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ヽ
便楽部

1993年 初 夏 号

「
お
茶
を
い
た
だ
く
」
と
、

古
め
か
し
い
言
葉
を
使
い
ま

す
が
、
お
茶
の
ほ
う
で
は
皆

い
た
だ
く
と
申
す
の
で
す
。

天
地
の
恵
み
、
人
の
努
力

で
で
き
た
も
の
で
す
か
ら
、

い
た
だ
く
と
言
う
の
で
す
。

お
茶
と
申
し
ま
し
て
も
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
私
ど

も
が
い
た
だ
き
ま
す
の
は
眠

茶
と
申
し
ま
し
て
、
葉
茶
を

石
の
自
で
粉
に
ひ
い
た
も
の

で
す
。
元
来
お
茶
と
申
し
ま

す
も
の
は
、
中
国
で
発
達
し

た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
鎌

倉
時
代
に
禅
僧
が
、
宗
教
、

す
な
わ
ち
禅
と
と
も
に
入
れ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
長
い
間
の
う
ち
に
、
そ
の

中
国
風
が
す

っ
か
り
日
本
化

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

元
亀
、
天
正
の
頃
に
は
中

国
で
夢
に
だ
に
見
な
か

っ
た

茶
の
湯
の
道
と
し
て
大
成
し

ま
し
た
。
精
神
的
に
は
禅
の

思
想
を
行
動
の
中
に
と
ら
え

よ
う
と
し
、
物
の
面
で
は
個

と
全
体
の
関
係
を
意
識
せ
し

め
、
作
意
と
い
っ
て
、
す
べ

て
を
生
か
す
こ
と
を
重
ん
じ

て
い
ま
す
ｃ
そ
の
生
か
さ
れ

た
も
の
は
、
実
に
美
し

い
と

だ
れ
も
が
嘆
息
を
漏
ら
す
も

の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な

い

と
し
て
い
ま
す
。
茶
室
建
築

は
本
造
建
築
物
の
粋
で
す
。

造
園
の
粋
は
露
地
に
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
桂
離
宮
や
、

修
学
院
離
宮
が
よ
く
物
語

っ

て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
中
で

の
礼
儀
作
法
、
あ
る
い
は
道

具
の
美
し
さ
は
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
か
ら
入

っ
た
喫
茶
法
で
す
か
ら
、
自

然
、
初
め
は
中
国
産
の
道
具

で
し
た
が
、
お
い
お

い
日
本

の
も
の
に
変
わ

っ
て
き
ま
す
。

途
中
で
は
朝
鮮
の
も
の
も
と

り
上
げ

て
い
ま
す
。

中
国
の
も
の
は
、
そ
の
礼

精
神
に
よ
る
も
の
か
、
み
な

一
様
に
堅
苦
し

い
も
の
で
す

が
、
朝
鮮
の
も
の
は
す

べ
て

数
歩
退
い
て
ボ
ケ
て
い
ま
す
。

そ
の
ボ
ケ
て
い
る
と
こ
ろ
が

変
化
し
て
い
く
。
茶
の
湯
に

は
最
も
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で

