
水
揚
げ
法
や
花
の
自
然
な
美
し
さ

を
引
き
出
す
コ
ツ
︑
生
け
た
後
の

ケ
ア
法
な
ど
を
学
び
ま
し
た
︒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
 
 
 
 
  
  

   第２５号 

令和６年１１月号 

 
 

 

は
じ
め
館
の
す
か
が
わ
大
人
塾 

奏
者 

山
田 

寛
水
氏 

︵
錦
心
流
琵
琶
全
国
一
水
会
︶ 

志
野
流
香
道 

香
り
を
た
の
し
む 

季
の
花
あ
し
ら
い 

野
の
花
の
愉
し
み 

雨
夜
の
月 

琵
琶
の
し
ら
べ 

つ
け
ぺ
んde 

カ
レ
ン
ダ
□
づ
く
り 

第３回 

第４回 

第５回 第６回 

10／ 

1１／ 

講
師 

金
子 

翆
園
先
生 

 
 

 

佐
久
間
宗
初
先
生 

︵
須
賀
川
茶
道
連
合
会
︶ 

着
物
や
帯
︑
菓
子
の
文
様
に
み
ら

れ
る
意
匠
﹁
源
氏
香
﹂
の
香
道
に
お

け
る
お
話
を
聞
き
︑﹁
源
氏
香
﹂
を

体
験
し
ま
し
た
︒ 

◇
蕾
や
も
う
す
ぐ
花
び
ら
が
開

き
そ
う
な
野
草
を
選
び
ま
す
︒ 

◇
季
節
に
合
わ
せ
た
花
を
選
び

ま
す
︒ 

◇
花
の
本
数
は
奇
数
が
好
ま
し

い
で
す
︒ 

―

演
目―

 

﹁
国
船
﹂ 

﹁
白
虎
隊
﹂ 

﹁
花
紅
葉
﹂ 

秋
夜
︑﹁
薩
摩
琵
琶
﹂
の
勇
壮

で
ダ
イ
ナ
ミ
□
ク
な
音
色
と

語
り
に
ひ
き
込
ま
れ
て
い
ま

し
た
︒ 

イ
ン
ク
の
量
で
濃
淡
を
表

現
し
な
が
ら
︑
カ
リ
カ
リ
︑

サ
リ
サ
リ
と
自
由
に
数
字

や
イ
ラ
ス
ト
を
描
い
て
︑つ

け
ペ
ン
な
ら
で
は
の
書
き

味
を
楽
し
み
ま
し
た
︒ 

講
師 

増
子 

史
楼
先
生 

︵
玄
粒
書
道
会
師
範
︶ 

５ 
(土） 

12 
(土） 

31 
(木） 11 

(月） 

◇
﹁
花
は
野
に
あ
る
よ
う
に
﹂

と
い
う
千
利
休
の
教
え
を
大
事

に
︑
自
然
体
を
重
ん
じ
ま
す
︒ 

野
菊
︑藤
袴
︑紫
蘭
︑

木
賊
︑
桜
蓼
な
ど 

２
０
種
類
の
花
材

を
使
い
ま
し
た
︒ 

５
つ
の
香
を
順
番
に
聞
き
︑
ど
の
香
り
が
同
じ
で
あ
□
た

か
組
み
合
わ
せ
を
当
て
て
遊
び
ま
す
︒
組
香
の
あ
い
だ
︑

お
香
や
香
図
の
模
様
や
言
葉
が
組
み
合
わ
さ
り
︑
さ
ま
ざ

ま
な
景
色
を
想
像
し
︑
楽
し
み
ま
す
︒ 

 源氏香 

香
が
伝
え
る
も
の

を
心
で
聞
き
と
る

と
い
う
こ
と
か
ら 

 

い
い
ま
す
︒ 

香
り
を
聞
く 

講
師 

藤
田 

宗
直
先
生 

︵
志
野
流
香
道
師
範
︶ 

季
節
の
花
材 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 

 
 
 
  
 
  
   
   
     
  
 

赤 あ
か

白 し
ろ

橡
つ
る
ば
み

色 い
ろ 

 

薄
め
の
く
す
ん
だ
赤
茶

色
︒
夕
暮
れ
時
︑
太
陽
に

染
め
上
げ
ら
れ
た
雲
の

よ
う
な
輝
き
が
絶
妙
で

す
︒ 

 

風
流
の
は
じ
め
館
か
わ
ら
版 

第 

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 

25 

 

 
言
の
葉 

企
画
展
情
報
や
イ
ベ
ン
ト
情
報
は
当
館
公
式 

を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒ 

HP 

展
示
の
紹
介

︵
文
化
伝
承
の
間
︶ 

愉
し
く
︑
美
味
し
く
︑
季
節
の
茶
道
教
室 

 

小
春
日
和

こ
は
る
び
よ
り 

 
木
枯
し
が
身
に
染

み
る
季
節
で
す
が
︑

時
折
︑
ぽ
か
ぽ
か
と

暖
か
い
日
も
あ
り

ま
す
︒ 

ポ
イ
ン
セ
チ
ア 

 

仲
冬
の
季
語
︒
和
名

は
猩
々
木(

し
□
う

じ
□
う
ぼ
く)

