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】

教主さまお作　灰釉茶盌  「夕さり」

1　　　阿づまの光

今い
ま

と
い
ふ
い
ま
善よ

き
心

こ
こ
ろ

よ
き
言こ

と

葉ば

よ
き
行

お
こ
な

ひ
を
は
げ
む
こ
そ
善よ

き

総
務
管
理
課
長
　
　
椎
　
野
　
恭
　
三

　

上
野
・
東
京
国
立
博
物
館
の
庭
園
に
５
棟
の
お
茶
室
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
一
つ
、「
応
挙
館
」
は
18
畳
２

間
続
き
の
広
間
が
あ
る
平
屋
造
り
。
名
古
屋
市
郊
外
に
あ
っ
た
天
台
宗
寺
院
・
明
眼
院
の
書
院
が
移
築
さ
れ
た

も
の
で
、
円
山
応
挙
が
眼
病
で
逗
留
し
た
お
り
に
揮
毫
し
た
墨
画
が
床
や
襖
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

15
年
前
、
こ
の
場
所
で
茶
会
と
大
本
講
座
を
組
み
合
わ
せ
た
大
本
紹
介
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。
庭
園
の
木
々

の
緑
が
美
し
く
、
立
派
な
建
物
、
豪
華
な
床
の
間
な
ど
、
楽
し
い
ひ
と
と
き
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　

昭
和
24
年
２
月
６
日
、
美
術
評
論
家
の
加
藤
義
一
郎
氏
が
備
前
焼
の
名
家
・
金
重
邸
で
聖
師
さ
ま
の
手
作
り

楽
茶
盌
「
天
国
廿
八
」「
御
遊
」
を
初
め
て
目
に
し
ま
し
た
。
わ
び
、
さ
び
の
世
界
か
ら
新
し
い
世
界
を
展
望
す

る
明
日
に
輝
く
茶
盌
と
の
意
味
を
込
め
「
耀
盌
」
と
命
名
、『
日
本
美
術
工
芸
』
誌
３
月
号
に
「
耀
盌
顕
現
」
の

タ
イ
ト
ル
で
世
に
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
年
、
日
本
陶
磁
協
会
の
主
催
で
、「
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
楽
焼
鑑
賞
会
」

が
、
大
阪
（
８
月
）、
京
都
（
９
月
）
に
続
い
て
、
東
京
で
は
10
月
８
日
に
開
催
。
そ
の
東
京
で
の
会
場
が
、
こ

の
「
応
挙
館
」
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
70
年
を
迎
え
た
本
年
、
東
京
本
部
開
設
50
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
10
月
３
日
か

ら
６
日
ま
で
、
耀
盌
顕
現
70
周
年
記
念
・
東
京
大
本
芸
術
祭
「
出
口
王
仁
三
郎
耀
盌
展
」
を
開
催
し
ま
す
。
会

場
も
70
年
前
と
同
様
に
「
応
挙
館
」
で
す
。

　

か
つ
て
加
藤
義
一
郎
氏
は
、
耀
盌
に
つ
い
て
、「
質
は
ら
く
や
き
で
あ
る
。
形
は
十
全
具
備
の
茶
盌
で
あ
る
。

作
は
本
阿
弥
光
悦
や
久
田
宗
全
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
。
絵
は
南
欧
の
陽
光
の
下
に
生
ま
れ
た
、
後
期
印
象
派

の
点
描
を
偲
ば
せ
、
ル
リ
・
緑
青
・
黄
土
・
エ
ン
ジ
・
ゴ
フ
ン
な
ど
、
み
な
日
本
離
れ
し
た
冴
え
に
か
が
や
く
。

こ
と
に
刷
き
上
げ
る
エ
ン
ジ
の
色
は
妙
え
に
美
し
い
。
若
し
も
、
こ
の
よ
う
な
茶
盌
を
見
た
と
い
っ
て
も
、
恐

ら
く
人
は
、
信
じ
な
い
で
あ
ろ
う
」「
の
ち
の
耀
盌
二
盌
の
偶
見
を
許
さ
れ
、
驚
倒
し
た
。
お
ど
ろ
き
の
余
り
、

こ
れ
こ
そ
明
日
の
茶
盌
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
。
若
し
も
現
存
の
陶
家
で
、
こ
れ
に
追
随
す
る
者
が
あ