す
。
す
な
わ
ち
佗
び
茶
に
ふ

さ
わ
し

い
も
の
で
す
。
そ
う

し
て
年
久
し
く
使

っ
て
い
く

う
ち
に
だ
ん
だ
ん
変
化
し
て

き
て
、
自
然
に
ふ
さ
わ
し

い

も
の
に
な

っ
て
い
く
の
で
す
。

そ
こ
に
目
を

つ
け
た
の
が
、

茶
の
湯
の
人
の
眼
識
で
あ
り

ま
し
た
。

茶
の
湯
に
あ
ら
わ
れ
た
美

意
識
の
中
で
、
最
も
特
筆
す

べ
き
は
簡
素
の
美
と

い
う
こ

と
で
す
。
す
べ
て
は
必
要
な

も
の
の
み
で
、
不
必
要
な
も

の
は
い
っ
さ
い
退
け
ら
れ
る
。

日
に
見
え
る
も
の
、
耳
に
聞

く
も
の
、
鼻
に
か
ぐ
も
の
、

国
に
食

べ
る
も
の
、
余
分
な

も
の
、
不
必
要
な
も
の
は
み

な
省

い
て
、
反
面
、
必
要
な

も
の
は

一
つ

一
つ
が
選
り
す

ぐ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
従

っ

て

一
面
か
た
く
な
な
も
の
で

も
あ
り
ま
す
。

佗
び
の
生
活
は
あ
の
茶
の

持

つ
味
、
ほ
ろ
苦
さ
に
徹
し
、

あ
の
茶
の
持

つ
色
、
緑
深

い

色
の
味
わ

い
で
す
。
そ
の
簡

素
さ
、
ほ
ろ
苦
さ
、
緑
深
き

色
か
ら
自
然
発
生
す
る
の
で

あ

っ
て
、
そ
こ
が
実
に
美
し

い
も
の
と
な

っ
て
く
る
の
で

す
。
物
を
飾

っ
て
の
美
し
さ

で
は
な

い
、
と
り
去

っ
て
残

っ
た
も
の
の
美
し
さ
で
す
。

茶
席
に
使
わ
れ
る
、
諸
道

具
を

一
つ

一
つ
と
り
上
げ

て

見
て
み
る
と
、
型
の
整

っ
て

い
な

い
も
の
が
使
わ
れ
て
い

た
り
し
ま
す
。
そ
の
物
の
持

っ
て
い
る
良
き
性
質
を
活
か

し
た
、
場
所
、
色
彩
、
空
間

の
中
に

よ
り
引
き
立
た
せ
る

演
出
を
致
し
ま
す
。

故
ゆ
る
０
生
活
美
の
意
識

観
念
の
中
に
、
物
を
活
か
さ

れ
る
美
が
生
ま
れ
て
く
る
の

で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
／

天
地
自
然
の
美
で
は
な
く
、

素
朴
な
人
間
工
夫
の
美
な
の

で
す
。

四
代
目

佐
伯
江
南
斎

昭
和
十
八
年
二
月

木
村
宗
憲

（前
表
千
家
理

事
）
の
四
男
と
し
て
船
場

に
生
ま
れ
る

家
業
は
祖
父
よ
り
表
千
家

の
茶
道
教
授

二
十
才
の
時
、
武
者
小
路

千
家
佐
伯
家
の
養
子
と
な

り
、
茶
幸
道
を
学
ぶ

昭
和
四
十
年

武
者
小
路
千
家
家
元
先
代

有
隣
斎
宗
匠
に
師
事
、
修

業
に
入
る

昭
和
五
十
七
年

乱
飾
授
与

昭
和
五
十
八
年

四
代
目
佐
伯
江
南
斎
を
襲

名
平
成
五
年

武
者
小
路
千
家
官
休
庵
家

元
教
授
任
命

現
在
、
財
団
法
人
官
休
庵

常
任
理
事

華
道
遠
州
流
本
部
四
世
家

一九
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(2)