︒
猩
々

と
は
中
国
の
古
典
書

物
に
登
場
す
る
架
空

の
動
物
で
す
︒ 

1１／ 

アドバンス 
クラス 

テ
□
マ
展 

俳
諧
□
て
︑
な
に
？ 

 

10/4 
 →12/1 

全
３
回
講
座
︒
お
茶
の
歴
史
と
道
具
︑

季
節
の
は
な
し
︒
挨
拶
な
ど
の
ふ
る
ま

い
を
学
び
︑
美
味
し
く
︑
抹
茶
と
お
菓

子
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒ 

第２回は茶道の道具では、なくては
ならない道具の一つ「服紗」の使い
方やお点前の仕方を学びます。 

須
賀
川
の
俳
祖
・
相
楽
等
躬
の
忌

日
で
あ
る
十
一
月
十
九
日
を
﹁
等

躬
忌
﹂と
称
し
︑等
躬
を
偲
ん
で
ゆ

か
り
の
地(

等
躬
の
庭
・
軒
の
栗
公

園
・
可
伸
庵
跡)

を
清
掃
し
菩
提
寺

の
長
松
院
を
お
参
り
し
ま
し
た
︒ 

 

▮
ご
協
力
団
体 

桔
槹
吟
社
・
須
賀
川
知
る
古
会 

須
賀
川
ふ
る
さ
と
ガ
イ
ド
の
会 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
チ
□
チ
□
チ
□ 

本
町
町
内
会 等

躬
忌
の
集
い 

講
師 

佐
久
間
宗
初
先
生 

西
間
木
宗
紀
先
生 

︵
須
賀
川
茶
道
連
合
会
︶ 

相
楽
等
躬 

 

一
六
三
七―

一
七
一
五 

芭
蕉
を
八
日
間
も
て
な
し
た
俳
人
︒
問
屋

業
を
営
む
豪
商
で
奥
州
俳
壇
の
中
心
的
人

物
︒
陸
奥
の
歌
枕
に
通
じ
各
地
に
広
い
ネ

□
ト
ワ
□
ク
を
持
つ
︒
芭
蕉
が
江
戸
移
住

間
も
な
い
こ
ろ
か
ら
親
交
を
深
め
た
︒ 

第
４
回 

▼
俳
諧
︵
は
い
か
い
︶
と
は

俳
句
や
数
人
で
句
を
詠

む
連
句
な
ど
の
文
芸
の

総
称
で
︑
江
戸
時
代
に

お
い
て
は
庶
民
の
娯
楽

の
ひ
と
つ
で
し
た
︒ 

五
七
五
︑
七
七
︑
五
七

五
︑
七
七
・
・
・
と
二
人

以
上
で
交
互
に
詠
み
続

け
る
﹁
連
歌
﹂
の
う
ち
︑

滑
稽
な
要
素
を
主
と
し

た
﹁
俳
諧
連
歌
﹂
の
こ
と

で
す
︒ 

▼
連
歌
の
最
初
の
五
七
五

は
﹁
発
句
︵
ほ
□
く
︶﹂
と
言

い
︑特
に
重
視
さ
れ
ま
す
︒

芭
蕉
の
﹁
俳
句
﹂
と
思
い

が
ち
な
作
品
は
︑
実
際
は

俳
諧
の
﹁
発
句
﹂︒ 

﹁
俳

句
﹂
が
独
立
し
た
文
芸
と

な
る
の
は
明
治
時
代
に
な

□
て
か
ら
の
こ
と
で
す
︒ 

そ
も
そ
も
︑ 

俳
諧
と
は
な
に
？ 

俳
句
と
何
が
違
う 

の
？
な
ど
を
紹
介 

し
て
い
ま
す
︒ 

お
知
ら
せ 

い
□
し
□
に
つ
く
ろ
う 

だ
ん
ご
さ
し 

 

お
団
子
を
ま
る
め
て 

み
ず
き
に
さ
し
て 

幸
せ
を
お
祈
り
し
ま
す
︒ 

 
 

お
持
ち
帰
り
用
の 

ミ
ニ
だ
ん
ご
さ
し
を
作
□
て 

お
し
る
こ
も
い
た
だ
き
ま
す
︒ 

１/11 
(土) 

18 
(月） 

21 

こども 
和文化塾 

半
歌
仙 

草
の
戸
の
巻 

 
 

雨
考 

多
代
女 

不
囀 

 
 

︵
市
立
博
物
館
蔵
︶ 

歌
仙
と
は
︑五
七
五
の
長

句
と
七
七
の
短
句
を
交

互
に
三
十
六
句
続
く
も

の
を
い
い
ま
す
︒そ
の
半

分
の
も
の
を
﹁
半
歌
仙
﹂

と
い
い
ま
す
︒ 

懐
紙
に
句
を
記
す
の
に

は
書
き
方
の
ル
□
ル
が

あ
り
ま
す
︒ 

俳
句
ポ
ス
ト 

 

投
句
募
集 

オ
ン
ラ
イ
ン
投
句 

受付期間 
2024.11.30 

第
二
回
〆
切 

一
月
二
〇
日
で
す
︒ 

７（木） 
第 1 回 

 
開催中 

風流のはじめ館の小正月 


