
等
躬
宅
に
滞
在
。

杉
山
杉
風
に
手
紙

を
か
き
ま
す
。 
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第 1４号 

1 月号 

牡
丹
の
行
灯
づ
く
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す
ば
ら
し
い
景
色
に

胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
、
思
う

よ
う
に
句
が
浮
か
び

ま
せ
ん
で
し
た
よ
。 

白
河
の
関
い
か

が
で
し
た
か
。 

い
い
句
が
で
き

ま
し
た
か
？ 

1日目 

2日目 

3日目 

5日目 

6日目 

7日目 

 

栗
の
花
の
よ
う
に

ひ
っ
そ
り
と
生
き

て
い
る
私
の
家
に

江
戸
か
ら
立
派
な

俳
諧
の
先
生
が
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
。 

も
っ
た
い
な
い 

こ
と
だ
な
ぁ
。 

須
賀
川
に
入
っ

た
芭
蕉
た
ち
は
、

相
楽
等
躬
宅
に

着
き
ま
す
。
芭

蕉
、
等
躬
、
曽
良

で
句
会
を
始
め
、

途
中
で
終
わ
り

ま
す
。 

前
日
か
ら
の
歌
仙

を
完
成
さ
せ
ま
す
。

晩
に
可
伸
を
訪
ね
、

帰
り
に
岩
瀬
寺
と

八
幡
社
を
参
詣
し

ま
し
た
。 

等
躬
宅
で
は
、
田
植
の

日
で
し
た
。「
旅
衣
」
の

三
吟
を
巻
き
、
可
伸
宅

で
地
元
の
俳
人
ら
が

集
ま
っ
て
句
会
が
お

こ
な
わ
れ
ま
し
た
。 

曇
の
日
。
芭
蕉
、
曽
良
、

等
躬
の
各
発
句
を
、
三

物
三
組
の
か
た
ち
に

し
た
懐
紙
を
認
め
ま

す
。
こ
の
後
、
芹
沢
の

滝
へ
行
き
ま
し
た
。 

快
晴
。
須
賀
川
を
発

ち
、
馬
で
乙
字
ケ
滝

に
向
か
い
、
見
物

後
、
守
山
に
向
か
い

ま
す
。 

連
日
の
雨
の
た
め
増

水
で
川
を
渡
れ
ず
出

発
を
延
期
し
ま
す
。

十
念
寺
、
諏
訪
明
神

を
詣
で
ま
し
た
。 

4日目 

雨
の
日
。 

 

宗
匠
、 

た
の
し
い 

ひ
と
と
き 

で
し
た
ね
。 

ど
う
ぞ 

ご
ゆ
る
り
と 

お
く
つ
ろ
ぎ 

く
だ
さ
い
。 

物
忌
の
日
。 

か
く
れ
が
や
～ 

ま
れ
に
蛍
の
～ 

芭
蕉
は
、
古
人
の

足
取
り
を
た
ど

り
、
美
し
い
自
然

の
景
色
、
史
跡
、

人
に
出
合
う
こ
と

で
自
分
が
理
想
と

す
る
俳
諧
に
大
き

く
近
づ
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。 

※風流のはじめ館の〈文化伝承の間〉に流れる映像の絵を使用しています。 

曽
良
の
日
記
に
よ
る 

芹
沢
の
滝
を

ご
案
内 

し
ま
し
ょ
う
。 

8日目 

等
躬
ど
の
、 

ご
厄
介
に 

な
り
ま
す
。 

 

活
気
の
あ
る 

ま
ち
で
す
ね
。 

 

こ
の
上
な
く
、 

あ
り
が
た
い 

時
間
で
し
た
ね 

曽
良
さ
ん
。 

  

おくのほそ道 

今から 300 年以上前、俳人松尾芭蕉が東北地

方を中心とする約 150 日間もの長い旅をもと

に書いたものです。完成したのは旅から 5 年

後の 1694 年のことでした。 



暮
ら
し
の
中
に 

も
っ
と
日
本
茶
を 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

   

 

  

   

風
流
の
は
じ
め
館
か
わ
ら
版 

第
１
４
号 

 
 

 

編
集
・
発
行
／
須
賀
川
市
風
流
の
は
じ
め
館 

 

〒
９
６
２
―
０
８
３
２ 

福
島
県
須
賀
川
市
本
町
８
１
番
地
４ 

電
話
０
２
４
８(

７
２)

１
２
１
２ 

 

