
場
も
大

半
の
稽
古
は
水
屋
に
あ
り
と
い
う
よ
う

な
雰
囲
気
で
、
私
が
父
か
ら
教
わ
っ
た

茶
の
湯
の
稽
古
は
以
上
で
す
。
ち
な
み

に
今
も
、
毎
月
名
古
屋
の
稽
古
場
に
参

り
ま
す
が
、
私
が
使
っ
た
後
の
水
屋

で
、
父
は
首
を
傾
げ
な
が
ら
置
き
直
し

て
お
り
ま
す
ね
。

　
水
屋
は
茶
の
湯
の
特
等
席
で
も
あ
り

ま
す
。
茶
事
に
お
い
て
も
全
体
を
把
握

で
き
、
壁
や
戸
を
隔
て
て
主
客
の
息
遣

い
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

客
の
席
入
の
様
子
を
伺
い
な
が
ら
亭
主

の
準
備
を
し
、
席
へ
と
送
り
出
し
、
進

行
の
様
子
を
感
じ
、
席
中
で
何
が
起
こ

ろ
う
と
も
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
対
処
出

来
る
よ
う
控
え
て
お
り
ま
す
。

　
私
も
宗
匠
に
付
い
て
茶
会
や
茶
事
で

水
屋
に
控
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
茶
の

湯
の
中
で
も
一
番
好
き
な
時
間
で
あ
り

ま
し
た
。
一
席
の
点
前
が
終
わ
り
、
茶

道
口
が
開
き
、
建
水
を
片
手
に
宗
匠
が

出
て
こ
ら
れ
る
と
、
脇
で
控
え
て
お
り

ま
す
私
に
、
な
ん
と
も
笑
顔
で
そ
の
建

水
を
手
渡
さ
れ
る
。
次
の
席
と
の
合
間

に
、
「
一
服
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
」

と
聞
き
ま
す
と
、
「
ど
っ
ち
ゃ
で
も

け
っ
こ
う
で
ぇ
す
ぅ
」
と
、
口
癖
の

よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
い
つ
も
そ
の

繰
り
返
し
で
あ
り
ま
し
た
。
悲
し
く

も
今
は
経
験
す
る
事
が
な
く
な
り
、

残
念
な
限
り
で
あ
り
ま
す
。

  

賛
助
会
員
の
皆
様

の
日
々
の
お
茶
と
の

か
か
わ
り
、
会
の
活

動
を
紹
介
す
る
こ
の

コ
ー
ナ
ー
。

　
今
回
は
、
亀
山
茶

会
で
お
茶
席
担
当
も

さ
れ
た
お
ん
ぼ
ら
会

で
す
。

　
約
二
十
年
前
の
正
月
、
ふ
と
し
た

き
っ
か
け
で
、
出
雲
に
家
元
の
あ
る
茶

道
「
三
斎
流
」
に
入
門
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
松
江
藩
主
、
松
平
不
昧
公
が

茶
道
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
広
め
た
影
響

も
あ
り
、
出
雲
地
方
で
は
茶
道
が
盛
ん

で
、
茶
会
も
多
く
、
色
々
な
機
会
に
お

茶
を
頂
く
こ
と
が
多
い
。
お
茶
を
頂
く

場
合
の
最
低
限
の
作
法
は
知
っ
て
お
い

て
も
損
は
な
い
と
、
数
人
の
チ
ョ
イ
悪

お
じ
さ
ん
が
、
気
楽
な
気
持
ち
で
入
門

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
真
面

目
に
一
か
ら
お
点
前
を
習
う
つ
も
り
は

誰
も
持
っ
て
お
ら
ず
、
中
に
は
「
お
酒

会
」
と
勘
違
い
し
て
メ
ン
バ
ー
に
な
っ

た
人
も
い
る
。
な
に
は
と
も
あ
れ
、
月

一
回
家
元
の
う
ち
に
集
ま
っ
て
、
作
法

ど
お
り
お
茶
を
頂
く
練
習
を
す
る
こ
と

と
し
、
そ
の
中
で
、
本
格
的
に
お
茶
を

習
い
た
い
人
は
抜
け
駆
け
自
由
と
い
う

ル
ー
ル
と
し
た
。

　
メ
ン
バ
ー
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
、

市
会
議
員
等
八
名
で
、
平
均
年
齢
は
当

時
五
十
五
歳
少
し
前
で
あ
る
。
途
中
、

教
え
る
側
が
気
を
遣
い
、
お
点
前
の
作

　
今
回
は
、
長
年
、
九
曜
会
常
任
理

事
、
雲
南
翠
木
会
会
長
を
な
さ
り
、
ご

活
躍
さ
れ
て
い
る
佐
藤
忠
正
先
生
で

す
。

　
十
一
月
下
旬
、
先
生
の
お
宅
に
お
邪

魔
し
ま
し
た
。
お
住
ま
い
の
掛
合
町

は
、
丁
度
紅
葉
で
山
々
が
と
て
も
綺
麗

で
し
た
。
お
稽
古
を
さ
れ
て
い
る
お
茶

室
に
案
内
さ
れ
、
お
い
し
い
お
茶
を
頂

き
な
が
ら
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

◆
三
斎
流
と
の
出
会
い
は
？

　
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
、
勤
務
地
が

松
江
か
ら
木
次
と
な
り
、
茶
道
教
授
の

渋
川
恒
夫
先
生
に
巡
り
合
い
、
三
斎
流

は
家
元
が
出
雲
市
に
あ
り
、
多
く
の
男

性
が
茶
道
を
修
め
て
い
る
と
聞
き
、
早

速
、
杉
山
郁
子
先
生
を
紹
介
し
て
頂
き

稽
古
を
始
め
ま
し
た
。

◆
祥
山
宗
匠
と
の
思
い
出
は
？

　
昭
和
五
十
年
十
月
十
日
の
宗
瑞
宗
匠

の
「
道
統
継
承
」
並
び
に
祥
山
宗
匠
の

「
古
稀
祝
賀
記
念
」
茶
会
で
、
多
く
の

若
い
男
性
の
中
で
お
手
伝
い
さ
せ
て
頂

い
た
の
が
、
初
め
て
の
茶
会
参
加
で
し

た
。
会
場
で
は
祥
山
宗
匠
に
ご
挨
拶
も

出
来
な
い
未
熟
者
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
私
は
参
加
出
来
た
お
礼
と

無
礼
を
詫
び
る
手
紙
に
、
山
の
物
を
添

え
、
宗
瑞
宗
匠
に
お
届
け
を
お
願
い
し

ま
し
た
。
数
日
後
、
祥
山
宗
匠
か
ら
お

礼
の
文
（
消
息
）
と
色
紙
が
届
き
、
恐

縮
し
ま
し
た
。
早
速
軸
装
に
し
、
大
切

な
宝
物
と
し
て
い
ま
す
。

◆
宗
瑞
宗
匠
と
の
思
い
出
は
？

　
昭
和
六
十
一
年
の
夏
に
、
三
斎
公
の

画
像
の
前
で
「
中
伝
免
許
状
」
を
拝
受

し
、
今
後
は
一
人
で
も
弟
子
を
持
ち
、

茶
道
に
精
進
す
る
よ
う
に
と
の
説
示
を

受
け
ま
し
た
。

　
宗
瑞
宗
匠
に
は
直
接
お
点
前
の
御
指

導
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
県
外
勤
務
で
も
、
各
地
の
茶
会

で
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

仙
台
で
は
、
五
〇
〇
万
年
前
の
「
埋
れ

木
」
で
作
ら
れ
た
茶
道
具
等
を
見
ま
し

た
。
こ
の
「
埋
れ
木
」
で
、
三
斎
公
御

手
造
り
の
「
黒
づ
る
写
」
の
模
写
を
宗

瑞
宗
匠
の
了
解
を
得
て
、
日
本
工
芸
会

の
小
竹
孝
氏
に
製
作
し
て
頂
き
ま
し

た
。
退
職
後
、
こ
の
茶
杓
と
三
斎
公
の

消
息
に
書
付
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
宗
瑞
宗
匠
は
間
も
な
く
ご
逝
去
さ