り
と
す
る
な
れ
ば
、
茶
道
は
楽
々
と
世
界
の
大
舞
台
に
上
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
誰
が
こ
の
大
天

才
の
大
芸
術
に
追
随
し
得
よ
う
。
誰
が
こ
の
無
我
の
芸
域
に
は
い
り
得
よ
う
。
誰
が
釉
薬
に
、
こ
の
贅
沢
を
尽

く
し
得
よ
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

歴
史
は
繰
り
返
す
。「
応
挙
館
」
で
開
催
さ
れ
る
耀
盌
展
に
、
大
き
な
期
待
が
ふ
く
ら
み
ま
す
。

「
耀
盌
顕
現
」
か
ら
70
年
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大本と茶の湯の心
〜信仰と芸術と生活〜

　
日
本
独
自
の
文
化

　

茶
の
湯
、
茶
道
と
は
、﹁
一
服
、
一
杯
の
お

茶
を
美お

い味
し
く
、
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
く
﹂

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
来
上
が
っ
た
作
法
で
あ

り
、
儀
式
、
道
、
千
利
休
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
お
茶
と
は
、
今
、
日
常
的
に
飲

ん
で
い
る
煎
茶
や
ほ
う
じ
茶
で
は
な
く
、
お
茶

の
葉
を
、
石
臼
で
磨
り
潰
し
た
粉
、
粉
状
の
お

抹
茶
の
こ
と
で
す
。

　

コ
ー
ヒ
ー
に
も
紅
茶
に
も
、
美
味
し
く
飲
む

た
め
の
﹁
入
れ
方
﹂
が
あ
り
ま
す
が
、
茶
道
ほ

ど
の
も
の
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
さ
に

茶
の
湯
、
茶
道
は
、
日
本
の
独
自
の
も
の
と
言

え
ま
す
。
懐
石
料
理
と
よ
ば
れ
る
フ
ル
コ
ー
ス

の
食
事
の
後
、
一
服
の
お
茶
を
い
た
だ
く
の
が
、

一
番
美
味
し
い
の
で
、
そ
れ
が
追
求
さ
れ
こ
こ

に
至
り
ま
し
た
。
明
治
維
新
に
な
り
、
岡
倉
天

心
が
英
語
で
﹁
茶
の
本
﹂
を
著
し
、
海
外
に
茶

の
湯
を
紹
介
し
つ
つ
、
茶
道
こ
そ
日
本
で
あ
る

と
訴
え
た
こ
と
も
う
な
づ
け
る
と
こ
ろ
で
す
。

　「
茶
の
湯
」の
成
り
立
ち

　

遣
唐
使
に
よ
っ
て
最
初
に
伝
わ
っ
た
お
茶
は

﹁
団
茶
﹂
と
言
わ
れ
、
団
子
状
の
お
茶
を
煮
出

し
て
飲
む
と
い
う
も
の
で
し
た
。
一
部
の
高
貴

な
人
た
ち
の
薬
、
清
涼
飲
料
水
と
し
て
珍
重
さ

れ
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
に
は
、栄
西
禅
師
に
よ
っ

て
﹁
抹
茶
﹂
と
そ
の
タ
ネ
、
中
国
風
の
茶
道
具

が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。

　

お
抹
茶
の
も
つ
眠
気
覚
ま
し
の
効
用
は
、
禅

の
修
行
に
最
適
と
さ
れ
、
茶
道
化
に
向
か
い
ま

す
が
、
一
方
、﹁

 ︵
※
︶と
う
ち
ゃ
　
　

闘
茶
﹂
と
し
て
庶
民
に
も
大
流

行
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
や
が
て
闘
茶
は
そ

の
過
熱
ぶ
り
か
ら
禁
令
と
な
り
、
姿
を
消
し
ま

す
が
、
茶
禅
一
味
な
ど
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ

る
ほ
ど
、
さ
ら
に
盛
ん
に
な
る
の
で
す
。

　