千
利
体

（
一
五
二
二
～

一
五
九

一
）

安
土
、
桃
山
時
代
の
茶
人
。

千
家
流
茶
道
の
開
祖
で
堺
の

人
。
号
は
宗
易
、
の
ち
不
審

庵
。
草
庵
風
の
茶
室
を
完
成

し
茶
道
を
大
成
し
た
。
織
田

信
長

・
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
重

用
さ
れ
、
天
正

一
三
年

（
一

五
八
五
）
正
親
町
天
皇
よ
り

利
休
号
を
与
え
ら
れ
、
天
下

一
の
地
位
を
占
め
た
が
、
の

ち
に
秀
吉
の
怒
り
に
ふ
れ
切

た反
０⑤

花
は
野
の
花
の
や
う
に

炭
は
湯
の
沸
く
や
う
に

夏
は
涼
し
く

冬
は
暖
か
に

刻
限
は
は
や
め
に

降
ら
ず
と
も
雨
用
意

相
客
に
な
な
つ
け
よ

D

「利
休
居
士
七
ヶ
条
」

新
店
舗

「久
壺
庵
」
の
由
来

禅
語
に

「
壷
中
日
月
長
」

と

い
う
茶
席
の

一
行
が
あ
り

ま
す
。
士平
甲
と
は
　
「壷
，甲
の

天
地
」
の
こ
と
で

―
中
国
の
後
漢
の
時
代
、
汝

南
の
町
中
に
薬
を
売
る
老

翁
が

い
ま
し
た
。
人
々
は
、

こ
の
老
翁
を
壷
公
と
呼
ん

で
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

常
に

一
つ
の
壷
を

店
先
に

掛
け
て
い
た
か
ら
で
す
。

あ
る
日
、
勤
一母
房
と
い
う

役
人
が
、
店
先
に
掛
け
て

あ
る
壷
の
中
に
案
内
さ
れ

よ
い
師
匠
と
の
出
会
い
、

よ
い
仲
間
と
の
出
会

い

利
体
の
手
法
を
伝
え
る
表

千
家
を
代
表
す
る
草
庵
茶
室

の
不
審
庵
や
、
古
田
織
部
好

み
の
二
畳
台
目
を
参
考
に
し

て
造
ら
れ
た

「久
壷
庵
」
に

お
い
て
の

一
服
。

茶
室
の
中
は
外
界
か
ら
遮

断
さ
れ
、
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

の
よ
う
な
永
遠
の
時
間
を
経

験
す
る
瞑
想
空
間
。
そ
の
空

間
で
、
お
点
前
の
お
稽
古
だ

け
を
す
る
の
で
は
な
く
、
流

派
に
関
係
な
く
仲
間
で
勝
手

に
お
茶
を
点
て
て
喫
ん
だ
り
、

ざ
左

１
崚
ｌ
聰

（読
）
き

っ
き
こ

（訓
）
「ま
あ
、
お
茶
を

一
服

お
あ
が
り
」
と
い
う
さ

り
げ
な
い

一
語
で
あ
る

が
、
中
国
で
は
日
常
の

用
語
で
あ
る
ｃ
そ
の
日

常
語
が
有
名
に
な

つ
た

の
に
は
、
名
高

い
趙
州

和
尚
が
、
誰
が
訪
れ
て

き
て
も

「
喫
茶
去
」

一

本
槍
で
お
相
手
を
し
た

と
い
う
因
縁
が
あ
る
。

嗜 ヽt
と
薔
▼

喫
茶
去

一
九
六

世
住
持
、
大
通
智

勝
禅
師
、
伝
外
宗

左
筆

延
宝
三
年

（１
６

７
５
）
六
十
八
歳

に
て
没
。

Ｊ
ル
マ
つ
ダ
７

茶
道
は
人
の
歩
み
、
人
の

行
な
う
道
で
あ
る
と

い
う

こ

と
で
あ
る
。

い
か
に
生
き
る

か
、

い
か
に
行
な
う
か
、

い

か
に
人
生
を
歩
む
か
、
そ
れ

を
教
え
る
。

茶
道
は
遊
戯
で
も
な
く
、

た
ん
な
る
芸
能
で
も
な

い
。

茶
道
は
人
生
の
根
本
を
律
す

る
モ
ラ
ル
と
考
え
て
い
た
だ

き
た

い
の
で
あ
る
。

茶
道
と
い
う
道
を
行
じ
、

修
じ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
心
を

鍛
え
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
し

い
修
道
に
徹
し
て
の
ち
に
、

ほ

っ
と
息

つ
く
だ
け
の
ゆ
と

り
を
見

い
だ
し
た
ら
、
そ
の

人
は
立
派
に
道
を
行
じ
た
こ

と
に
な
る
の
で
す
。
ひ
と
り

ひ
と
り
が
十
分
に
そ
の
こ
と

を
自
党
し
、
実
践
が
と
も
な

い
、
た
と
え
最
初
は
ほ
ん
の

ひ
と
握
り
の
人
の
力
で
あ

っ

て
も
、
そ
れ
が
積
み
重
な
る

と
、

い
ず
れ
も
全
国
民
的
な

巨
大
な
運
動
と
な
り
、
社
会

の
善
導
、
世
な
お
し
に
も
通

ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
と
申
し
ま
す
と
、道
（心
）

学

（茶
道
文
化
）
実

（技
と

実
践
）
の
三
つ
の
調
和
を
よ

く
実
践
す
る
こ
と
で
す
。

事
理
と
い
う
こ
と
ば
が
あ

る
が
、
事
と
理
と
は

一
体
の

も
の
で
あ
る
。
事
が
熟
す
れ

ば
、
心
も
熟
す
る
。
行
も
熟

す
る
の
で
あ
る
。
点
前
作
法

だ
け
に
偏
せ
ず
、
学
問
知
識

だ
け
に
片
寄
ら
ず
、
正
し
い

茶
道
の
根
本
精
神
を
把
握
す

る
こ
と
に
あ
る
ｃ

そ
こ
の
と
こ
ろ
を
よ
く
わ

き
ま
え
て
、
茶
の
道
に
励
ん

で
い
た
だ
き
、
日
常
生
活
に

も
普
遍
さ
れ
た
い
も
の
で
す
。

本
来
の
真
意
を
わ
き
ま
え
ず
、

い
た
ず
ら
な
思
い
つ
き
だ
け

で
、
深
い
伝
統
の
な
か
で
育

ま
れ
て
き
た
茶
の
湯
の
規
を

超
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
よ

い
一働
き
」
と
は
い
え
な
い
ｃ

形
に
と
ら
わ
れ
て
、
茶
道
の

本
意
を
誤
ま

っ
て
は
な
ら
な

佐
伯
江
南
斎

倅
ヽ
雹

す―

卜

ｆ
、

ロ
　
ロ

観

ノ ゝ

肇
薔

一
ｍ

ト
レ
や
い●
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三千家 の一、武者小 路千家官休庵常任理事