れ
、
茶
杓
は
筒
書
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私

は
こ
れ
を
「
つ
つ
が
な
し
」
の
茶
杓
と

し
て
、
宗
匠
を
偲
ぶ
最
高
の
道
具
と
し

て
大
切
に
保
存
し
て
い
ま
す
。

◆
特
に
印
象
に
残
る
お
茶
会
は
？

　
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
十
三
日

に
、
祥
山
宗
匠
を
お
迎
え
し
た
木
次
町

の
坂
本
邸
の
お
茶
会
で
す
。
私
は
茶
席

で
の
お
点
前
は
初
め
て
で
、
祥
山
宗
匠

を
前
に
し
緊
張
し
た
状
態
は
、
忘
れ
る

事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
先
生
に
と
っ
て
お
茶
と
は
？

　
茶
道
は
、
総
合
芸
術
と
も
称
さ
れ
ま

す
。
私
は
芸
術
家
の
故
渋
川
先
生
か
ら

多
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
感
謝
し

て
い
ま
す
。
美
術
館
や
寺
院
を
巡
り
、

ま
た
、
各
地
の
大
寄
せ
茶
会
等
に
参
加

し
ま
し
た
。
今
は
茶
道
の
本
や
テ
レ
ビ

を
視
聴
し
、
お
茶
が
生
活
の
一
部
に
な

っ
て
い
ま
す
。

◆
後
輩
に
伝
え
た
い
事
は
？

　
三
斎
流
は
「
口
伝
」
と
言
い
続
け
ら

れ
て
来
ま
し
た
が
、
こ
の
度
、
基
本
的

な
テ
キ
ス
ト
が
発
行
さ
れ
る
運
び
と
な

っ
た
様
で
す
。
中
伝
取
得
者
は
こ
の
機

会
に
出
来
る
だ
け
弟
子
を
取
り
、
伝
統

あ
る
茶
道
の
伝
承
に
努
め
ら
れ
、
三
斎

流
が
興
隆
す
る
事
を
願
っ
て
止
み
ま
せ

ん
。

◆
佐
藤
先
生
に
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
ご

協
力
頂
き
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
先
生
の
益
々
の
ご
健
康
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。（

広
報
部
　
井
谷
安
江
）

令
和
三
年
十
月
十
六
日
（
土
）

　
出
雲
市
渡
橋
町
の
観
音
寺
で
、
三
十

三
年
ぶ
り
と
な
る
御
本
尊
「
十
一
面
観

世
音
菩
薩
像
」
が
御
開
帳
さ
れ
ま
し

た
。
観
音
堂
で
は
特
別
法
要
が
営
ま

れ
、
宗
浦
家
元
に
よ
る
供
茶
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
法
要
後
は
、
厨
子
に
遷
座
し
た
御
本

尊
を
担
ぎ
、
朝
山
住
職
や
役
員
が
市
内

約
２
キ
ロ
を
練
り
歩
き
ま
し
た
。

三斎流九曜会だより（3） （2）三斎流九曜会だより

法
を
そ
ろ
そ
ろ
始
め
ま
せ
ん
か
と
提
案

さ
れ
た
が
、
全
員
が
不
快
感
（
？
）
を

示
し
、
提
案
は
撤
回
さ
れ
、
二
十
年
間

殆
ど
進
歩
の
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
お
点

前
と
し
て
は
、
た
ま
に
盆
点
て
を
す
る

く
ら
い
で
あ
る
が
、
全
員
そ
れ
で
満
足

し
て
い
る
。
ひ
と
月
に
一
回
、
日
常
を

離
れ
て
、
お
軸
を
拝
見
し
、
野
花
を
愛

で
、
美
味
し
い
お
菓
子
を
頂
き
、
一
服

の
美
味
し
い
お
茶
を
頂
く
こ
と
で
、
少

し
で
も
日
頃
の
ス
ト
レ
ス
の
解
消
に
な

れ
ば
と
い
う
の
が
、
メ
ン
バ
ー
全
員
の

共
通
の
想
い
で
あ
る
。

　
会
の
名
前
は
「
お
ん
ぼ
ら
会
」
と
い

う
。
習
い
始
め
て
一
年
く
ら
い
経
っ
た

時
、
会
の
名
前
を
付
け
よ
う
と
い
う
事

に
な
り
、
会
長
で
あ
る
私
が
付
け
る
事

と
な
っ
た
。
会
の
性
格
が
よ
く
表
れ
て

い
る
良
い
名
前
だ
と
自
負
し
て
い
る
。

　
何
れ
に
し
ろ
、
日
常
の
慌
た
だ
し
さ

の
中
で
、
心
を
落
ち
着
か
せ
る
場
と
し

て
、
茶
道
は
意
味
合
い
を
持
つ
と
感
じ

て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
も
う
し

ば
ら
く
「
お
ん
ぼ
ら
会
」
は
続
き
そ
う

で
あ
る
。

（
お
ん
ぼ
ら
会
会
長
　
中
川
正
久
）

令
和
四
年
五
月
二
十
八
日
（
土
）

　
臨
済
宗
建
仁
寺
派
の
神
勝
禅
寺
（
広

島
県
福
山
市
）
で
「
新
緑
茶
会
」
（
神

勝
禅
寺
主
催
）
が
開
か
れ
、
宗
浦
家
元

に
よ
る
献
茶
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
薄
茶
席
、
立
礼
席
（
三
斎
流
翠
尚
会

担
当
）
、
点
心
席
が
設
け
ら
れ
、
九
曜

会
か
ら
も
十
数
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
当
日
は
細
川
護
光
様
、
宗
浦

家
元
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
の

芳
澤
勝
弘
氏
に
よ
る
鼎
談
も
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
令
和
四
年
五
月
二
十
七
日
、
今
岡
祥
子
先

生
は
、
長
年
、
茶
道
を
通
し
て
子
ど
も
の
健

全
育
成
に
功
績
が
あ
っ
た
と
し
て
、
今
年
度

の
青
少
年
健
全
育
成
功
労
者
表
彰
を
受
け
、

丸
山
知
事
か
ら
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

（
五
月
三
十
一
日
付
・
島
根
日
日
新
聞
よ
り
）

先
達
探
訪

〜
三
斎
流
の
先
生
を
訪
ね
て
〜

ー第 7回ー

観
音
寺 

本
尊
開
帳
で
供
茶

神
勝
禅
寺
で
献
茶

今
岡
祥
子
先
生
に
知
事
感
謝
状

Hot ほっと第２回

ティー タイム
茶 時間



　
◇
言
霊
（
コ
ト
ダ
マ
）
の
国

　
世
界
の
人
々
が
、
現
在
使
用
し
て
い

る
文
字
は
、
次
の
二
つ
の
種
類
に
分
け

ら
れ
る
。

　
・
表
意
文
字 ―

 

漢
字
な
ど
文
字
が

一
定
の
意
味
を
表
す
も
の

　
・
表
音
文
字 ―

 

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

や
ロ
ー
マ
字
な
ど
音
声
だ
け
を
表
す

も
の

　
我
が
国
で
は
、
表
意
文
字
（
漢
字
）

と
表
音
文
字
（
仮
名
）
が
う
ま
く
組
み

合
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。

　
万
葉
集
の
歌
人
・
柿
本
人
麻
呂
は
、

日
本
の
国
を
、次
の
様
に
読
ん
で
い
る
。

　
　
し
き
し
ま
の
大
和
は

　
　
　
　
言
霊
の
助
く
る
国
ぞ

　
言
霊
（
コ
ト
ダ
マ
）
と
は
、
言
葉
の

中
に
霊
・
魂
が
宿
っ
て
い
て
言
葉
と
実

体
（
現
象
）
が
一
体
化
す
る
も
の
で
、

発
言
す
る
言
葉
の
意
味
と
そ
れ
に
よ
っ

て
招
く
結
果
に
相
関
関
係
が
あ
る
と
古

来
か
ら
日
本
人
は
信
じ
て
い
た
。
故
に

縁
起
の
悪
い
不
吉
な
言
葉
を
慎
み
、
縁

起
の
良
い
吉
兆
の
言
葉
を
大
切
に
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
お
め
で
た
い
結
婚
式
で
は

披
露
宴
は
以
上
で
終
了
し
ま
す
と
は
言

わ
な
い
で
、
お
開
き
に
し
ま
す
と
発
言

す
る
な
ど
日
本
人
は
言
霊
を
信
じ
言
葉

の
使
用
に
気
を
配
っ
て
き
た
。

　
◇
茶
室
の
掛
軸

〇
第
一
の
茶
道
具
「
掛
軸
」

　
千
利
休
に
茶
の
湯
を
教
わ
っ
た
宗
哲

が
利
休
か
ら
授
か
っ
た
口
伝
秘
事
を
書

き
留
め
た
有
名
な
書「
南
方
録
」に
、「
掛

物
ほ
ど
第
一
の
道
具
は
な
し
客
と
亭
主

共
に
茶
の
湯
三
味
の
一
心
得
道
の
物

也
。
墨
蹟
を
第
一
と
す
。
其
の
文
句
の

心
を
敬
い
、筆
者
の
徳
を
賞
翫
す
る
也
。

仏
語
・
祖
語
・
筆
者
の
徳
を
兼
ね
用
い

る
を
第
一
と
し
、
重
宝
の
一
軸
也
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
茶
室
で
使
用
さ

