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藩
領
内
に
広
が
る
茶
道

　　

久
留
米
藩
の
茶
の
湯
は
、
久
留
米
藩
初

代
藩
主
・
有
馬
豊
氏
が
、
千
利
休
の
門
下

で
優
れ
た
武
将
十
人
を
称
す
る
「
利
休
十

哲
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
豊
氏
は
太
閤
秀
吉
か
ら
信
頼

さ
れ
、
ま
た
茶
道
に
堪
能
で
あ
っ
た
た
め
、

太
閤
の
茶
室
に
あ
っ
た
珍
石
「
千
鳥
石
」

を
賜
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

豊
氏
が
、
徳
川
3
代
将
軍
家
光
に
近
侍

し
た
堀
田
正
盛
に
宛
て
た
書
状
が
残
っ
て

い
ま
す
。
内
容
は
、
2
月
22
日
の
晩
、
自

邸
で
の
茶
会
に
招
待
し
た
い
と
い
う
も
の

で
す
。
旧
暦
の
2
月
下
旬
は
、
現
在
で
は

お
よ
そ
桜
の
季
節
に
あ
た
り
ま
す
。
大
事

な
客
人
を
招
く
春
の
宵
の
茶
会
に
、
豊
氏

は
茶
道
具
や
茶
室
の
し
つ
ら
え
に
趣
向
を

こ
ら
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
豊
氏
が
得
意

の
茶
道
を
通
し
て
、
様
々
な
人
物
と
交
流

を
深
め
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

豊
氏
が
秀
吉
か
ら
賜
っ
た
と
い
う
珍
石

　
　
　

か
な
和
室
で
湯
を
沸
か
し
、
茶
を
点
て
、
客
人
に
振
る
舞
う
茶
道
の
所
作
。

　
　
　

何
か
の
折
に
、見
た
り
経
験
し
た
り
し
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
日
本
の
伝
統
文
化
の
一
つ
で
あ
る
茶
の
湯
、
い
わ
ゆ
る
茶
道
は
、
江
戸
時
代
に

お
い
て
は
、
武
家
社
会
の
中
で
熱
心
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
に
よ
る
支
配

体
制
の
も
と
で
は
、
武
士
た
ち
に
は
政
治
能
力
や
教
養
と
い
っ
た
も
の
が
よ
り
必
要
と

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
茶
の
湯
は
、
大
名
た
ち
の
人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
政
治

手
段
の
一
つ
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
す
。

　

今
回
は
、
久
留
米
藩
に
お
け
る
茶
道
文
化
に
つ
い
て
、
藩
主
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
資
料
を
交
え
て
紹
介
し
ま
す
。
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江
戸
時
代
の
久
留
米
で
、
抹
茶
ブ
ー
ム
？

久
留
米
藩
領
の
茶
道
文
化

静１
茶
人
だ
っ
た
初
代
豊
氏

自
ら
茶
陶
器
を
制
作
し
、
茶
道
を
嗜
む

藩
主
が
い
た
！
歴
代
藩
主
と
茶
道
文
化

の
関
わ
り
や
、
そ
の
文
化
が
藩
領
内
で

息
づ
い
て
い
く
モ
ノ
語
り
を
紹
介
し
ま
す
。

は
、
現
在
で
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
有

馬
家
に
伝
わ
っ
た
古
い
茶
壷
が
あ
り
ま
す
。

ル
ソ
ン
（
現
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
を
経
由
し
て

日
本
に
渡
来
し
た
こ
と
か
ら
、
呂
宋
壺
と

称
さ
れ
る
茶
壷
で
、
本
来
は
茶
葉
や
香
辛

料
を
入
れ
る
輸
送
用
の
陶
器
で
し
た
。堂
々

た
る
風
格
か
ら
「
小
烏
茶
壺
」
と
い
う
銘

が
あ
り
、
1
7
0
5
年
に
は
、
幕
府
御
用

職
人
に
よ
り
名
物
と
鑑
定
さ
れ
ま
し
た
。

名
物
と
い
っ
た
貴
重
な
茶
道
具
を
持
つ
こ

と
は
、
大
名
に
と
っ
て
家
の
格
式
を
示
す

重
要
な
こ
と
で
し
た
。

　