佐伯江南斎宗匠 ご監修 のもと、現代 にお ける

数寄屋建築の名工 たちを招聘 し、選び抜 かれ

た材 を用 いて、久壺庵 は街 中の ビル内におい

て、野趣 に満 ちた造 りに しつ らえ られま した。

設計 一 級 建 築 士 梅垣 浩

施工 (株)キ ンキ企 画  片岡四郎

「久 壺 庵 見 取 図」 玄関

′

ロ

点前座

ヽ

躙 口

床 物 入

三畳台目茶席

炉

物入

点前座

茶道口

便所

２
マ
む
躍

扁額  武者小路千

て
み
る
と
、
立
派
な
建
物

が
あ
り
美
酒
、
佳
肴

（お

い
し
い
料
理
や
珍
味
）
が

並
ん
で
い
た
―
　
と
い
う

故
事
か
ら
、

俗
界
を
離
れ
た
別
天
地
や
仙

人
の
住
む
仙
境
を
意
味
し
ま

す
。
こ
れ
が
更
に
転
じ
て
、

悟
り
の
妙
境
に
も
た
と
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

草
庵

で
、
く

つ
ろ

い
で

い

た
だ
き
…
…
壺
中

に
入

っ
た

費
長
房
が
見
た
美
酒
、
佳
肴

に
出
会
う

こ
と
が
で
き
る
よ

う

に
と

「久
壷
庵
」
は
名
付

け
ら
れ
ま
し
た
ｃ

茶
室

・
茶
庭

・
歴
史
等
を
調

べ
た
り
話
し
合

っ
た
り
し
、

茶
料
理

（懐
石
）
を
い
た
だ

わ
び
茶
と
呼
ば
れ
る
今
日

の
茶
道
の
源
流
で
あ
る
千
利

体
の
流
れ
を
く
む
三
千
家
、

武
者
小
路
千
家
常
任
理
事
の

佐
伯
江
南
斎
宗
匠
を
囲
ん
で
、

茶
心
の
世
界
に
浸
る
。

日
時

毎

月

第

一
土

曜

日

（初
回
は
七
月
二
日
）

月

一
回
の
七
ヶ
月
間

お

一
人
様

一
回
三
万

五
千
円

午
後
六
時
～
九
時

会
費

■
」
日
Ｆ

タ
ノ古12

ハ
′ 1、

イ
■
■
日
目
Ｔ
Ｆ

，
ユ

ｔ

名
利
共
休

全
■L

」J「
L′

ーダ
~ご

| 
‐

え
た
ふ

表
千
家
十

一
代

様
々
斎
筆

明
治
四
十
二
年

（１
９
１
０
）
七

十
四
歳
に
て
没

（読
）め
い
り
と
も
に
き
ゅ
う

す

（
訓
）名
を
あ
げ
ん
が
た
め
、

利
益
を
得
る
が
た
め
に

生
き
る
の
で
な
く
、
そ

れ
ら
を
断
ち
切

っ
て
進

み
た
い
も
の
。
利
休
居

士
の
号
は
こ
の
言
葉
よ

り
出
て
い
る
と
い
わ
れ

る

。

●

林

ヽ



(4)

オクソンの音楽会のお知らせ

シャンソンを主に、ポピュラーや日本の曲と幅

広いレパー トリーを持つ築地容子さんによる、

ディナーコンサー トをお楽 しみ下さい。

築地容子プロフィール

ビクター入社「ジャニーギター」で

デビュー

「青い月夜のランデブー」でNHK紅

自歌合戦に出場

大阪へ移 り、北新地で「ラウンジ築

地」を開店

毎年ロイヤルホテルでディナーコンサー トショ

ーを開き、恩師の故・服部良一氏にも毎回支援

をいただいている。

又、東京三越劇場、梅田コマ劇場、東京中野サ

ンプラザ、神戸オリエンタル劇場でもリサイタ

ルを開催。

期間 6月 14日 (月 )～ 6月 19日 (土 )

料金 ¥17,000(税 、サ、飲物は別 )

お食事時間 PM6:00～

演 奏 時 間 PM8:00～ PM9:00

特別コースの為、ご予約 をお早めに…。

お待 ち致 しております。

日召和30年

昭和33年

日召和45年

翁鶉蜀轟舅晟◎蝙◎n Avり。〔瞭聰-2鰊

希
望
な
き
と
こ
ろ
に
努
力
な
し

努
力
を
き
と
こ
ろ
に
成
果
な
し

向
陽
商
工
帥
　
向
井
正
成

質
を
商
う
仕
事
は
不
況
に
強
い

量
を
競
う
仕
事
は
不
況
に
弱
い

ボ
ブ
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ト
ジ
ャ
バ
ン
輸
　
ｃ
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泄
南
の
　
卒
業
祝
い
　
雪
踊
る