当
時
一
番
力
を
持
っ
て
き
た
武
士
社
会
に
も

広
が
り
、
茶
の
湯
は
、
礼
儀
作
法
、
教
養
、
さ

ら
に
は
最
先
端
の
文
化
と
し
て
も
も
て
は
や
さ

れ
て
い
き
ま
し
た
。
信
長
、
秀
吉
の
時
代
に
は

茶
の
湯
政
道
と
言
葉
が
残
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ

う
し
た
流
れ
の
中
に
、
村
田
珠
光
、
武
野
紹
鴎

ら
が
登
場
し
、﹁
わ
び
茶
﹂
の
流
れ
が
出
て
き
ま

す
。
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
の
が
千
利
休
で
す
。

　

今
日
普
及
し
て
い
る
煎
茶
と
そ
の
飲
み
方
は

江
戸
時
代
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
。

　
大
本
と「
茶
の
湯
」の
関
係

　

さ
て
、
こ
こ
で
、
こ
の
茶
の
湯
と
大
本
の
関

係
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
上
野
に

あ
る
大
本
東
京
本
部
の
お
茶
室
﹁
東
光
庵
﹂
で

は
、
毎
月
の
祭
典
の
後
に
﹁
添そ

え
が
ま釜

﹂
と
言
っ
て

お
席
が
も
た
れ
、
お
茶
を
多
く
の
参
拝
者
に
召

し
上
が
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
１
月
は
成

人
式
が
あ
り
、
成
人
者
に
も
入
席
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
亀
岡
、
綾
部
の
両
聖
地
も

同
じ
で
、
さ
ら
に
は
多
く
の
全
国
に
あ
る
〝
神

の
家
〞
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
両
聖
地
で
は
、
コ
ノ
ハ
ナ
ザ
ク
ラ
の
咲

く
こ
ろ
﹁
観
桜
茶
会
﹂
が
開
か
れ
、
多
く
の
市

民
も
来
て
く
だ
さ
り
、
サ
ク
ラ
と
と
も
に
、
お

茶
席
も
楽
し
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
中
秋
の
名
月

に
は
、﹁
秋
を
め
で
る
夕
べ
﹂
も
催
さ
れ
、
や

は
り
、
月
を
め
で
つ
つ
茶
会
に
な
り
ま
す
。

　

数
が
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
亀
岡
の
聖

地
だ
け
で
も
、
23
カ
所
ほ
ど
の
茶
室
が
あ
り
、

炉
が
切
っ
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
伝
統

文
化
に
ふ
れ
て
も
ら
お
う
と
い
う
文
化
庁
の
企

画
を
受
け
、
亀
岡
市
の
委
託
で
、
街
の
子
ど
も

30
人
を
対
象
に
、
楽
焼
き
と
お
茶
を
楽
し
も
う

と
い
う
事
業
﹁
白
梅
大
茶
会
﹂
を
２
年
さ
せ
て

も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に

菓
子
器
な
ど
作
っ
て
も
ら
い
、
お
茶
の
お
稽
古

を
し
、
最
後
に
は
、
お
茶
席
を
持
ち
、
保
護
者

や
大
勢
の
市
民
に
楽
し
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

　

外
国
人
の
方
を
対
象
に
大
本
日
本
伝
統
芸
術

学
苑
も
20
年
間
続
け
ま
し
た
。
１
カ
月
間
、
茶

道
、
能
楽
、
書
道
、
武
道
を
学
ん
で
も
ら
う
夏

季
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。
生
徒
は
毎
年
20
〜
30
人
。

和
服
も
準
備
し
、
師
匠
の
元
、
マ
ン
ツ
ー
マ
ン

で
教
え
ま
し
た
が
、
こ
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
も
大

本
の
者
が
担
当
し
ま
し
た
。

　

ど
う
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
、
大
本
で
は
茶
の
湯

が
盛
ん
な
の
で
し
ょ
か
。
そ
れ
は
大
本
の
２
人

の
教
祖
、
出
口
な
お
開
祖
さ
ま
、
王
仁
三
郎
聖

師
さ
ま
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
開
祖
さ
ま
の
孫
で
、
子
ど
も
時
代
に

は
寝
起
き
を
共
に
し
て
い
た
出
口
直
日
三
代
教

主
さ
ま
の
ご
文
章
が
あ
り
ま
す
。

﹁
私
の
祖
母
は
、
一
生
の
大
方
を
極
貧
の
中
に

す
ご
し
た
の
で
、
茶
の
湯
と
い
う
も
の
の
あ
る

こ
と
す
ら
お
そ
ら
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
祖
母
は
高
い
茶
の
こ