3
代
藩
主
・
有
馬
頼
利
の
頃
に
な
る
と
、

幕
府
で
茶
事
に
あ
た
る
職
務
と
し
て
茶
道

頭
が
定
め
ら
れ
、
地
方
各
藩
に
も
茶
道
方

な
ど
の
職
務
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
4
代

藩
主
・
有
馬
頼
元
は
、
寛
文
年
間
（
1
6

６
１
〜
1
6
７
３
）、
筑
前
の
人
野
田
俊
益

を
茶
道
で
召
抱
え
て
い
ま
す
。
俊
益
は
、

福
岡
藩
主
黒
田
家
の
茶
道
頭
を
務
め
た
土

屋
宗
俊
の
門
人
で
、
そ
の
頃
多
く
の
弟
子

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
延
宝
・
寛
保
年
間
（
1
6
7
3

〜
1
7
4
4
）
の
久
留
米
藩
士
・
戸
田
早

雲
が
記
し
た
『
久
留
米
見
聞
録
』
に
は
、

有馬豊氏書状（久留米市教育員会所蔵）有馬豊氏書状（久留米市教育員会所蔵）

大
身
之
衆
ニ
ハ
数
寄
屋
有
之
候
。
毎
年
宇
治

茶
を
申
遣
、
口
切
り
之
茶
湯
な
ど
も
有
之

候
。
小
身
之
面
々
も
宇
治
よ
り
茶
を
取
寄
、

其
時
分
ハ
小
身
者
も
煎
茶
ハ
無
之
候
。
在
町

も
挽
茶
を
用
申
候
。

た

よ
り
と
し

る 

そ
ん
つ
ぼ

こ
が
ら
す
ち
ゃ
つ
ぼ

褐釉四耳壺（呂宋壺 )　銘「小烏茶壷」（篠山神社所蔵）褐釉四耳壺（呂宋壺 )　銘「小烏茶壷」（篠山神社所蔵）
こがらすちゃつぼこがらすちゃつぼし　じ　こし　じ　こかつゆうかつゆう  る  そんつぼ る  そんつぼ

と
よ
う
じ

ほ
っ
た
ま
さ
も
り

の
だ
し
ゅ
ん
え
き

す
き
や

も
う
し
や
り

の

ひ
き
ち
ゃ

せ
ん
の
り
き
ゅ
うり

き
ゅ
う
じ
ゅ
っ

て
つ

よ
り
も
と
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と
、
領
内
の
茶
の
湯
の
様
子
を
書
き
残
し

て
い
ま
す
。

　

士
分
の
ほ
か
町
人
や
庶
民
も
宇
治
か
ら

取
り
寄
せ
た
抹
茶
を
楽
し
み
、
身
分
の
高

い
藩
士
は
自
邸
に
茶
室
を
設
け
る
ほ
ど
、

久
留
米
で
は
茶
道
が
流
行
し
て
い
た
の
で

す
。

　　

江
戸
後
期
に
な
る
と
、
茶
道
は
武
士
が

身
に
着
け
る
べ
き
教
養
と
し
て
、
特
に
藩

士
の
間
で
広
く
行
わ
れ
ま
し
た
8
代
藩
主
・

有
馬
頼
貴
の
時
に
再
築
さ
れ
た
藩
校
明
善

堂
が
、
1
7
9
6
年
に
開
校
さ
れ
る
と
、

毎
月
3
の
日
に
、
諸
礼
故
実
（
伝
統
的
な

武
家
の
礼
儀
作
法
な
ど
の
研
究
）
に
併
せ

て
茶
道
が
教
授
さ
れ
ま
し
た
。

　