我
子
の
成
長
　
万
感
胸
に

帥
竹
中
工
務
店
　
溝
口
義
行

素
直
に
謙
虚
に
常
に
挑
戦
者
た
れ

漱
南
学
園
高
校
卒
業
の
日
　
溝
口
慎
二

妻

・
宝

・
極

・
楽

「西
方
極
楽
」

全
国
粧
業
小
売
連
盟
会
長
　
竹
中
淑

一

書
を
学
び
て
以
て
藝
に
満
び

酒
を
飲
み
て
以
て
置
（を
率
に
す

立
命
館
大
学
文
学
部
　
寛
文
生

「道
楽
」
は
日
本
語

中
国
語
で
は

「満
干
藝
」
と
い
う

料
理
も
又

「渉
干
藝
」
な
り

善
き
哉

神
戸
大
学
国
際
文
化
学
部
　
寛
久
美
子

関
西
経
済
に
光
明
を
思
い
出
し
て
帰
路

夜
桜
終
え
て
も
オ
ク
ソ
ン
の
灯

モ
ル
ガ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
証
券

大
阪
支
店

金
光
康
夫

大
阪
よ
り
地
の
果
て
ま
で
　
心
を

輸
大
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組
　
小
笹
太
郎
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卯
の
花
に
お
う
こ
の
季
節
、

長
年
の
願

い
で
あ
り
ま
し
た

和
食
の
店

「久
壷
庵
」
を
、

当
オ
ク
ソ
ン
ビ
ル
三
階
で
開

店
さ
せ
て
戴
く

こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

自
然
に
近
い
状
態
、
自
然

に
帰
る
よ
う
に
し
つ
ら
え
た

「数
寄
を
こ
ら
す
」
と
言
わ

れ
る
数
寄
屋
造
り
の
頂
点
、

茶
室
も
構
え
る
事
が
で
き
ま

し
た
。

こ
の
喜
び
の
日
を
迎
え
る

事
が
出
来
ま
し
た
の
は
、
い

ろ
い
ろ
な
方
々
の
ご
助
言
、

ご
援
助
が
あ

っ
て
こ
そ
、
実

現
で
き
た
も
の
と
、
深
く
感

謝
致
し
て
お
り
ま
す
。
幾
重

に
も
重
ね
て
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

こ
の
ご
縁
で
、
改
め
て
仕

事
の
中
に

「生
か
さ
れ
て
い

る
」
喜
び
を
感
じ
ま
し
た
。

茶
の
湯
は
、
禅
と
の
関
係

が
深
く
、
禅
の
食
事
作
法
が

加
味
さ
れ
て
、
茶
事
の
懐
石

料
理
が
供
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

茶
事
で
の
懐
石
は
茶
の
菓

子
の
延
長
で
、
お
茶
を
飲
む

た
め
の
目
的
の
中
で
行
わ
れ
、

本
来
は
簡
素
を
旨
と
し
た
も

の
だ
そ
う
で
す
が
、
懐
石
は

一
応
、
饗
応
の
意
味
が
あ
り

ま
す
の
で
、
亭
主
は
お
客
様

の
た
め
に
心
を
砕
き
、
ほ
う

ぼ
う
に
奔
走
し
て
材
料
を
寄

せ
、
調
理
し
た
の
で
、
懐
石

の
こ
と
を

「御
奔
走
」
と
言

っ
て
、
今
日
言
わ
れ
て
い
る

御
馳
走
と
同
意
だ
そ
う
で
す
。

オ
ク
ソ
ン
の
従
業
員
は
も

と
よ
り
、
新
た
に
加
わ

っ
た

久
壷
庵
の
従
業
員

一
同
、
お

客
様
に
心
の
こ
も

っ
た
御
馳

走
を
―
ご
賞
味
戴
け
ま
す
よ

う
に
、　
一
生
懸
命
に
精
進
さ

せ
て
戴
く
所
存
で
ご
ざ

い
ま

す
の
で
、
今
後
と
も
更
に
ご

助
言
、
ご
支
援
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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回 (06)2‖ -9898

営業時間 ランチ  11:30～ 14:00
ディナー 17:00～ 23:00

定 休 日 日曜、祭日

発 行 所  「大阪市中央区西心着橋
2丁 目3-9」

編集責任者 尾形 貴志
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