言
の
葉 

俳
句
募
集 

兎
う
さ
ぎ 

「
兎
狩
」
が
冬
季
に
行
わ

れ
た
こ
と
よ
り
冬
の
季

語
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

冬
の
風
物
詩 

だ
ん
ご
さ
し  

言
祝

こ

と

ほ

ぎ 

言
葉
で
祝
う
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。 

古

来

よ

り

日

本

は

「
言
霊

こ
と
だ
ま

の
幸 さ

き

わ
う
国
」

と
い
わ
れ
、
言
葉
に
は

現
実
を
あ
や
つ
る
言

霊
思
想
が
あ
り
ま
す
。

美
し
い
心
か
ら
生
ま

れ
る
正
し
い
言
葉
は
、

言
葉
と
お
り
良
い
こ

と
が
実
現
す
る
と
信

じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

つ
け
ペ
ン
で
お
手
紙
を
か
こ
う 

2/24(金) 

2/27(月) 

募
集
期
間 

通
年 

選 

句 

会 

年
２
回(

８
月 

２
月) 

部 
 
 

門 

一
般
の
部
・
子
ど
も
の
部 

学
校
の
部 

 
 

 

 
  

 
 

第
二
回
選
句
会 

年
間
選
句
会 

 

１
／ 

（
月
）
で
す
。 

 

発
表
は
、
２
月
中
旬
を 

予
定
し
て
い
ま
す
。 

  

市内 21 ヵ所にポスト 

を設置しています。 

詳しくは当館までお

問い合わせください。 

３０ 

す
か
が
わ
大
人
塾 

 
 

月 
 

 
 

お
い
し
い
煎
茶
部 

だんごさし 

団子や鯛、米俵、大黒様や恵

比寿、大判小判などをミズキ

の枝にさして飾り、一年の農

作物の実りや幸せを願う小正

月の行事です。 

 

南
天

な
ん
て
ん 

冬
に
な
る
と
紅
い
実

を
た
く
さ
ん
つ
け
ま

す
。「
難
を
転
じ
る
」
に

通
じ
る
の
で
、
厄
除
け

の
お
守
り
に
さ
れ
て

き
ま
し
た
。 

つ
け
ぺ
ん
で
絵

を
書
い
て
ほ
ん

の
少
し
の
お
手

紙
を
書
き
ま
す
。 

つ
け
ぺ
ん
の
世

界
に
触
れ
て
み

ま
せ
ん
か 

 

煎
茶
を
は
じ
め
、

い
ろ
い
ろ
な
茶
葉

の
美
味
し
い
淹
れ

方
や
作
法
を
学
び

ま
す
。 

穏
や
か
な
も
て
な

し
の
心
に
触
れ
て

み
ま
せ
ん
か
？ 

 2/11(土) 

2/18(土) 

展
示
品
の
紹
介 

 

■
河
東
碧
梧
桐 

か
わ
ひ
が
し
へ
き
ご
と
う 

碧
梧
桐
は
高
浜
虚
子
と
と
も
に
、
正
岡
子
規
の

同
郷
の
高
弟
で
す
。
子
規
の
「
写
生
論
」
を
徹

底
し
た
「
新
傾
向
俳
句
運
動
」
を
推
し
進
め
ま

し
た
。
碧
梧
桐
は
、
書
家
と
し
て
も
名
を
馳
せ
、

そ
の
書
体
は
現
在
で
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。 

句
幅 

枯
れ
る
百
日
紅
の
青
空
の
仰
が
る
る 

 
 
 
 
 

碧
梧
桐 

この句の総音数は

19 音です。俳句の

定型からややはみ

出していますが、

そのはみ出しが冬

の百日紅が仰ぐ青

空の広さへ、読む

ものを誘ってくれ

ます。碧梧桐の自

由な書体もぜひお

楽しみください。 

講師 

平尾貴園 
(須賀川茶道連合
会/煎茶道方円流） 

講師 

増子史楼（ましこしろう） 

本名：沙綾。書道教室(玄粒

書道会)、書を楽しむ空間と

して「書と珈琲『珈琲 

46』」を営む。 

百日紅(ひゃくじつこう) 

さるすべり 

本筆の季語は「枯」で冬

になります。 

す
か
が
わ
昔
話
の
会
の
ご
協
力
に

よ
り
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
よ
も
ぎ
、
ビ
ー

ツ
で
色
づ
け
た
団
子
を
丸
め
て
、
季

節
の
和
文
化
に
親
し
み
ま
し
た
。 

1/14(土) 

 