れ
る
道
具
の
中
で
床
に
掛
け
る
掛
物
は

最
も
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。

　
そ
の
茶
室
の
掛
物
と
し
て
禅
宗
の
高

僧
の
書
い
た
物
、
特
に
中
国
の
唐
・
宋

時
代
や
我
が
国
の
鎌
倉
・
室
町
時
代
の

禅
僧
の
墨
蹟
が
用
い
ら
れ
た
が
、
な
か

で
も
南
宋
の
臨
済
宗
の
僧
で
あ
る
圓
悟

や
虚
堂
の
墨
蹟
は
珍
重
さ
れ
た
。

　
武
者
小
路
千
家
第
十
五
代
の
千
宗
屋

宗
匠
は
、「
茶
会
を
開
く
時
に
、
ま
ず

選
ぶ
も
の
は
掛
物
と
茶
碗
で
す
。
特
に

掛
物
で
は
一
行
書
を
よ
く
用
い
る
様
に

し
て
い
ま
す
。」
と
語
っ
て
お
ら
れ
る

が
、
茶
室
の
床
に
掛
物
は
、
そ
の
日
の

亭
主
の
茶
会
に
対
す
る
心
構
え
を
表
わ

す
も
の
で
、
お
も
て
な
し
の
主
題
で
あ

り
茶
の
湯
の
席
で
最
も
重
要
視
さ
れ
て

い
る
茶
道
具
で
あ
る
。

〇
茶
掛
の
種
類

　
茶
室
に
掛
け
る
掛
物
は
、
絵
画
・
和

歌
（
連
歌
）・
消
息
・
墨
蹟
等
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

　
・
絵
画 ―

 

室
町
時
代
に
は
、
鑑
賞

と
し
て
中
国
の
絵
（
唐
絵
）
が
多
く

使
わ
れ
て
い
た
が
、
小
堀
遠
州
以
後

に
な
る
と
狩
野
派
や
土
佐
派
の
大
和

絵
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
・
和
歌 ―

 

武
野
紹
鷗
が
最
初
に
用

い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
紀
貫
之
や

藤
原
定
家
等
の
和
歌
や
連
歌
の
古
筆

切
（
古
い
歌
集
の
一
部
を
切
り
離
し

て
掛
物
と
し
た
も
の
）
が
よ
く
使
用

さ
れ
た
。

　
・
消
息
（
手
紙
文
） ―

 

千
利
休
以

後
か
ら
使
用
さ
れ
た
が
、
特
に
古
田

織
部
が
利
休
追
悼
茶
会
で
利
休
の
消

息
を
用
い
た
の
が
有
名
で
あ
る
。

　
・
墨
蹟 ―

 

村
田
珠
光
が
参
禅
す
る

一
休
禅
師
か
ら
得
度
の
証
し
と
し
て

圓
悟
墨
蹟
を
拝
領
し
た
も
の
を
茶
室

の
掛
物
と
し
て
用
い
た
の
が
、
墨
蹟

掛
軸
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。

　
墨
蹟
は
、
人
に
見
せ
る
も
の
で
は
な

く
て
書
を
通
し
て
記
述
者
で
あ
る
師
と

対
話
し
自
ら
が
深
く
内
省
す
る
た
め
に

用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
絵
画
や
和
歌
が
見
せ
る
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
墨
蹟
は
考
え
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

　
墨
蹟
に
は
、
竪
に
書
い
た
竪
一
行
物

と
二
行
物
、横
一
行
の
横
物
が
あ
る
が
、

特
に
高
僧
が
書
い
た
印
可
状
・
法
語
・

禅
語
な
ど
多
く
が
用
い
ら
れ
た
。

　
な
か
で
も
南
宋
の
高
僧
で
あ
る
圓
悟

克
勤
と
虚
堂
智
愚
の
書
は
珍
重
さ
れ
て

い
る
が
、
特
に
圓
悟
の
参
禅
の
印
可
状

は
圓
悟
が
弟
子
の
虎
丘
紹
隆
に
授
け
た

物
で
「
流
れ
圓
悟
」
の
愛
称
で
知
ら
れ
、

茶
の
湯
世
界
で
第
一
の
墨
蹟
と
仰
が
れ

有
名
で
あ
る
。

　
こ
の
印
可
状
は
、
薩
摩
沖
で
漂
流
し

て
い
た
の
を
拾
い
上
げ
ら
れ
て
大
仙
院

の
宗
亘
へ
献
上
さ
れ
大
徳
寺
へ
と
渡
っ

た
が
、
四
十
五
行
あ
っ
た
印
可
状
は
伊

達
政
宗
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
、
前
半
部

分
は
堺
の
禅
雲
寺
を
経
て
松
平
不
昧
の

所
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
後
半
部
分

は
伊
達
政
宗
の
所
有
と
な
っ
た
が
、
後

半
部
分
は
現
在
、
残
念
な
が
ら
所
在
不

明
で
あ
る
。

　
記
録
に
よ
る
と
、
文
化
年
間
に
圓
悟

墨
蹟
と
虚
堂
墨
蹟
の
二
点
が
松
平
不
昧

に
よ
り
高
額
な
費
用
負
担
に
よ
っ
て
購

入
さ
れ
て
以
来
、
雲
州
名
物
と
し
て
百

余
年
に
わ
た
っ
て
松
江
藩
に
保
管
さ
れ

て
い
た
が
、
昭
和
五
年
に
松
平
家
か
ら

雲
州
名
物
の
十
四
点
が
東
京
国
立
博
物

館
へ
献
納
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

献
納
さ
れ
た
圓
悟
・
虚
堂
の
墨
蹟
は
、

い
ず
れ
も
国
宝
に
現
在
指
定
さ
れ
て
い

る
。

　
筆
者
は
、
東
京
国
立
博
物
館
に
お
い

て
こ
の
十
四
点
の
雲
州
名
物
を
拝
観
し

た
が
、
こ
れ
が
島
根
県
に
残
さ
れ
て
い

た
ら
な
あ
と
残
念
な
思
い
を
し
な
が
ら

暫
く
感
概
に
耽
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
◇
茶
の
湯
は
、
心
道
で
あ
る
。

〇
掛
軸
を
心
の
糧
に

　
茶
室
に
入
る
と
、
ま
ず
最
初
に
床
の

前
に
座
し
て
正
面
の
掛
軸
に
対
し
て
敬

虔
な
気
持
ち
で
一
礼
を
す
る
。

　
そ
れ
は
、
ま
ず
初
め
に
掛
物
の
執
筆

者
に
挨
拶
を
し
て
書
か
れ
て
い
る
字
句

を
よ
く
読
み
、
思
考
を
巡
ら
し
て
思
い

を
深
め
、
納
得
し
て
自
ら
の
心
の
糧
に

す
る
の
で
あ
る
。

　
茶
の
湯
が
只
の
茶
飲
み
に
終
わ
っ
て

は
い
け
な
い
。
茶
の
湯
を
介
し
て
日
頃

の
自
分
の
生
活
を
内
省
し
、
己
れ
の
明

日
か
ら
の
よ
き
道
を
求
め
て
い
く
禅
の

修
業
が
茶
の
湯
で
あ
る
。

　
民
芸
運
動
の
創
始
者
で
あ
る
柳
宗
悦

は
、
茶
の
湯
は
心
道
で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
が
、
茶
室
は
正
し
く
心
を
鍛
え
る

道
場
で
あ
る
。
茶
室
に
お
い
て
亭
主
と

客
が
共
に
茶
掛
の
字
句
を
通
し
て
執
筆

者
の
人
柄
・
人
徳
を
賞
翫
し
、
そ
の
生

き
方
を
学
ん
で
自
ら
の
生
き
る
道
に
活

か
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
茶
の
湯
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
を

