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開
館
記
念
展 

 

灯
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
俳
画
」
は
、
自
然
の
風
物
を
大
胆
な
省
略
と

リ
ズ
ム
を
持
つ
筆
の
運
び
、
余
白
の
妙
が
織
り
な

さ
れ
た
季
節
に
敏
感
な
日
本
人
の
生
み
出
し
た

も
の
で
す
。 

本
展
で
は
、
自
然
や
植
物
、
優
し
さ
や
遊
び
心

を
感
じ
さ
せ
る
愛
嬌
の
あ
る
画
な
ど
、
味
わ
い
深

く
興
味
つ
き
な
い
俳
画
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

時
に
緩
や
か
に
、
時
に
大
胆
に
、
そ
の
ま
た
あ

る
時
は
繊
細
に
紡
ぎ
だ
す
豊
か
な
世
界
を
お
楽

し
み
い
た
だ
け
ま
す
。 

遊
び
心
か
ら
生
ま
れ
た
も
の 

文
学
と
美
術
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン 

束
縛
の
な
い
自
由
な
世
界 

俳
句
に
つ
き
す
ぎ
ず
、
離
れ
す
ぎ
ず 

達
筆
な
巧
み
よ
り
、 

む
し
ろ
稚
拙
の
面
白
さ
が
尊
い 余

白
の
美 

そ 
も 
そ 
も 

俳
画 って？ 

俳
句
と
画
が
渾
然
一
体
の
独
自
の
新
境
地
を

拓
い
た
与
謝
蕪
村
。
芭
蕉
に
憧
れ
、
生
涯
の

大
半
を
旅
に
明
け
暮
れ
、
漂
泊
を
創
作
の
糧

に
し
た
。
大
和
絵
、
南
画
、
山
水
画
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
画
風
の
作
品
か
ら
、
頼
り
な
い
線
、

ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
形
、
か
す
か
す
の
墨
で
さ

ら
り
と
俳
諧
的
機
知
を
盛
り
込
み
、
そ
の
手

際
は
硬
柔
、
多
彩
。
発
想
は
奔
放
で
枠
に
と

ら
わ
れ
な
く
、
間
違
い
な
く
巨
匠
で
あ
る
。 

画

一 

10/22(日) 

人 
者 

第 

俳

展
示
品
の
紹
介 

和
紙
に
も
ん
き
り
（
切
り

絵
）
や
ち
ぎ
り
絵
を
貼
り
、

古
い
糸
巻
き
を
リ
メ
イ
ク

し
た
行
灯
づ
く
り
を
し
ま

し
た
。 

河
童
の
図 

小
野
塚
響
于
画 

 

月
夜
の
下
、歌
舞 

す
る
河
童
。人
々 

が
河
童
を
身
近 

な
存
在
と
し
た 

時
代
な
の
で
し 

ょ
う
か
。
可
愛 

い
、
可
笑
し
い
、 

捉
え
ど
こ
ろ
の 

な
い
不
気
味
さ 

が
あ
る
。 

七
転
八
起
の
そ
れ
も
花
の
春 

内
藤
鳴
雪
自
画
賛 

起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は 

起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う 

心
の
あ
り
よ
う
。 

芭
蕉
翁
句
賛 

夏
目
成
美
自
画
賛 

 

翁
像
に
は
明
る
い
顔
、
ひ

き
し
ま
っ
た
顔
、
旅
で
疲

れ
て
い
る
顔
な
ど
が
描

か
れ
て
い
て
楽
し
い
。 

つ
ぶ
ら
な
目
に
大
き
な

鼻
と
い
っ
た
面
相
で
と

て
も
人
の
好
さ
そ
う
な

芭
蕉
さ
ん
で
あ
る
。 

秋
の
日
や
鳴
い
て
ね
む
り
し
枝
蛙 

 

渡
辺
水
巴
自
画
賛 

 

た
っ
ぷ
り
の
余
白
が
う
つ
く
し
い
。
印
象
的
な
烏
瓜
の
実
。

花
は
、
夏
の
夜
、
一
夜
限
り
に
咲
く
、
白
い
レ
ー
ス
の
よ
う

な
美
し
い
花
。 

ち
い
さ
な
雨
蛙
、
ど
こ
に
と
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

卯 

兵 

衛 
さん を

な
ら
お
う 

開
館
３
周
年 

蕪
村
の
卯
兵
衛
さ
ん
の
絵

を
み
て
、
絵
を
か
い
て
も
ら

い
ま
し
た
。 

 