こ
ろ
を
身
に
つ
け
て
い
た
﹂﹁
祖
母
は
立
ち
居

に
も
、
茶
の
心
が
宿
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
﹂

﹁
祖
母
を
尊
敬
し
た
周
辺
の
も
の
が
・
・
・
お

茶
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
の
は
自
然
の
な
り

ゆ
き
﹂
な
ど
で
す
。

　

事
実
、
開
祖
さ
ま
の
ご
生
涯
は
、
極
貧
の
ま

ま
が
続
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
が
、
立
ち

居
振
る
舞
い
は
品
格
高
く
、
天
地
の
冥
加
を
諭

し
、
ご
自
身
も
お
水
は
も
ち
ろ
ん
、
お
土
か
ら

い
た
だ
い
た
も
の
は
、
赤
葉
で
さ
え
も
大
切
に

調
理
し
、
芋
を
使
っ
た
料
理
で
も
お
客
さ
ま
に

は
芋
で
も
て
な
し
、
ご
自
分
は
そ
の
皮
を
召
し

上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
、﹁
祖
母
の

大本では信仰と芸術の一致を解くとともに、生活の中に活かすことが
大切であると教えています。茶の湯の道もその一つ。一期一会の精神
で相手を敬い、自然の恵に感謝を捧げる茶の湯の精神。和敬清寂の薫
り高い生活の実践をとおして、真の信仰生活を目指します。

（※）茶の点て方や、茶を飲んで香りや味から産地を推測するなどして、 勝敗を競う遊び。
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3　　　阿づまの光

掲
載
文
は
、
平
成
31
年
１
月
16
日
に
航
空
会
館
︵
港
区
新
橋
︶

で
開
催
し
た
﹁
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
﹂
講
演
録
の
要
旨
で
す
。

猪 子 　 恒
大本東京宣教センター長

生
活
に
は
、
お
茶
で
い
う
和
敬
清
寂
の
ひ
び
き

が
、
ど
こ
と
な
く
た
だ
よ
う
て
い
る
﹂
と
言
わ

し
め
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
お
茶
は
天
国
の
遊
び

　

ま
た
﹁
聖
師
さ
ま
が
高
雅
な
開
祖
さ
ま
の
ご

生
活
を
鏡
と
な
さ
れ
ま
し
て
、
―
茶
は
天
国
の

遊
び
で
あ
る
―
と
つ
ね
に
仰
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
﹂﹁
私
は
、父
が
書
い
た
も
の
の
中
に
、﹃
俳
道
﹄

と
﹃
利
休
﹄
に
か
ん
す
る
一
節
が
・
・
・
父
の

い
う
﹃
俳
道
﹄
と
は
﹃
茶
道
﹄
と
一
つ
の
も
の

で
、
そ
の
俳
道
を
ふ
ま
え
た
と
こ
ろ
に
、
父
の

理
想
も
存
在
し
て
い
た
﹂
と
あ
り
、
み
ろ
く
の

世
、
地
上
天
国
の
建
設
を
説
く
大
本
の
理
想
と

の
深
い
か
か
わ
り
が
、
ご
理
解
い
た
だ
け
る
も

の
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
聖
師
さ
ま
は
、﹁
芸
術
は
宗
教
の

母
な
り
。
芸
術
は
宗
教
を
う
む
﹂﹁
吾
々
は

左ゆ

ん

で手
に
芸
術
を
曳ひ

か
せ
、
右め

て手
を
宗
教
に
委ゆ

だ

ね

て
、
人
生
の
逆
旅
を
楽
し
く
幸
多
く
、
辿た

ど

り
行

か
し
め
ん
と
欲
す
る
﹂
と
も
説
き
、書
道
、絵
画
、

短
歌
、
文
芸
、
作
陶
、
音
頭
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
を
奨
励
し
、
自
身
も
実
践
さ
れ
た
の
で
す
。

　
大
本
の〝
教
風
〞と
し
て

　

