
せん そうしゅ 1945年京都市生ま

れ 武者小路千家第 代家元 公益財団

法人官休庵理事長 年 ローマ法皇ヨ

ハネ・パウロⅡ世に謁見し 茶の湯を紹

介 大手前大 東京藝術大などで客員教

授を務める

武者小路千家家元

千 宗守さん

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

立

春
山
岡
祐
子
さ
ん

白
川
書
院

「
月
刊
京
都
」
編
集
長

■

ヨ
コ

タ
テ

ウ
チ

ソ
ト

現
在
、
仲
間
内
以
外
の
他
者
を
意
識
し

た
り
、
意
見
を
受
け
入
れ
た
り
で
き
ず
、

ヨ
コ
の
人
間
関
係
だ
け
を
求
め
る
若
者
が

増
え
て
い
る
と
い
う
。
タ
テ
や
ソ
ト
の
関

係
を
避
け
れ
ば
、常
に
同
意
す
る
ミ
ウ
チ
、

仲
間
だ
け
。永
遠
に
そ
こ
に
安
住
で
き
る
。

し
か
し
、

文
化
の
継
承

と
い
う
観
点

で
見
た
場
合
、
次
代
に
残
せ
る
も
の
を
失

っ
て
し
ま
う
。
他
者
と
の
関
係
性
を
つ
か

め
な
け
れ
ば
、正
確
な
理
解
も
で
き
な
い
。

京
都
の
街
に
暮
ら
す
人
々
は
長
き
に
わ

た
り
伝
統
芸
能
、
技
、
知
恵
を
継
承
し
て

き
た
。
個
人
と
個
人
が
真

し
ん

摯
し

に
対

た
い

峙
じ

し
信

頼
を
築
く
と
き
、文
化
は
引
き
継
が
れ
る
。

先
代
か
ら
当
代
に
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
。

と
り
わ
け
地
域
の
祭
り
で
は
世
代
や
価

値
観
の
違
う
三
世
代
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば

祇
園
祭
の
囃

は
や

子
し

方
。
子
ど
も
は
「
折
れ
反

そ

れ
」

礼
儀
作
法
を
自
然
と
身
に
つ
け
、

祭
り
を
続
け
る
自
覚
を
も
つ
。
長
い
時
間

を
か
け
て
、
相
手
の
こ
と
を
よ
く
聞
き
、

理
解
し
、
興
味
を
も
つ
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
」
も
得
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

い
ま
、
京
都
の
若
き
文
化
継
承
者
に
注

目
し
て
い
る
。
彼
ら
は
タ
テ
の
関
係
だ
け

で
な
く
、
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
も
強
い
。
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
い
か
し
て
、
さ

ら
に
豊
か
な
文
化
の
土
壌
を
創
造
し
、
新

た
な
文
化
を
生
み
出
し
て
ほ
し
い
。

（
次
回
２
月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
千
家
十
職
塗
師
・
中
村
宗
哲
さ
ん

で
す
）

大
陸
か
ら
の
寒
気
が
上
空
に
居
座
り
、

今
冬
の
日
本
列
島
は
、
こ
と
の
ほ
か
冷
え

込
み
が
続
き
ま
す
。
で
は
暦
の
う
え
で
最

も
寒
い
日
は
い
つ
か

。
大

だ
い

寒
か
ん

の
前
後
に

は
違
い
な
い
の
で
す
が
、
立
春
も
負
け
て

い
ま
せ
ん
。
「
寒

か
ん

が
極
ま
っ
て
、
も
う
こ

れ
以
上
は
寒
く
な
ら
な
い
日
」
が
立
春
な

の
で
す
。

こ
と
し
は
２
月
４
日
が
立
春
。
二
十
四

節
気
の
起
点
で
あ
り
、
冬
か
ら
春
へ
季
節

が
転
換
す
る
日
と
し
て
、
昔
か
ら
１
年
の

始
ま
り
と
も
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

立
春
に
対
応
す
る
七
十
二
候
の
初
候
は

「
東
風
解
凍
」
（
は
る
か
ぜ
こ
お
り
を
と

く
。
２
月
４

８
日
ご
ろ
）
。
春
を
呼
ぶ

風
が
吹
き
、
梅
が
花
を
咲
か
せ
る
こ
ろ
と

さ
れ
ま
す
が
、
こ
と
し
の
梅
の
つ
ぼ
み
は

ま
だ
ま
だ
固
そ
う
で
す
。
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⊃

戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）

茶
室
に
入
る
と
ま
ず
床

の
前
に
進
み

正
座
し

て
身
を
低
く
し
頭
を
下

げ
る
よ
う
教
え
る

京

都
市
上
京
区
・
官
休
庵

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

私
達
の
日
常
の
生
活
空
間
か
ら
我

わ

が
国
の
伝

統
様
式
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
久
し
い
。
そ

れ
ら
の
中
で
も
最
も
具
体
的
な
も
の
は
「
床
の

間
」
で
あ
る
。
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
は
多
く
の

家
は
和
風
様
式
で
あ
り
、
当
然
日
本
間
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
、
特
に
客
間
と
言
わ
れ
る
部
屋
に