糸
巻
き 

行
灯
づ
く
り 



な
ど
を
取
り
揃
え
て
い
ま
す
。 

第
二
回
投
句
〆
切 

 
 

一
月
二
十
日(

土) 

   
 

  
 
 
 

 
 
   

 

 
 
 
 
 

 
 

  
  
 
 

 
 
  

  
  

 
 
 

   
 
  
   

 

風
流
の
は
じ
め
館
か
わ
ら
版 

第
１
９
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 

返
り
花 

木
枯
し
が
吹
く
冬
の

時
期
に
、
春
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
陽
気
に
誘

わ
れ
、
桜
や
つ
つ
じ
、

た
ん
ぽ
ぽ
な
ど
が
季

節
外
れ
の
花
を
咲
か

せ
る
さ
ま
。 

一
茶
忌

い
っ
さ
き 

一
八
二
七
年
十
一
月
十
九
日

は
、小
林
一
茶
が
六
十
五
歳
で
こ

の
世
に
別
れ
を
告
げ
た
日
で
す
。 

松
明

た
い
ま
つ 

読
み
方
は
、
火
を
つ
け
る
た

め
の
「
焚た

き

松ま
つ

」
が
長
い
時
間
の

う
ち
に
「
た
い
ま
つ
」
と
音
が

変
化
し
ま
し
た
。 

秋明菊、紫式部、ホトトギス 野
葡萄などたくさんの秋の花の中
から生けたい花を選び、花器にい
れました。参加者同士で鑑賞し合
い、とても和やかな雰囲気の教室
となりました。 

 

10/14(土) 

講
師 

佐
久
間
宗
初
氏 

(

須
賀
川
茶
道
連
合
会
会
長
） 

す
か
が
わ
大
人
塾 

 
  

志
野
流
香
道 

香
り
を
た
の
し
む 

季
の
花
の
あ
し
ら
い 

花
生
け
教
室 

 

◇
本
の
貸
出
し
始
め
ま
し
た
。 

    

芭
蕉
関
連 

俳
句 

句
集 

文
学 

郷
土 

歴
史
と
文
化 

日
本
の
暮
ら
し 

絵
本 

 

 

お
知
ら
せ 

一茶はかなり 
ねこ好き  

10/18(水) 

秋
季
の
で
き
ご
と 

［
須
賀
川
市
立
第
一
中
学
校
］ 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
チ
ャ
チ
ャ
チ
ャ

21
と
須
賀
川
茶
道
連
合
会
方

円
流
会
員
の
ご
協
力
で
ま
ち
の

歴
史
や
茶
道
文
化
に
触
れ
、
地

域
の
特
色
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。 

講
師 

藤
田
宗
直
氏 

(

志
野
流
香
道
師
範
） 

複数の香木の香りを聞きあてる
組香「月見香」に触れました。
香木を順番に聞き、十五夜、待
宵、夕月夜など、どんな月の情
景が浮かび上がるのか想像を膨
らませ聞きあてます。幽玄で  
たおやかな香りがゆっくり茶室
に広がっていました。 

「香りを聞く」とは、香りが伝えるものを
心で聞きとることをいいます。聞くコツは
「静かに深く長く聞く」こと。 

野に咲いているように自然な美しさを 
引き出し秋の花をたのしみます。 
 

二
度
咲
き
し
た
金
木
犀 

小
さ
な
花
群
が
甘
や
か
な

香
り
を
放
ち
ま
し
た
。 

積み上げられた 
和傘がライトアップ
された等躬の庭 

空
旅 

「
奥
の
細
道
」 

各
国
か
ら
の
旅
人
を 

案
内
す
る
翻
訳
家
の
ア
ダ
ム
・ 

フ
ル
フ
ォ
ー
ド
氏 

地域 
学習 

四季 彩
の庭 

    
 

二
十
五
弦
琴
の
演
奏

会
が
開
か
れ
ま
し
た
。 

イベ 
ント 

◇
俳
句
ポ
ス
ト 

投
句
募
集 

文化振興課 公式 Instagram 