三
代
教
主
さ
ま
は
、
少
女
時
代
に
茶
の
湯
を

知
り
、
や
が
て
師
匠
に
つ
い
て
精
進
さ
れ
ま
し

た
。
第
二
次
大
本
事
件
で
弾
圧
を
受
け
た
時
に

は
、
人
眼
を
避
け
田
舎
に
移
り
住
み
、
農
業
に

い
そ
し
み
な
が
ら
、
能
楽
と
と
も
に
茶
道
に
打

ち
込
ま
れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
の
言
葉
に
﹁
茶

に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

後
年
に
は
、﹁
一
派
を
立
て
ら
れ
て
は
ど
う
か
﹂

と
す
す
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
茶
人
で
あ
っ
た
と

伺
っ
て
い
ま
す
。

　

三
代
教
主
さ
ま
は
、
昭
和
37
年
、
大
阪
で
開

か
れ
て
い
た
﹁
千
利
休
展
﹂
を
ご
覧
に
な
り
、

随
筆
に
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
長
谷
川
等
伯
の
描
い
た
肖
像
画
を
目
に

し
﹁
利
休
の
眼
は
、澄
み
切
っ
て
、世
俗
を
超
え

た
、
遠
い
と
こ
ろ
を
見
つ
め
て
い
た
﹂
だ
か
ら
、

天
下
人
・
秀
吉
も
﹁
あ
る
種
の
劣
等
感
を
い
だ

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
﹂
と
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
展
示
品
の
数
々
の
茶
道

具
、茶
入
、茶
碗
、水
指
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ

れ
ま
で
輸
入
品
だ
っ
た
道
具
類
を
、
ず
ば
抜
け

た
審
美
眼
、
天
才
的
な
ヒ
ラ
メ
キ
に
よ
っ
て
日

本
人
の
技
に
よ
る
和
物
に
置
き
換
え
て
い
く
の

で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
武
士
が
刀
を

外
し
て
入
る
﹁
に
じ
り
口
﹂、
露
地
と
呼
ば
れ

る
茶
庭
、小
間
、荒
壁
の
茶
室
に
も
、先
師
た
ち

の
精
神
を
よ
く
守
り
、
日
本
の
自
然
に
順
応
し

て
独
自
の
工
夫
を
展
開
し
た
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
三
代
教
主
さ
ま
は
、
利
休
は
﹁
彼

岸
に
、
は
っ
き
り
立
っ
て
い
る
﹂
と
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
し
、
開
祖
さ
ま
の
お
姿
、
聖
師
さ
ま

の
お
示
し
と
重
ね
合
わ
せ
た
こ
と
も
理
解
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
歴
代
教
主
さ
ま
の
お

作
品
と
、
三
代
教
主
さ
ま
が
身
を
も
っ
て
お
示

し
に
な
っ
た
茶
の
湯
を
中
心
と
し
た
日
本
伝
統

文
化
、
芸
術
は
大
本
の
教
風
と
し
て
確
立
さ
れ

て
い
き
、
や
が
て
海
外
作
品
展
、
宗
際
化
活
動

へ
と
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

　
抹
茶
の
効
能

　

三
代
教
主
さ
ま
は
、茶
の
湯
は
﹁
医
学
的
﹂﹁
科

学
も
あ
る
﹂
と
先
見
的
な
言
葉
も
述
べ
て
い
ま

す
。
昔
か
ら
、
覚
醒
、
解
毒
、
消
臭
、
健
康
増

進
作
用
は
経
験
的
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
さ

ら
に
近
年
で
は
、
カ
フ
ェ
イ
ン
、
カ
テ
キ
ン
、

ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
が
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

お
抹
茶
で
は
な
く
緑
茶
に
よ
る
最
新
の
デ
ー
タ

で
は
あ
り
ま
す
が
、
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

が
発
表
し
た
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、﹁
緑
茶
を
習

慣
的
に
飲
む
こ
と
に
よ
り
、
男
女
、
す
べ
て
の

死
亡
リ
ス
ク
、
さ
ら
に
心
疾
患
が
下
が
る
﹂﹁
１

日
に
３
〜
４
杯
、
５
杯
以
上
と
増
え
る
ほ
ど
下

が
る
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ガ
ッ
テ
ン
で
も
お
茶
の
す

ぐ
れ
た
健
康
効
果
を
取
り
上
げ
、﹁
が
ん
の
死

亡
率
が
激
減
、
脳
血
管
疾
患
の
抑
制
﹂﹁
ほ
う

じ
茶
は
、
香
り
を
嗅
ぐ
だ
け
で
も
リ
ラ
ッ
ク
ス

効
果
が
あ
る
﹂﹁
水
出
し
の
緑
茶
は
カ
フ
ェ
イ

ン
が
少
な
く
、
夜
で
も
飲
め
る
。
子
ど
も
も
飲

め
る
﹂﹁
牛
乳
と
一
緒
に
と
る
と
カ
テ
キ
ン
の

吸
収
率
が
高
ま
る
﹂
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
火
と
水
と
お
土
の
恵
み