日
々
の
暮
ら
し
の
中
に
活
か
し
て
い

く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
茶
の
湯
が
活
き
て

く
る
。
茶
の
湯
と
日
々
の
暮
ら
し
を
一

体
化
し
て
い
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

　
神
仏
の
崇
拝
で
も
神
社
・
仏
閣
の
中

だ
け
の
祈
り
で
は
な
く
、
常
日
頃
の
暮

ら
し
の
中
に
お
い
て
の
敬
虔
な
祈
り
、

不
断
平
生
の
心
の
持
ち
方
が
大
切
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
救
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

〇
文
字
か
ら
学
ぶ

　
故
人
曰
く
、「
文
字
は
道
を
貫
く
の

器
な
り
。
文
字
を
離
れ
て
道
を
求
む
可

ら
ず
、
文
字
を
離
れ
て
道
を
伝
う
可
ら

ず
。」
と
。

　
古
来
人
々
は
、
文
字
を
大
切
に
し
て

文
字
を
学
ん
で
自
ら
の
生
き
方
を
考

え
、
己
れ
の
人
生
の
糧
と
し
て
き
た
。

文
字
を
学
ん
で
生
き
る
た
め
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
源
と
し
て
活
用
し
て
き
た
が
、
し

か
し
な
が
ら
最
近
は
活
字
嫌
い
、
読
書

離
れ
の
人
が
多
く
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

等
の
画
像
を
追
っ
て
、
活
字
に
接
す
る

機
会
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
状

は
実
に
残
念
で
あ
る
。

　
茶
室
の
掛
物
は
、
特
に
禅
語
の
墨
蹟

が
多
く
、
そ
の
解
読
・
理
解
に
苦
労
す

る
こ
と
が
多
い
。
現
職
の
校
長
時
代
に

同
志
の
教
員
を
集
め
て
、
五
翠
会
・
五

峯
会
・
五
雄
会
を
組
織
し
、
宗
瑞
宗
匠

の
御
教
授
の
下
で
茶
の
湯
の
稽
古
に
励

ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
茶
事
の
理
解
を

深
め
る
た
め
に
禅
語
の
勉
強
を
や
ろ
う

で
は
な
い
か
と
一
同
相
談
し
、
禅
語
の

研
究
家
で
あ
る
観
音
寺
の
朝
山
一
玄
氏

を
講
師
に
招
い
て
月
一
回
、
一
か
年
間

禅
語
勉
強
会
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

　
朝
山
一
玄
氏
は
早
稲
田
大
学
哲
学
科

の
出
身
で
、
淡
交
社
発
刊
の
「
茶
席
の

禅
語
大
辞
典
」
の
執
筆
者
で
あ
り
禅
語

の
造
詣
が
深
く
、
氏
の
作
成
さ
れ
た
テ

キ
ス
ト
を
使
用
し
て
の
勉
強
会
は
、
そ

の
後
の
茶
の
湯
の
修
業
に
非
常
に
役

立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
利
休
七
哲
の
一
人
、
古
田
織
部
は
、

「
覚
書
」
の
中
で
「
茶
室
に
入
り
候
時

は
文
字
掛
か
り
候
、
文
字
の
心
知
ら
ず

と
も
真
実
の
道
は
比
の
内
に
有
る
べ
く

候
か
と
眼
を
付
け
て
床
か
ま
ち
に
寄
り

候
て
拝
見
あ
る
べ
く
候
。」
と
述
べ
て

い
る
の
を
思
い
な
が
ら
、
難
解
な
禅
語

も
多
か
っ
た
が
、
と
に
か
く
ま
ず
も
っ

て
よ
く
よ
く
拝
見
し
て
、
そ
の
文
字
の

心
を
把
え
よ
う
と
、
テ
キ
ス
ト
の
禅
語

に
眼
を
向
け
て
勉
強
会
に
臨
ん
だ
の
で

あ
っ
た
。

　
◇
亭
主
と
客
の
心

○
賓
主
無
し

　
禅
語
に
「
無
賓
主
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
悟
り
の
道
に
は
、
亭
主
と
客
の

上
下
の
区
別
な
く
、
お
互
い
の
心
が
融

け
合
っ
て
一
体
と
な
る
、
共
に
平
等
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
茶
の
湯

の
和
の
心
に
ぴ
っ
た
り
と
通
ず
る
言
葉

で
あ
る
。

　
松
平
不
昧
は
、「
客
の
心
に
な
り
て

亭
主
せ
よ
、
亭
主
の
心
に
な
り
て
客
い

た
せ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
正
し
く
客

と
亭
主
の
心
が
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
て
こ

そ
、
茶
の
湯
は
深
み
が
あ
り
楽
し
い
の

で
あ
る
。

○
徳
川
頼
宜
と
細
川
忠
興
の
交
遊

　
紀
伊
大
納
言
徳
川
頼
宜
は
、
若
い
頃

か
ら
茶
の
湯
を
好
み
、
細
川
忠
興
（
三

斎
）
な
ど
多
く
の
茶
人
達
と
交
遊
が

あ
っ
た
。

　
あ
る
時
、
細
川
三
斎
が
江
戸
在
留
を

終
え
て
領
国
へ
帰
国
す
る
際
に
、
徳
川

頼
宜
の
家
臣
に
対
し
て
、
こ
の
た
び
帰

国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
自
分
は
年

寄
っ
て
次
の
出
府
が
で
き
る
か
ど
う
か

分
か
ら
な
い
、
そ
こ
で
末
期
の
思
い
出

に
ぜ
ひ
紀
州
公
秘
蔵
の
虚
堂
墨
蹟
を
拝

見
し
た
い
と
伝
え
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を

聞
い
た
徳
川
頼
宜
は
快
諾
し
、
茶
会
を

開
い
て
細
川
三
斎
を
客
と
し
て
招
い

た
の
で
あ
っ
た
。

　
当
日
、
細
川
三
斎
は
心
を
と
き
め
か

し
て
紀
州
家
へ
参
上
し
、
茶
室
に
入
っ

て
床
を
拝
見
す
る
と
、
床
の
掛
物
は
所

望
す
る
虚
堂
墨
蹟
で
は
な
く
て
他
の
高

僧
の
墨
蹟
で
あ
り
、
そ
の
掛
物
に
は
弱

気
に
な
っ
た
三
斎
を
勇
気
づ
け
る
文
字

が
書
か
れ
て
い
た
。

　
細
川
三
斎
は
痛
く
失
望
し
た
が
徳
川

頼
宜
自
ら
の
お
点
前
で
茶
事
が
終
了
、

茶
室
か
ら
書
院
へ
出
る
と
、
頼
宜
の
家

臣
が
控
え
て
い
て
主
人
は
三
斎
公
よ
り

末
期
の
思
い
出
に
虚
堂
の
墨
蹟
を
拝
見

し
た
い
と
の
所
望
が
あ
っ
た
が
、
細
川
公

に
は
益
々
息
災
に
て
御
健
勝
で
再
度
出

府
さ
れ
ん
こ
と
を
望
ん
で
、
床
に
は
勇

気
づ
け
の
掛
物
と
い
た
し
ま
し
た
。
所

望
の
虚
堂
の
墨
蹟
は
、
書
院
に
て
ご
覧

に
入
れ
よ
と
の
仰
せ
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
こ
れ
に
て
御
覧
を
と
、
虚
堂
墨
蹟
を

三
斎
の
前
に
差
し
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
細
川
三
斎
は
、
こ
れ
を
聴
い
て
紀
州

公
の
心
配
り
に
痛
く
感
動
し
、
今
後
は

節
制
息
災
に
務
め
幾
度
も
出
府
し
た

い
、
そ
し
て
虚
堂
墨
蹟
は
次
の
機
会
に

拝
見
し
た
い
と
、
厚
く
礼
を
述
べ
元
気

を
出
し
て
退
席
し
た
の
で
あ
る
。

　
亭
主
の
客
に
対
す
る
気
遣
い
・
お
も

て
な
し
の
心
配
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
客

の
心
意
気
、
実
に
亭
主
と
客
の
心
が
互

い
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
大
茶
人
同
士

の
正
し
く
賓
主
無
し
の
言
葉
通
り
の
心

温
ま
る
逸
話
で
あ
る
。

　
　 