歴
代
藩
主
随
一
と
も
言
わ
れ
る
風
流
人

ぶ
り
を
発
揮
し
た
9
代
藩
主
・
有
馬
頼
徳

は
、
茶
道
に
お
い
て
は
自
ら
茶
碗
や
水
指

な
ど
の
茶
陶
器
を
作
る
ほ
ど
熱
中
し
ま
し

た
。
そ
れ
ら
は
柳
原
焼
と
呼
ば
れ
、
開
窯

に
際
し
、
表
千
家
不
白
流
の
3
代
・
川
上

宗
寿
を
招
い
て
、
指
導
を
仰
い
で
い
ま
す
。

　

柳
原
焼
は
、
藩
の
財
政
難
か
ら
短
い
期

間
で
廃
窯
と
な
り
ま
す
が
、
様
々
な
地
方

の
茶
陶
を
手
本
と
し
た
作
品
は
、
陶
工
や

陶
土
ま
で
こ
だ
わ
り
ぬ
か
れ
、
今
日
で
も

珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
は
高
台
に「
柳

原
」
の
陽
刻
・
陰
刻
や
、「
成
」
の
字
を
基

に
し
た
頼
徳
の
花
押
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

３
今
に
続
く
久
留
米
の
茶
道

　

と
も
に
1
8
8
2
年
、
旧
久
留
米
藩
士

の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
洋
画
家
、
青
木
繁

と
坂
本
繁
二
郎
の
ふ
た
り
に
も
、
久
留
米

の
茶
道
文
化
と
の
関
わ
り
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

久
留
米
市
京
町
に
あ
る
坂
本
繁
二
郎
生

家
は
、
1
9
0
2
年
当
時
の
姿
に
復
元
工

事
が
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。

生
家
に
は
、
青
木
繁
が
居
候
し
た
茶
室
も

復
原
さ
れ
て
い
ま
す
。
坂
本
や
青
木
が
暮

ら
し
た
当
時
は
、
茶
室
と
い
う
空
間
が
身

近
に
あ
っ
た
の
で
す
。

　

青
木
繁
に
つ
い
て
は
、「
僕
の
家
は
代
々

藩
の
御
茶
道
で
、
父
は
次
男
も
の
で
あ
っ

た
。」
と
自
身
が
述
べ
た
よ
う
に
、
青
木
家

は
久
留
米
藩
の
茶
道
役
を
務
め
る
家
柄
で

し
た
。
繁
の
祖
父
の
与
作
は
宗
龍
と
号
し
、

そ
の
祖
父
が
青
木
家
最
後
の
、
久
留
米
藩

お
抱
え
の
茶
人
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
明
治

期
を
代
表
す
る
洋
画
家
・
青
木
繁
の
父
方

の
ル
ー
ツ
が
、
久
留
米
藩
の
茶
道
に
つ
な

が
る
こ
と
は
、
と
て
も
興
味
深
い
も
の
で

す
。
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　今回紹介した「モノ語り」を体験できる展覧会
を開催します！　
　有馬記念館で開催する久留米入城 400 年記念企
画Ⅲ「久留米藩領文化‐祈りのかたち・風雅の心‐」
では、今回ご紹介した有馬家ゆかりの茶道具のほ
か、書画や工芸品を展示しています。こちらの記
事と合わせて、ぜひお楽しみください！
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　有馬記念館 1階「レストラン有馬」
では、筑後川を眺めながら抹茶をいただ
くことができます。江戸時代から今につ
ながる久留米の茶道の歴史に思いを馳せ
ながら、一服楽しまれてはいかがでしょ
うか。（要予約）
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よ
り
の
り

よ
り
た
か

ふ
は
く
り
ゅ
う

おうゆうかたつきちゃいれおうゆうかたつきちゃいれ

や
な
ぎ
は
ら
や
き

そ
う
じ
ゅ