　

五
代
教
主
出
口
紅
さ
ま
は
、
お
若
い
頃
か
ら

茶
の
湯
に
親
し
み
精
進
を
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

ご
就
任
に
当
た
り
、
ご
神
前
で
お
点て

ま

え前
を
さ
れ
、

お
供
え
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
18
年
に
は
、

綾
部
の
境
内
地
に
鶴
山
み
ろ
く
村
を
お
開
き
に

な
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
教
主
さ
ま
が
自
ら
畑

作
の
農
、
養
蚕
と
機
織
、
窯
芸
道
場
で
の
作
陶

を
な
さ
る
た
め
の
場
所
で
す
。
こ
れ
ら
は
人
類

の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
、食
べ
物
、衣
、
そ

し
て
火
と
水
と
お
土
の
恵
み
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
器
で
あ
り
、
命
、
生
活
の
始
ま
り
、原
点

で
も
あ
り
ま
す
。同
時
に
こ
れ
は
、本
日
お
話
し

し
て
き
た
茶
の
湯
の
心
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
大
本
と
茶
の
湯
は
切
っ
て
も
切

れ
な
い
関
係
に
あ
り
、
必
ず
ど
こ
か
で
抹
茶
が

出
て
く
る
ほ
ど
で
す
。
そ
こ
で﹁
せ
め
て
頂
き
方

だ
け
で
も
身
に
つ
け
な
さ
い
﹂
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
実
践
を
通
し
て
、
信
仰
・
芸
術
・
生

活
の
向
上
を
目
指
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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光
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祭
典
・
行
事
予
定

３
日
〜
６
日
︵
木
〜
日
︶

耀
盌
顕
現
70
周
年
記
念 

東
京
大
本
芸
術
祭

　『
出
口
王
仁
三
郎 

耀
盌
展
』

13
日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

　

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

16
日
︵
水
︶
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
生
き
が
い
講
座
（
航
空
会
館
・
新
橋
）

講
題
日
本
に
生
ま
れ
た
幸
せ

〜
今
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
〜

講
師
合
田
千
華
（
あ
じ
あ
研
修
株
式
会
社
代
表
）

18
日
︵
金
︶
午
後
７
時
〜

　『
霊
界
物
語
』
全
国
一
斉
拝
読
会
（
52
回
）

26
日
︵
土
︶
午
前
10
時
30
分
〜

　
家
庭
平
安
祈
願
祭
（
28
回
）

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

東

光

苑

月

次

祭

　

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
、
８

月
11
日
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
加
藤
道

明
祭
務
課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
二
百
五
十
人

が
参
拝
し
た
＝
写
真
左
。祭
員
は
千
葉
主
会
が
、

伶
人
は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、『
大
本
神
諭
拝

読
』
を
小
林
龍
雄
神
奈
川
主
会
長
が
、
添
釜
を

高
野
社
中
が
担
当
し
た
。

　

祭
典
後
、
教
主
さ
ま
の
開
教
１
２
７
年
瑞
生

大
祭
ご
あ
い
さ
つ
を
拝
聴
。
つ
い
で
鈴
木
穎
一

大
本
本
部
長
が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
去
る
７
月

16
日
〜
20
日
に
か
け
て
台
湾
で
開
催
さ
れ
た
第

３
回
人
類
愛
善
会
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
Ｉ
Ｒ

Ｕ
Ｈ
Ａ
）国
際
会
議
訪
問
団
の
様
子
や
、
教
団

の
人
材
育
成
機
関
で
あ
る「
梅
松
塾
」が
新
た
に

「
大
本
愛
善
学
苑
」
と
し
て
教
主
さ
ま
よ
り
ご

命
名
賜
り
、
令
和
２
年
度
か
ら
一
新
さ
れ
る
こ

と
な
ど
を
紹
介
。
ま
た
本
年
７
月
か
ら
関
東
教

区
の
特
派
宣
伝
使
制
度
を
改
め
、
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
職
員
が
「
駐
在
宣
伝
使
」
を
兼
務
し
て
、