　
◇
　
　
◇
　
　
◇
　
　 

　
九
十
路
に
入
っ
た
筆
者
は
、
最
近
急

速
に
体
力
が
衰
え
気
弱
に
な
り
が
ち
で

自
室
で
読
書
三
昧
の
日
々
を
過
ご
す
こ

と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

　
そ
ん
な
中
、
広
報
部
か
ら
原
稿
依
頼

が
あ
り
老
骨
に
鞭
打
っ
て
ど
う
に
か
こ

の
稿
を
終
え
て
、
ま
ず
は
一
服
を
と
奥

の
間
に
入
っ
て
床
に
目
を
や
る
と
、
宗

浦
家
元
様
か
ら
頂
い
た
建
仁
寺
の
小
堀

老
大
師
の
御
筆
が
仰
が
れ
た
の
で
あ

る
。

　
老
大
師
御
筆
の
文
字
は
「
慈
蔭
」
の

一
言
で
「
慈
悲
蔭
覆
」
を
縮
め
た
言
葉

で
、
人
は
誰
で
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
多
く
の
人
々
の
慈
悲
を
頂
き
、
そ
の

お
陰
で
生
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
文
字
を
見
つ
め
な
が
ら
次
第
に
心

の
底
か
ら
に
じ
み
出
る
思
い
を
抑
え
る

こ
と
が
で
き
ず
暫
く
、
感
概
に
ふ
け
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

　
筆
者
は
、
九
十
余
年
の
永
き
に
わ

た
っ
て
多
く
の
皆
様
の
お
蔭
を
受
け
て

今
の
自
分
が
こ
こ
に
い
る
。
改
め
て
頂

い
た
慈
悲
に
あ
り
が
た
い
と
の
一
声
を

か
け
な
が
ら
一
服
を
干
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　
実
に
慈
蔭
そ
の
も
の
の
永
い
人
生
で

あ
っ
た
と
日
夜
思
う
今
日
こ
の
頃
で
あ

る
。

三 斎 流 九 曜 会 だ よ り（5） （4）三 斎 流 九 曜 会 だ よ り

え
ん
ご

き
ど
う

こ
ひ
つ

ぎ
り

え
ん 

ご

こ
く
ご
ん

　

 

き
ど
う 

ち  

ぐ

む
ひ
ん
し
ゅ

じ
お
ん

 

じ  

ひ 

お
ん
ぷ
く

流
れ
圓
悟

　国
宝

　
　
　
　
　（東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

（
建
仁
寺
小
堀
老
大
師
御
筆
）

し
ょ
う
が
ん

・

　・

　・

　・

　・

　
　
　
　・

　・

　・

　・

　・

茶
掛
談

和
田 

貞
夫



　
◇
言
霊
（
コ
ト
ダ
マ
）
の
国

　
世
界
の
人
々
が
、
現
在
使
用
し
て
い

る
文
字
は
、
次
の
二
つ
の
種
類
に
分
け

ら
れ
る
。

　
・
表
意
文
字 ―

 

漢
字
な
ど
文
字
が

一
定
の
意
味
を
表
す
も
の

　
・
表
音
文
字 ―

 

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

や
ロ
ー
マ
字
な
ど
音
声
だ
け
を
表
す

も
の

　
我
が
国
で
は
、
表
意
文
字
（
漢
字
）

と
表
音
文
字
（
仮
名
）
が
う
ま
く
組
み

合
さ
れ
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。

　
万
葉
集
の
歌
人
・
柿
本
人
麻
呂
は
、

日
本
の
国
を
、次
の
様
に
読
ん
で
い
る
。

　
　
し
き
し
ま
の
大
和
は

　
　
　
　
言
霊
の
助
く
る
国
ぞ

　
言
霊
（
コ
ト
ダ
マ
）
と
は
、
言
葉
の

中
に
霊
・
魂
が
宿
っ
て
い
て
言
葉
と
実

体
（
現
象
）
が
一
体
化
す
る
も
の
で
、

発
言
す
る
言
葉
の
意
味
と
そ
れ
に
よ
っ

て
招
く
結
果
に
相
関
関
係
が
あ
る
と
古

来
か
ら
日
本
人
は
信
じ
て
い
た
。
故
に

縁
起
の
悪
い
不
吉
な
言
葉
を
慎
み
、
縁

起
の
良
い
吉
兆
の
言
葉
を
大
切
に
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
お
め
で
た
い
結
婚
式
で
は

披
露
宴
は
以
上
で
終
了
し
ま
す
と
は
言

わ
な
い
で
、
お
開
き
に
し
ま
す
と
発
言

す
る
な
ど
日
本
人
は
言
霊
を
信
じ
言
葉

の
使
用
に
気
を
配
っ
て
き
た
。

　
◇
茶
室
の
掛
軸

〇
第
一
の
茶
道
具
「
掛
軸
」

　
千
利
休
に
茶
の
湯
を
教
わ
っ
た
宗
哲

が
利
休
か
ら
授
か
っ
た
口
伝
秘
事
を
書

き
留
め
た
有
名
な
書「
南
方
録
」に
、「
掛

物
ほ
ど
第
一
の
道
具
は
な
し
客
と
亭
主

共
に
茶
の
湯
三
味
の
一
心
得
道
の
物

也
。
墨
蹟
を
第
一
と
す
。
其
の
文
句
の

心
を
敬
い
、筆
者
の
徳
を
賞
翫
す
る
也
。

仏
語
・
祖
語
・
筆
者
の
徳
を
兼
ね
用
い

る
を
第
一
と
し
、
重
宝
の
一
軸
也
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
茶
室
で
使
用
さ

れ
る
道
具
の
中
で
床
に
掛
け
る
掛
物
は

最
も
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。

　
そ
の
茶
室
の
掛
物
と
し
て
禅
宗
の
高

僧
の
書
い
た
物
、
特
に
中
国
の
唐
・
宋

時
代
や
我
が
国
の
鎌
倉
・
室
町
時
代
の

禅
僧
の
墨
蹟
が
用
い
ら
れ
た
が
、
な
か

で
も
南
宋
の
臨
済
宗
の
僧
で
あ
る
圓
悟

や
虚
堂
の
墨
蹟
は
珍
重
さ
れ
た
。

　
武
者
小
路
千
家
第
十
五
代
の
千
宗
屋

宗
匠
は
、「
茶
会
を
開
く
時
に
、
ま
ず

選
ぶ
も
の
は
掛
物
と
茶
碗
で
す
。
特
に

掛
物
で
は
一
行
書
を
よ
く
用
い
る
様
に

し
て
い
ま
す
。」
と
語
っ
て
お
ら
れ
る

が
、
茶
室
の
床
に
掛
物
は
、
そ
の
日
の

亭
主
の
茶
会
に
対
す
る
心
構
え
を
表
わ

す
も
の
で
、
お
も
て
な
し
の
主
題
で
あ

り
茶
の
湯
の
席
で
最
も
重
要
視
さ
れ
て

い
る
茶
道
具
で
あ
る
。

〇
茶
掛
の
種
類

　
茶
室
に
掛
け
る
掛
物
は
、
絵
画
・
和

歌
（
連
歌
）・
消
息
・
墨
蹟
等
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

　
・
絵
画 ―

 

室
町
時
代
に
は
、
鑑
賞

と
し
て
中
国
の
絵
（
唐
絵
）
が
多
く

使
わ
れ
て
い
た
が
、
小
堀
遠
州
以
後

に
な
る
と
狩
野
派
や
土
佐
派
の
大
和

絵
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
・
和
歌 ―

 

武
野
紹
鷗
が
最
初
に
用

い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
紀
貫
之
や

藤
原
定
家
等
の
和
歌
や
連
歌
の
古
筆

切
（
古
い
歌
集
の
一
部
を
切
り
離
し

て
掛
物
と
し
た
も
の
）
が
よ
く
使
用

さ
れ
た
。

　
・
消
息
（
手
紙
文
） ―

 

千
利
休
以

後
か
ら
使
用
さ
れ
た
が
、
特
に
古
田

織
部
が
利
休
追
悼
茶
会
で
利
休
の
消

息
を
用
い
た
の
が
有
名
で
あ
る
。

　
・
墨
蹟 ―

 

村
田
珠
光
が
参
禅
す
る

一
休
禅
師
か
ら
得
度
の
証
し
と
し
て

圓
悟
墨
蹟
を
拝
領
し
た
も
の
を
茶
室

の
掛
物
と
し
て
用
い
た
の
が
、
墨
蹟

掛
軸
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。

　
墨
蹟
は
、
人
に
見
せ
る
も
の
で
は
な

く
て
書
を
通
し
て
記
述
者
で
あ
る
師
と

対
話
し
自
ら
が
深
く
内
省
す
る
た
め
に

用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
絵
画
や
和
歌
が
見
せ
る
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
墨
蹟
は
考
え
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