は
必
ず
「
床
の
間
」
が
備
わ
っ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。

私
の
知
人
に

歳
に
あ
と
僅

わ
ず

か
の
老
人
が
い

る
が
、
こ
の
人
が
若
い
頃
父
君
の
使
い
で
、
あ

る
方
の
家
を
訪
ね
た
折
、
早
速
客
間
に
通
さ
れ

た
。
も
ち
ろ
ん
立
派
な
床
の
間
が
あ
る
の
が
目

に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
瞬
間
果
た
し
て

自
分
は
そ
の
床
に
ど
の
様
に
対
し
て
座
っ
て
主

人
の
出
て
こ
ら
れ
る

の
を
待
て
ば
よ
い
の

か
と
い
う
疑
念
が
起

こ
り
、
さ
ん
ざ
ん
迷

っ
た
あ
げ
く
ど
う
に

か
冷
や
汗
も
の
で
役

目
を
終
え
た
と
の
由

を
聞
い
た
。

こ
の
様
な
戸
惑
い

は
、
一
昔
前
の
日
本

人
に
と
っ
て
は
「
大

人
」
に
な
る
た
め
の

避
け
て
通
れ
ぬ
関
門

で
あ
っ
た
。
今
は
死

語
と
な
っ
て
い
る

「
床
を
背
に
出
来
る

人
に
な
れ
」
と
言
う

教
訓
も
昔
は
日
常
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
様

に
、
床
は
日
常
生
活
の
空
間
で
最
も
「
晴
れ
」

の
空
間
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
そ
の
成
り
立

ち
が
元
来
は
そ
こ
に
仏
画
を
掛
け
た
り
、
ま
た

仏
像
を
置
い
て
日
々
礼
拝
す
る
神
聖
な
空
間
で

あ
っ
た
。

そ
れ
が
茶
室
に
用
い
ら
れ
る
様
に
な
っ
て
、

そ
れ
ら
に
代
っ
て
主
客
共
々
文
句
無
し
に
頭

こ
う
べ

を

下
げ
る
事
の
出
来
る
も
の
、
即

す
な
わ

ち
共
に
敬
意
を

抱
く
先
達
や
師
匠
筋
の
墨
跡
等
を
掛
け
る
事
に

な
っ
た
。
従
っ
て
、
茶
室
に
入
る
と
ま
ず
進
む

べ
き
場
所
は
床
の
前
で
あ
り
、
正
座
し
て
身
を

低
く
し
頭
を
下
げ
よ
と
教
え
る
所

ゆ

以
え
ん

も
そ
こ
に

あ
る
。
ま
た
、
亭
主
の
方
も
掛
け
物
は
客
の
目

線
か
ら
見
て
「
少
し
く
高
く
感
じ
る
位
置
に
飾

れ
」
と
の
教
え
も
同
じ
理
由
に
よ
る
。

日
常
に
お
い
て
、
万
人
が
等
し
く
目
線
を
低

く
し
て
頭
を
下
げ
る
処
が
近
年
住
宅
の
洋
風
化

に
伴
っ
て
最
初
に
不
用
で
無
駄
な
空
間
と
し
て

排
除
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

東
京
の
さ
る
知
人
が
、
本
格
的
な
茶
室
を
作

っ
た
の
で
是
非
見
に
来
て
ほ
し
い
と
の
事
で
伺

っ
た
折
、
そ
の
立
派
な
床
を
ま
ず
は
拝
見
と
思

い

下
げ
た
頭
を
少
し
上
げ
る
や

ま
ず
驚
か
さ

れ
た
の
は
、
そ
の
正
面
横
の
壁
面
に
な
ん
と
電

気
の
コ
ン
セ
ン
ト
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
東
京
で
は
一
流
の
数
寄
屋
大
工
の
手
に
な

る
も
の
だ
け
に
余
計
そ
の
度
合
い
も
大
き
か
っ

た
。
要
す
る
に
今
は
床
の
間
は
頭
を
下
げ
る
処

で
は
な
く
、テ
レ
ビ
や
通
信
機
器
等
々
を
置
く
、

よ
く
温
泉
旅
館
等
で
見
ら
れ
る
様
な
用
い
ら
れ

方
が
普
通
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

共
に
頭
を
下
げ
る
処
が
日
常
空
間
よ
り
消
え

て
し
ま
う
事
は
自
然
と
目
線
が
高
く
な
り
、
例

え
ば
寺
院
等
で
仏
像
を
拝
す
る
時
、
よ
く
立
っ

た
ま
ま
で
観
賞
す
る
姿
を
見
か
け
る
。
仏
像
の

目
線
は
礼
拝
す
る
人
が
あ
く
ま
で
も
正
座
し
て

見
上
げ
た
時
、
そ
の
人
と
眼
が
合
う
様
に
造
ら

れ
て
い
る
。
立
っ
た
ま
ま
で
は
仏
様
の
「
慈
眼

視
衆
生
」
も
な
ら
な
い
。
私
共
の
茶
室
に
来
て

も
よ
く
立
っ
た
ま
ま
で
そ
こ
か
ら
見
え
る
茶
庭

を
見
る
人
が
時
々
い
る
が
、
日
本
の
庭
園
は
ど

れ
も
そ
の
隣
接
す
る
部
屋
で
正
座
し
て
見
る
時

一
番
美
し
く
感
じ
る
様
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

立
っ
た
目
線
で
は
せ
っ
か
く
の
そ
れ
も
見
逃
し

て
し
ま
う
事
に
な
る
。

洋
風
化
に
よ
っ
て
高
く
な
っ
た
我
々
の
目
線

を
も
う
一
度
日
本
人
本
来
の
低
い
目
線
に
戻
す

事
は
、
伝
統
的
な
分
野
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ

か
ら
の
我
が
国
の
進
む
べ
き
方
向
に
も
何
か
ヒ

ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
様
に
思
え
る
。
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