特
任
宣
伝
使
と
と
も
に
教
区
の
発
展
に
努
め
て

い
く
こ
と
を
述
べ
、
協
力
を
呼
び
か
け
た
。

　

こ
の
後
、
生
命
山
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
寺
代
表

の
古
川
龍
樹
氏
が
あ
い
さ
つ
。
古
川
氏
は
親
子

二
代
に
わ
た
り
冤
罪
死
刑
囚
の
救
済
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
日
は
午
後
１
時
30
分
か

ら
２
階
講
座
室
で
、「
福
岡
事
件
か
ら
考
え
る

再
審
・
恩
赦
・
死
刑
」〜
恩
赦
運
用
言
明
か
ら
50

年
、悲
劇
を
繰
り

返
さ
な
い
た
め
に

〜
（
主
催
・
福
岡

事
件
再
審
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
事
務
局

／
生
命
山
シ
ュ

バ
イ
ツ
ァ
ー
寺
、

共
催
・
人
類
愛

善
会
東
京
本
部
）

と
題
し
て
講
演

を
行
っ
た
＝
写

真
上
。

　

第
１
９
７
回
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
は
７

月
17
日
、港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開
催
さ
れ
、

斉
藤
泰
大
本
教
学
研
鑽
所
事
務
局
主
幹
が
「
生

命
の
重
さ
を
考
え
る
」
〜
大
本
と
生
命
倫
理
活

動
〜
と
題
し
て
講
話
し
た
＝
写
真
下
。
受
講
者

は
30
人
（
内
、一
般
10
人
）。

　

斉
藤
講
師
は
、
大
本
・
人
類
愛
善
会
が
取
り

組
ん
で
き
た
「
脳
死
・
臓
器
移
植
反
対
活
動
」

や
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
、
ク
ロ
ー
ン
技
術
の
開

発
な
ど
、
世
に
先
駆
け
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き

た
経
過
を
紹
介
し
、「
生
命
の
始
ま
り
も
終
わ

り
も
人
智
を
超
え
た
大
自
然
の
営
み
の
中
に
あ

り
、
偉
大
な
神
秘
の
力
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
説
明
。「
私
た
ち
は

精
神
（
魂

た
ま
し
い）
だ
け
で
生
き
て
い
る
の
で
も
な

く
、
肉
体
だ
け
で
生
き
て
い
る
の
で
も
な
い
。

魂
（
霊
）と
肉
体
が

一
つ
に
な
っ
て
初
め

て
生
き
生
き
と
し
た

〝
生
命
力
〞
が
生
ま

れ
る
。
霊
・
力
・
体
の

三
元
論
で
考
え
な
い

と
、
宗
教
は
迷
信
に

陥
り
、
科
学
は
唯
物

主
義
に
な
っ
て
人
類

を
破
滅
に
向
か
わ
し

め
る
」
と
述
べ
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
脳
死
判
定
が
早
期
に
否

定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
痛
感
し
た
」「
生
命
倫
理

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
一
人
ひ

と
り
が
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ

と
思
っ
た
」「
大
本
の
霊
魂
観
、
生
命
観
に
基

づ
く
生
命
倫
理
問
題
に
つ
い
て
勉
強
に
な
っ

た
」
な
ど
の
感
想
が
よ
せ
ら
れ
た
。

出
口
王
仁
三
郎

Ｙ

Ｏ

Ｗ

Ａ

Ｎ

耀
盌
展

耀
盌
顕
現
70
周
年
記
念 

東
京
大
本
芸
術
祭

応 挙 館

10月３日（木）▶６日（日）
東京国立博物館

2019年

展示時間
３日（木）13:00～16:00
４・５日（金・土）10:00～16:00 
６日（日）10:00～15:00 
　※入館は閉館 30分前まで
　※呈茶席【場所：九条館】

特別講演会 「耀盌を語る」
  10 月４～６日 13:00 ～ 14:00
  場所：九条館

入場は無料。但し入場券が必要です。
「大本東京本部」までお申し込みください。

チケット  ticket