　
墨
蹟
に
は
、
竪
に
書
い
た
竪
一
行
物

と
二
行
物
、横
一
行
の
横
物
が
あ
る
が
、

特
に
高
僧
が
書
い
た
印
可
状
・
法
語
・

禅
語
な
ど
多
く
が
用
い
ら
れ
た
。

　
な
か
で
も
南
宋
の
高
僧
で
あ
る
圓
悟

克
勤
と
虚
堂
智
愚
の
書
は
珍
重
さ
れ
て

い
る
が
、
特
に
圓
悟
の
参
禅
の
印
可
状

は
圓
悟
が
弟
子
の
虎
丘
紹
隆
に
授
け
た

物
で
「
流
れ
圓
悟
」
の
愛
称
で
知
ら
れ
、

茶
の
湯
世
界
で
第
一
の
墨
蹟
と
仰
が
れ

有
名
で
あ
る
。

　
こ
の
印
可
状
は
、
薩
摩
沖
で
漂
流
し

て
い
た
の
を
拾
い
上
げ
ら
れ
て
大
仙
院

の
宗
亘
へ
献
上
さ
れ
大
徳
寺
へ
と
渡
っ

た
が
、
四
十
五
行
あ
っ
た
印
可
状
は
伊

達
政
宗
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
、
前
半
部

分
は
堺
の
禅
雲
寺
を
経
て
松
平
不
昧
の

所
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
後
半
部
分

は
伊
達
政
宗
の
所
有
と
な
っ
た
が
、
後

半
部
分
は
現
在
、
残
念
な
が
ら
所
在
不

明
で
あ
る
。

　
記
録
に
よ
る
と
、
文
化
年
間
に
圓
悟

墨
蹟
と
虚
堂
墨
蹟
の
二
点
が
松
平
不
昧

に
よ
り
高
額
な
費
用
負
担
に
よ
っ
て
購

入
さ
れ
て
以
来
、
雲
州
名
物
と
し
て
百

余
年
に
わ
た
っ
て
松
江
藩
に
保
管
さ
れ

て
い
た
が
、
昭
和
五
年
に
松
平
家
か
ら

雲
州
名
物
の
十
四
点
が
東
京
国
立
博
物

館
へ
献
納
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

献
納
さ
れ
た
圓
悟
・
虚
堂
の
墨
蹟
は
、

い
ず
れ
も
国
宝
に
現
在
指
定
さ
れ
て
い

る
。

　
筆
者
は
、
東
京
国
立
博
物
館
に
お
い

て
こ
の
十
四
点
の
雲
州
名
物
を
拝
観
し

た
が
、
こ
れ
が
島
根
県
に
残
さ
れ
て
い

た
ら
な
あ
と
残
念
な
思
い
を
し
な
が
ら

暫
く
感
概
に
耽
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
◇
茶
の
湯
は
、
心
道
で
あ
る
。

〇
掛
軸
を
心
の
糧
に

　
茶
室
に
入
る
と
、
ま
ず
最
初
に
床
の

前
に
座
し
て
正
面
の
掛
軸
に
対
し
て
敬

虔
な
気
持
ち
で
一
礼
を
す
る
。

　
そ
れ
は
、
ま
ず
初
め
に
掛
物
の
執
筆

者
に
挨
拶
を
し
て
書
か
れ
て
い
る
字
句

を
よ
く
読
み
、
思
考
を
巡
ら
し
て
思
い

を
深
め
、
納
得
し
て
自
ら
の
心
の
糧
に

す
る
の
で
あ
る
。

　
茶
の
湯
が
只
の
茶
飲
み
に
終
わ
っ
て

は
い
け
な
い
。
茶
の
湯
を
介
し
て
日
頃

の
自
分
の
生
活
を
内
省
し
、
己
れ
の
明

日
か
ら
の
よ
き
道
を
求
め
て
い
く
禅
の

修
業
が
茶
の
湯
で
あ
る
。

　
民
芸
運
動
の
創
始
者
で
あ
る
柳
宗
悦

は
、
茶
の
湯
は
心
道
で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
が
、
茶
室
は
正
し
く
心
を
鍛
え
る

道
場
で
あ
る
。
茶
室
に
お
い
て
亭
主
と

客
が
共
に
茶
掛
の
字
句
を
通
し
て
執
筆

者
の
人
柄
・
人
徳
を
賞
翫
し
、
そ
の
生

き
方
を
学
ん
で
自
ら
の
生
き
る
道
に
活

か
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
茶
の
湯
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
を

日
々
の
暮
ら
し
の
中
に
活
か
し
て
い

く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
茶
の
湯
が
活
き
て

く
る
。
茶
の
湯
と
日
々
の
暮
ら
し
を
一

体
化
し
て
い
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

　
神
仏
の
崇
拝
で
も
神
社
・
仏
閣
の
中

だ
け
の
祈
り
で
は
な
く
、
常
日
頃
の
暮

ら
し
の
中
に
お
い
て
の
敬
虔
な
祈
り
、

不
断
平
生
の
心
の
持
ち
方
が
大
切
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
救
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

〇
文
字
か
ら
学
ぶ

　
故
人
曰
く
、「
文
字
は
道
を
貫
く
の

器
な
り
。
文
字
を
離
れ
て
道
を
求
む
可

ら
ず
、
文
字
を
離
れ
て
道
を
伝
う
可
ら

ず
。」
と
。

　
古
来
人
々
は
、
文
字
を
大
切
に
し
て

文
字
を
学
ん
で
自
ら
の
生
き
方
を
考

え
、
己
れ
の
人
生
の
糧
と
し
て
き
た
。

文
字
を
学
ん
で
生
き
る
た
め
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
源
と
し
て
活
用
し
て
き
た
が
、
し

か
し
な
が
ら
最
近
は
活
字
嫌
い
、
読
書

離
れ
の
人
が
多
く
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

等
の
画
像
を
追
っ
て
、
活
字
に
接
す
る

機
会
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
状

は
実
に
残
念
で
あ
る
。

　
茶
室
の
掛
物
は
、
特
に
禅
語
の
墨
蹟

が
多
く
、
そ
の
解
読
・
理
解
に
苦
労
す

る
こ
と
が
多
い
。
現
職
の
校
長
時
代
に

同
志
の
教
員
を
集
め
て
、
五
翠
会
・
五

峯
会
・
五
雄
会
を
組
織
し
、
宗
瑞
宗
匠

の
御
教
授
の
下
で
茶
の
湯
の
稽
古
に
励

ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
茶
事
の
理
解
を

深
め
る
た
め
に
禅
語
の
勉
強
を
や
ろ
う

で
は
な
い
か
と
一
同
相
談
し
、
禅
語
の

研
究
家
で
あ
る
観
音
寺
の
朝
山
一
玄
氏

を
講
師
に
招
い
て
月
一
回
、
一
か
年
間

禅
語
勉
強
会
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

　
朝
山
一
玄
氏
は
早
稲
田
大
学
哲
学
科

の
出
身
で
、
淡
交
社
発
刊
の
「
茶
席
の

禅
語
大
辞
典
」
の
執
筆
者
で
あ
り
禅
語

の
造
詣
が
深
く
、
氏
の
作
成
さ
れ
た
テ

キ
ス
ト
を
使
用
し
て
の
勉
強
会
は
、
そ

の
後
の
茶
の
湯
の
修
業
に
非
常
に
役

立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
利
休
七
哲
の
一
人
、
古
田
織
部
は
、

「
覚
書
」
の
中
で
「
茶
室
に
入
り
候
時

は
文
字
掛
か
り
候
、
文
字
の
心
知
ら
ず

と
も
真
実
の
道
は
比
の
内
に
有
る
べ
く

候
か
と
眼
を
付
け
て
床
か
ま
ち
に
寄
り

候
て
拝
見
あ
る
べ
く
候
。」
と
述
べ
て

い
る
の
を
思
い
な
が
ら
、
難
解
な
禅
語

も
多
か
っ
た
が
、
と
に
か
く
ま
ず
も
っ

て
よ
く
よ
く
拝
見
し
て
、
そ
の
文
字
の

心
を
把
え
よ
う
と
、
テ
キ
ス
ト
の
禅
語

に
眼
を
向
け
て
勉
強
会
に
臨
ん
だ
の
で

あ
っ
た
。

　
◇
亭
主
と
客
の
心

○
賓
主
無
し

　
禅
語
に
「
無
賓
主
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
悟
り
の
道
に
は
、
亭
主
と
客
の

上
下
の
区
別
な
く
、
お
互
い
の
心
が
融

け
合
っ
て
一
体
と
な
る
、
共
に
平
等
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
茶
の
湯

の
和
の
心
に
ぴ
っ
た
り
と
通
ず
る
言
葉

で
あ
る
。

　
松
平
不
昧
は
、「
客
の
心
に
な
り
て

亭
主
せ
よ
、
亭
主
の
心
に
な
り
て
客
い

た
せ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
正
し
く
客

と
亭
主
の
心
が
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
て
こ

そ
、
茶
の
湯
は
深
み
が
あ
り
楽
し
い
の

で
あ
る
。

○
徳
川
頼
宜
と
細
川
忠
興
の
交
遊

　
紀
伊
大
納
言
徳
川
頼
宜
は
、
若
い
頃

か
ら
茶
の
湯
を
好
み
、
細
川
忠
興
（
三

斎
）
な
ど
多
く
の
茶
人
達
と
交
遊
が

あ
っ
た
。

　
あ
る
時
、
細
川
三
斎
が
江
戸
在
留
を

終
え
て
領
国
へ
帰
国
す
る
際
に
、
徳
川

頼
宜
の
家
臣
に
対
し
て
、
こ
の
た
び
帰

国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
自
分
は
年

寄
っ
て
次
の
出
府
が
で
き
る
か
ど
う
か

分
か
ら
な
い
、
そ
こ
で
末
期
の
思
い
出

に
ぜ
ひ
紀
州
公
秘
蔵
の
虚
堂
墨
蹟
を
拝

見
し
た
い
と
伝
え
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を

聞
い
た
徳
川
頼
宜
は
快
諾
し
、
茶
会
を

開
い
て
細
川
三
斎
を
客
と
し
て
招
い

た
の
で
あ
っ
た
。

　
当
日
、
細
川
三
斎
は
心
を
と
き
め
か

し
て
紀
州
家
へ
参
上
し
、
茶
室
に
入
っ

て
床
を
拝
見
す
る
と
、
床
の
掛
物
は
所

望
す
る
虚
堂
墨
蹟
で
は
な
く
て
他
の
高

僧
の
墨
蹟
で
あ
り
、
そ
の
掛
物
に
は
弱

気
に
な
っ
た
三
斎
を
勇
気
づ
け
る
文
字

が
書
か
れ
て
い
た
。

　
細
川
三
斎
は
痛
く
失
望
し
た
が
徳
川

頼
宜
自
ら
の
お
点
前
で
茶
事
が
終
了
、

茶
室
か
ら
書
院
へ
出
る
と
、
頼
宜
の
家

臣
が
控
え
て
い
て
主
人
は
三
斎
公
よ
り

末
期
の
思
い
出
に
虚
堂
の
墨
蹟
を
拝
見

し
た
い
と
の
所
望
が
あ
っ
た
が
、
細
川
公

に
は
益
々
息
災
に
て
御
健
勝
で
再
度
出

府
さ
れ
ん
こ
と
を
望
ん
で
、
床
に
は
勇

気
づ
け
の
掛
物
と
い
た
し
ま
し
た
。
所

望
の
虚
堂
の
墨
蹟
は
、
書
院
に
て
ご
覧

に
入
れ
よ
と
の
仰
せ
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
こ
れ
に
て
御
覧
を
と
、
虚
堂
墨
蹟
を

三
斎
の
前
に
差
し
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
細
川
三
斎
は
、
こ
れ
を
聴
い
て
紀
州

公
の
心
配
り
に
痛
く
感
動
し
、
今
後
は

節
制
息
災
に
務
め
幾
度
も
出
府
し
た

い
、
そ
し
て
虚
堂
墨
蹟
は
次
の
機
会
に

拝
見
し
た
い
と
、
厚
く
礼
を
述
べ
元
気

を
出
し
て
退
席
し
た
の
で
あ
る
。

　
亭
主
の
客
に
対
す
る
気
遣
い
・
お
も

て
な
し
の
心
配
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
客

の
心
意
気
、
実
に
亭
主
と
客
の
心
が
互

い
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
大
茶
人
同
士

の
正
し
く
賓
主
無
し
の
言
葉
通
り
の
心

温
ま
る
逸
話
で
あ
る
。

　
　 

　
◇
　
　
◇
　
　
◇
　
　 

　
九
十
路
に
入
っ
た
筆
者
は
、
最
近
急

速
に
体
力
が
衰
え
気
弱
に
な
り
が
ち
で

自
室
で
読
書
三
昧
の
日
々
を
過
ご
す
こ

と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

　
そ
ん
な
中
、
広
報
部
か
ら
原
稿
依
頼

が
あ
り
老
骨
に
鞭
打
っ
て
ど
う
に
か
こ

の
稿
を
終
え
て
、
ま
ず
は
一
服
を
と
奥

の
間
に
入
っ
て
床
に
目
を
や
る
と
、
宗

浦
家
元
様
か
ら
頂
い
た
建
仁
寺
の
小
堀

老
大
師
の
御
筆
が
仰
が
れ
た
の
で
あ

る
。

　
老
大
師
御
筆
の
文
字
は
「
慈
蔭
」
の

一
言
で
「
慈
悲
蔭
覆
」
を
縮
め
た
言
葉

で
、
人
は
誰
で
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
多
く
の
人
々
の
慈
悲
を
頂
き
、
そ
の

お
陰
で
生
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
文
字
を
見
つ
め
な
が
ら
次
第
に
心

の
底
か
ら
に
じ
み
出
る
思
い
を
抑
え
る

こ
と
が
で
き
ず
暫
く
、
感
概
に
ふ
け
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

　
筆
者
は
、
九
十
余
年
の
永
き
に
わ

た
っ
て
多
く
の
皆
様
の
お
蔭
を
受
け
て

今
の
自
分
が
こ
こ
に
い
る
。
改
め
て
頂

い
た
慈
悲
に
あ
り
が
た
い
と
の
一
声
を

か
け
な
が
ら
一
服
を
干
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　
実
に
慈
蔭
そ
の
も
の
の
永
い
人
生
で

あ
っ
た
と
日
夜
思
う
今
日
こ
の
頃
で
あ

る
。
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え
ん
ご

き
ど
う

こ
ひ
つ

ぎ
り

え
ん 

ご

こ
く
ご
ん

　

 

き
ど
う 

ち  

ぐ

む
ひ
ん
し
ゅ

じ
お
ん

 

じ  

ひ 

お
ん
ぷ
く

流
れ
圓
悟

　国
宝

　
　
　
　
　（東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

（
建
仁
寺
小
堀
老
大
師
御
筆
）

し
ょ
う
が
ん

・

　・

　・

　・

　・

　
　
　
　・

　・

　・

　・

　・

茶
掛
談

和
田 

貞
夫



薄茶席（富士の間）

宗浦家元筆
「看々臘月尽」

○
理
事
会

令
和
三
年
七
月
十
八
日
（
日
）

ホ
テ
ル
武
志
山
荘

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡
大
第
五
波
が
全
国
的
に
拡
が
り
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
が
急
が
れ
る
中
、
総
会

は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
度
も
理

事
会
を
以
て
総
会
に
替
え
、
令
和
二
年

度
九
曜
会
事
業
・
会
計
決
算
報
告
、
並

び
に
令
和
三
年
度
事
業
計
画
・
予
算
が

審
議
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
三
年
九
月
二
十
六
日
（
日
）

出
雲
大
社
北
島
国
造
館

【
献
茶
式
】

　
感
染
予
防
の
観
点
か
ら
今
年
度
も
恒

例
の
茶
会
は
と
り
止
め
、
献
茶
式
が
催

行
さ
れ
ま
し
た
。
厳
か
な
祝
詞
の
奏
上

に
続
き
会
員
が
見
守
る
中
、
静
か
に
献

茶
が
行
わ
れ
、
参
列
者
一
同
の
健
康
と

１
ペ
ー
ジ
よ
り
続
く

令
和
三
年
十
二
月
五
日
（
日
）

【
濃
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　松
霞
亭

担
当

　
　福
間
社
中

来
客
数

　五
二
名

　
今
年
も
濃
茶
席
は
前
年
同
様
、
点
前

無
し
で
三
人
ず
つ
飲
み
回
し
と
い
う
形

に
な
り
ま
し
た
。
一
席
九
人
ま
で
、
マ

ス
ク
着
用
、
手
指
消
毒
、
茶
碗
等
も
熱

湯
消
毒
し
、
コ
ロ
ナ
対
策
を
と
り
な
が

ら
十
三
年
ぶ
り
に
松
霞
亭
で
濃
茶
席
担

当
で
し
た
の
で
、
行
き
届
か
な
い
点
も

多
く
有
り
ま
し
た
が
、
点
前
が
無
い

分
、
皆
様
と
ゆ
っ
く
り
お
話
が
出
来
た

事
は
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
前
日
の
寒
い
中
で
の
掃
除
や
コ
ロ
ナ

渦
の
中
、
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
皆

様
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
（
福
間
社
中
　
福
間
喜
代
美
）

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　富
士
の
間

担
当

　
　山
本
・
杉
原
社
中

来
客
数

　六
一
名

　
社
中
四
名
と
受
付
の
方
と
で
、
緊
張

の
内
に
お
席
が
始
ま
り
ま
し
た
。
長
い

間
、
お
点
前
を
す
る
茶
席
を
担
当
す
る

こ
と
が
無
く
新
鮮
で
、
新
し
い
ペ
ー
ジ

を
作
る
気
分
で
し
た
。
充
分
な
時
間
に

心
ほ
ぐ
れ
、
絆
・
一
体
感
が
生
ま
れ
ま

し
た
。

　
無
駄
に
待
た
せ
な
い
進
行
が
茶
席
の

質
を
高
め
、
家
元
様
、
典
子
先
生
を
お

迎
え
し
て
も
心
を
整
え
て
臨
む
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
事
務
局
も
綿
密
で
、
大

変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
終
わ
っ
て

み
る
と
、
「
楽
し
か
っ
た
」
と
い
う
皆

の
感
想
で
し
た
。

　
（
山
本
社
中
　
山
本
ま
す
み
）

令
和
四
年
四
月
二
十
九
日
（
金
・
祝
）

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　富
士
の
間

担
当

　
　山
崎
社
中

来
客
数

　一
○
○
名

　
祥
山
宗
匠
、
宗
瑞
宗
匠
、
宗
育
宗

匠
、
宗
浦
家
元
と
、
四
代
の
家
元
へ
の

感
謝
の
思
い
を
こ

め
、
関
わ
り
の
あ

る
お
品
を
使
わ
せ

て
い
た
だ
き
、
お

客
様
を
お
迎
え
し

ま
し
た
。
春
雨
が

強
く
降
る
中
で
の

お
茶
席
と
な
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
。
ま
た
、
名
古
屋
か
ら
の
お
客
様

コ
ロ
ナ
禍
の
自
粛
生
活
も
三
年
目
と
な
り
ま
し
た
が
、

令
和
三
年
・
四
年
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

や
野
球
な
ど
、
世
界
で
活
躍
す
る
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
姿
か

ら
、
元
気
を
貰
っ
た
一
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

一
方
、
大
寄
せ
茶
会
の
中
止
や
感
染
者
数
の
急
増
に
よ

り
一
時
は
、
九
曜
会
事
業
の
開
催
を
危
ぶ
む
声
も
聞
か
れ

ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
小
林
会
長
か
ら
開
催
す
る
と
い
う
心
強

い
言
葉
を
頂
き
、
四
月
二
十
九
日
、
待
望
の
新
樹
の
茶
会

が
催
さ
れ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
当
日
は
荒
天
で
し
た

が
、
名
古
屋
か
ら
の
来
客
も
あ
り
、
道
場
は
久
々
に
参
会

者
の
笑
顔
で
溢
れ
ま
し
た
。

改
め
て
、
茶
の
湯
を
楽
し
め
る
日
常
が
あ
る
幸
せ
を
感

じ
、
世
界
に
明
る
い
兆
し
が
訪
れ
る
よ
う
願
う
一
日
と
な

り
ま
し
た
。

（
各
席
の
詳
細
は
６
ペ
ー
ジ
）

当
流
の
発
展
を
祈
願
し
ま
し
た
。

【
拝
服
席
】

亀
山
会
館

亀
游
の
間

担
当

佐
藤
・
伊
藤
社
中

来
客
数

五
三
名

　
時
折
雨
の
パ
ラ
つ
く
亀
山
茶
会
は
、

今
年
も
コ
ロ
ナ
禍
の
為
、
人
数
を
制
限

し
て
、
献
茶
式
と
拝
服
席
だ
け
と
な

り
、
参
列
さ
れ
た
方
に
呈
茶
で
お
も
て

な
し
致
し
ま
し
た
。

　
コ
ロ
ナ
対
策
に
は
大
変
気
を
遣
い
ま

し
た
が
、
少
し
で
も
心
和
ん
で
貰
え
る

よ
う
に
置
床
や
展
観
を
設
け
、
茶
盌
も

種
類
多
く
持
ち
出
し
、
お
菓
子
は
今
年

の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
記
念
し
て
、
五
輪

の
色
を
練
り
込
ん
で
作
っ
て
頂
き
ま
し

た
。
早
く
以
前
の
様
な
茶
会
が
出
来
ま

す
よ
う
祈
る
思
い
で
し
た
。

（
伊
藤
社
中
　
高
野
明
子
）

６
ペ
ー
ジ
へ
続
く

を
お
迎
え
で
き
た
こ
と
も
大
変
嬉
し
い

こ
と
で
し
た
。

　
準
備
や
当
日
の
運
営
等
、
皆
様
の
ご

協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
山
崎
社
中
　
山
門
明
美
）

【
呈
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　松
霞
亭

担
当

　
　杉
山
・
今
岡
社
中

来
客
数

　九
九
名

　
前
日
か
ら
の
雨
で
足
元
の
悪
い
中
、

名
古
屋
か
ら
の
お
客
様
を
始
め
、
多
数

参
加
頂
き
ま
し
た
。
万
全
の
感
染
症
対

策
で
、
今
年
初
め
て
の
お
茶
会
が
開
催

出
来
る
喜
び
の
意
を
込
め
た
春
の
設
え

で
、
皆
様
を
お
迎
え
致
し
ま
し
た
。
　

　
花
の
入
れ
方
の
難
し
さ
を
感
じ
、
茶

杓
銘
「
初
心
」
、
歌
「
よ
毛
（
も
）
の

海
尓
（
に
）
飛
ろ
可
（
が
）
る
心
も
ち

て
こ
そ
人
能
（
の
）
栄
ゆ
る
道
も
あ
る

べ
し
」
の
如
く
初
心
に
返
り
、
四
方
の

海
の
如
く
広
き
心
で
お
茶
の
道
を
歩
め

れ
ば
と
、
思
っ
た
新
樹
の
茶
会
で
し

た
。

（
杉
山
社
中
　
錦
織
君
子
）

　
今
年
度
の
青
年
部
の
活
動
は
、
小
山

園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
け
を
予
定
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
渦
中
の
為
、
そ

の
活
動
で
さ
え
、
一
度
も
実
施
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
。

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
で
の
情
報
発
信
の

方
も
、
茶
会
開
催
が
少
な
く
、
投
稿
出

来
た
の
は
道
場
掃
除
の
ス
ト
ー
リ
ー
ズ

ぐ
ら
い
で
し
た
。
以
前
の
よ
う
に
、
華

や
か
な
写
真
を
制
限
の
な
い
中
で
投
稿

出
来
る
日
が
、
一
日
で
も
早
く
来
る
こ

と
を
心
か
ら
祈
る
ば
か
り
で
す
。

（
青
年
部
　
三
島
羊
子
）

○
三
斎
忌

○
新
樹
の
茶
会

○
青
年
部
さ
く
ら
会

九
曜
会
事
業
報
告

〈
令
和
三
年
七
月
〜
令
和
四
年
六
月
〉

○
亀
山
茶
会

祝
・
米
寿
（
昭
和
十
年
生
ま
れ
）

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

・
伊
藤
久
子
先
生
　
　
（
大
野
社
中
）

・
佐
藤
忠
正
先
生
　
　
（
佐
藤
社
中
）

・
岡
田
喜
世
子
先
生
　
（
大
田
社
中
）

・
金
森
訓
子
先
生

・
藤
原
澄
子
さ
ん

　
　
　
ご
多
幸
と
ご
健
康
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

細
川
護
貞
公
御
筆「
閑
居
可
以
養
志
」

発　　行

三斎流九曜会
会長　小林祥泰
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翠
雨
降
り
し
き
る
道
場
に
於
い
て

明
る
い
兆
し
の
到
来
を
願
う

待
望
の
新
樹
の
茶
会
開
催
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